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一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
埋
秋
白
の
｢
市
債
｣
観
に
つ
い
て

-
-
-
ゴ
ー
リ
キ
ー
と
の
関
係
を
中
心
に

-

白

井

澄

世

問
題
の
所
在

清
末
民
初
は
､
儒
教
を
支
柱
と
す
る
伝
統
的
知
識
世
界
が
崩
壊
す
る
一
方
､
世
界
の
新
知
識
が
流
入
し
､
価
値
観
が
激
動
し
た
過
渡
期

で
あ
っ
た
｡
中
で
も
科
挙
の
廃
止
と
新
し
い
学
制
の
施
行
は
旧
来
の
知
識
人
の
在
り
方
を
変
え
､
新
し
い
知
識
人
の
登
場
を
斎
し
た
が
､

伝
統
的
な
知
識
人
の
存
在
意
義
が
急
激
に
失
わ
れ
る
中
､
新
し
い
知
識
人
へ
の
転
換
は
容
易
な
事
で
は
無
か
っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
過
渡
期
に
成
長
し
た
嬰
秋
白
(
一
人
九
九
⊥
九
三
五
)
は
､
自
己
が
属
す
る
旧
い
知
識
人
が
新
し
い
時
代
に
如
何
な
る
存

在
意
義
を
も
つ
か
と
い
う
問
題
を
表
し
て
追
求
し
た
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
没
落
士
大
夫
の
家
庭
に
生
ま
れ
､

中
国
共
産
党
の
革
命
家
と
し
て
生
き
た
彼
の
人
生
の
選
択
に
も
現
れ
て
い
る
｡
だ
が
彼
は
人
生
の
終
わ
り
に
『
多
余
的
話
』
を
書
き
､
自

分
は
ボ
ル
シ
ェ
ビ
キ
の
戦
士
で
も
革
命
家
で
も
な
く
､
中
国
の
ク
遺
産
〃
で
あ
る
｢
文
人
｣
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
､
政
治
運
動
に
お

け
る
自
己
の
人
生
を
否
定
的
に
述
べ
た
｡
.
そ
の
た
め
､
単
に
対
す
る
評
価
は
従
来
､
彼
を
青
白
き
書
生
と
す
る
批
判
と
､
革
命
家
と
し
て

の
賞
賛
と
に
分
裂
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
｡
革
命
家
と
し
て
の
彼
を
評
価
す
る
人
は
『
多
余
的
話
』
の
消
極
性
を
批
判
し
､
一
方
､
夢
余
的
話
』

を
｢
自
己
表
現
｣
と
し
て
評
価
す
る
人
は
革
命
家
と
な
っ
た
巷
の
精
神
構
造
に
否
定
的
で
あ
っ
た
｡
だ
が
こ
の
よ
う
な
評
価
は
一
面
的
な
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も
の
で
あ
り
､
彼
の
全
体
的
な
精
神
構
造
を
捉
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
｡
必
要
な
の
は
彼
の
精
神
の
軌
跡
を
辿
り
､
矛
盾
す
る
精
神
構

造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
例
え
ば
､
銭
理
群
は
雀
を
､
革
命
に
突
き
進
む
ド
ン
･
キ
ホ
ー
テ
的
な
事
業
の
追
求
と
自
己
分
析

的
な
ハ
ム
レ
ッ
ト
的
自
己
と
の
矛
盾
を
持
つ
知
識
人
で
あ
る
と
指
摘
し
､
こ
れ
ら
の
矛
盾
は
｢
真
実
｣

へ
の
追
求
に
お
い
て
統
一
さ
れ
て

(
3
)

い
た
と
言
う
｡
ま
た
､
そ
の
よ
う
な
知
識
人
の
魂
の
記
録
が

『
多
余
的
話
』 で

あ
っ
た
と
言
う
｡

本
稿
で
も
､
嬰
秋
白
は
矛
盾
を
抱
え
つ
つ
自
己
と
事
業
を
追
求
し
た
知
識
人
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
立
つ
｡
但
し
､
本
稿
が
注
目
す
る

の
は
彼
の
矛
盾
の
統
一
の
過
程
で
あ
る
｡
ま
ず
は
彼
の
矛
盾
を
見
た
い
｡

私
の
紳
士
意
識
…
は
実
際
､
始
終
脱
ぎ
す
て
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
｡
同
時
に
ニ
ー
､
二
歳
の
､
ま
さ
に
い
わ
ゆ
る
人
生
観
の
形
成
時
期
に
､
理
智
の

方
面
で
は
ト
ル
ス
ト
イ
流
の
無
政
府
主
義
か
ら
直
ぐ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
転
じ
た
｡
〔
略
〕

し
か
し
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
何
だ
ろ
う
か
?
そ
れ
は
無
産

階
級
の
宇
宙
観
と
人
生
観
で
あ
る
｡
そ
れ
は
私
の
潜
在
す
る
紳
士
意
識
､
中
国
流
の
士
大
夫
意
識
､
及
び
後
に
変
質
し
た
小
資
産
階
級
あ
る
い
は
市
借

流
の
意
識
と
完
全
に
矛
盾
し
た
｡
没
落
し
た
中
国
紳
士
階
級
の
意
識
の
中
に
は
､
例
え
ば
仁
慈
礼
譲
､
闘
争
の
回
避
､
寄
生
虫
式
の
隠
士
思
想
な
ど
の

性
質
が
あ
る
｡
完
全
に
破
産
し
た
紳
士
は
往
々
に
し
て
都
市
の
ボ
ヘ
ミ
ヤ
ン
に
な
る
…
高
等
遊
民
で
､
退
廃
的
で
脆
弱
で
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
妄
想
的
で

す
ら
あ
る
人
物
で
､
実
際
の
と
こ
ろ
役
立
た
ず
だ
｡
思
う
に
､
こ
の
二
つ
の
意
識
は
私
の
内
心
で
絶
え
ず
闘
争
し
､
私
の
極
め
て
大
部
分
の
精
力
を
蝕

ん
だ
｡
私
は
い
つ
も
自
分
の
紳
士
と
遊
民
流
の
感
情
を
抑
え
､
獲
得
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
智
で
新
し
い
感
情
や
新
し
い
感
覚
方
法
を
無
理
し
て
作

り
出
し
て
き
た
｡
し
か
し
無
産
階
級
の
意
識
は
私
の
内
心
で
は
始
終
本
当
の
勝
利
を
得
る
こ
と
が
無
か
っ
た
｡
〔
略
〕
こ
の
よ
う
な
二
元
化
し
た
人
格
を
､

私
は
と
う
に
知
っ
て
い
た
…
｡
〔
略
〕

し
か
し
真
相
は
結
局
暴
露
さ
れ
､
〝
二
元
″

の
中
で
は
必
ず
〝
一
元
〟
が
実
際
の
勝
利
を
得
る
｡
ま
さ
に
政
治
的
な
疲
労
と
倦
怠
の
た
め
に
内
心
の

思
想
闘
争
は
こ
れ
以
上
持
続
で
き
な
く
な
っ
た
｡
実
際
､
四
中
全
会
〔
注
-
雀
が
王
明
ら
に
批
判
さ
れ
､
中
央
組
織
か
ら
排
斥
さ
れ
た
一
九
三
一
年
の

大
会
〕

の
後
､
私
は
既
に
全
く
の
市
債
と
な
っ
た
｡
政
治
閉
篭
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
極
力
避
け
､
中
央
の
意
見
に
従
っ
て
意
見
し
､
間
違
っ(
4
)

て
い
る
と
言
わ
れ
れ
ば
即
座
に
過
ち
を
認
め
､
弁
解
し
た
い
と
も
思
わ
ず
､
日
和
見
主
義
だ
と
言
わ
れ
た
ら
日
和
見
主
義
で
よ
か
っ
た
｡
(
傍
点
-
白
井
)
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畢
の
言
葉
に
よ
る
と
､
彼
の
葛
藤
は
｢
無
産
階
級
の
宇
宙
観
と
人
生
観
｣

で
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
と
｢
紳
士
意
識
･
士
大
夫
意
識
･
市

債
流
の
意
識
｣
と
の
矛
盾
に
因
る
｡
そ
し
て
最
終
的
に
｢
市
倍
｣
意
識
が
勝
利
を
占
め
た
と
l
看
え
よ
う
｡
｢
市
債
｣
式
の
意
識
と
は
､
小
資

産
階
級
･
高
等
違
民
の
意
識
で
あ
り
､
革
命
に
お
い
て
は
主
体
性
の
無
い

｢
日
和
見
主
義
者
｣

の
意
識
を
指
す
と
思
わ
れ
る
｡
銭
理
群
は

畢
の
一
九
三
二
年
の
文
章
か
ら
､
｢
市
檜
｣

の
人
生
観
と
は
｢
信
仰
心
を
打
ち
破
る
利
己
主
義
｣

で
あ
り
､
｢
士
大
夫
意
識
｣
｢
都
市
の
ボ
ヘ

(
5
)

ミ
ヤ
ン
｣
と
同
じ
く
､
精
神
の
自
由
を
求
め
､
闘
争
を
避
け
る
彼
の
本
質
を
指
す
と
す
る
｡

だ
が
､
彼
の
二
元
的
精
神
構
造
の
中
で
最
終
的
な
位
置
を
占
め
た
｢
市
債
｣
意
識
は
､
畢
が
革
命
に
お
け
る
知
識
人
と
し
て
自
己
認
識

す
る
際
の
､
よ
り
切
実
な
意
識
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
､
畢
秋
自
に
お
け
る
｢
市
債
｣
意

識
を
解
明
し
た
い
｡
但
し
犀
の
｢
市
檜
｣
に
つ
い
て
の
言
及
は
時
代
的
な
ズ
レ
も
あ
り
､
こ
こ
で
全
体
像
を
描
き
出
す
こ
と
は
手
に
余
る
｡

そ
こ
で
､
ま
ず
は
彼
の
人
生
観
の
形
成
期
で
あ
る
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
｢
市
借
｣
意
識
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
｡

そ
の
際
､
彼
の
｢
市
債
｣
概
念
に
影
響
を
与
え
た
ゴ
ー
リ
キ
ー
と
の
関
係
か
ら
論
じ
た
い
｡
中
で
も
注
目
し
た
の
は
､
中
共
入
党
時
期

(
6
)

で
あ
り
､
埋
の
思
想
的
転
換
期
で
も
あ
っ
た
一
九
二
二
年
二
月
に
翻
訳
さ
れ
､
『
赤
都
心
史
』

に
掲
載
さ
れ
た
詩
で
あ
る
(
｢
阿
弥
陀
彿
｣
『
赤

都
心
史
』
四
四
)
｡
実
は
こ
の
詩
は
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
論
文
｢
小
市
民
(
市
倍
-
白
井
注
)

に
つ
い
て
の
覚
書
｣
の
挿
入
詩
の
翻
訳
で
あ
っ
た
｡

だ
が
嬰
は
､
翻
訳
に
際
し
て
原
作
者
の
名
を
付
さ
ず
､
自
分
の
作
詩
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ひ
つ
そ
り
と
掲
載
し
た
｡
こ
の
詩
の
翻
訳
意
図
､

そ
し
て
彼
の
ゴ
ー
リ
キ
ー
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
､
嬰
秋
白
の
思
想
形
成
の
一
側
面
を
解
明
し
､
彼
の
｢
革
命
家
｣

へ
の
転
換

過
程
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
本
稿
は
､
嬰
秋
白
の
｢
市
債
｣
概
念
の
検
討
を
中
心
と
し
て
､
革
命
家
と
な
る
人
生
の
転

換
過
程
を
再
検
討
す
る
試
み
で
あ
る
｡
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一
.
｢
市
倫
｣

に
つ
い
て

(
一
)

埋
秋
自
の
｢
文
化
｣
革
命
観

畢
秋
白
が
｢
市
債
｣
と
い
う
言
葉
を
用
い
始
め
た
の
は
､
ロ
シ
ア
で
の
見
聞
や
思
索
を
書
い
た
随
筆
集
『
赤
都
心
史
』

冒
頭
の
エ
ッ
セ

(
7
)

イ
｢
黎
明
｣

に
お
い
て
で
あ
る
｡
こ
の
時
､
彼
は
モ
ス
ク
ワ
に
到
着
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
｡
一
九
二
一
年
二
月
で
あ
る
｡
当
時
､
モ
ス

ク
ワ
は
革
命
後
の
混
乱
に
よ
り
悲
惨
な
状
態
に
あ
っ
た
が
､
彼
は
期
待
に
満
ち
て
ロ
シ
ア
の
黎
明
を
眺
め
て
い
た
｡
と
り
わ
け
そ
の
期
待
は
､

モ
ス
ク
ワ
を
新
旧
｢
文
化
｣

の
交
代
す
る
場
所
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
｡
｢
危
難
が
窮
迫
し
､
餓
え
と
寒
さ
､
戦
禍
と
疫
病
に
苦

し
む
赤
都
で
は
､
文
化
の
明
星
は
う
す
暗
い
が
､
新
旧
二
つ
の
流
れ
は
並
行
し
て
緩
や
か
に
進
ん
で
お
り
､
燦
欄
と
し
て
荘
厳
な
将
来
を

(
8
)

静
か
に
待
つ
こ
と
が
で
き
る
｣

(
傍
点
-
白
井
)

と
言
う
｡

こ
の
よ
う
な
文
化
史
観
に
よ
る
ロ
シ
ア
像
は
､
彼
が
ロ
シ
ア
に
来
た
理
由
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
｡
笹
は
五
四
運
動
に
参
加
し
た
翌
年
､
『
農

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
(
9
)

報
』
記
者
と
し
て
ロ
シ
ア
に
赴
く
が
､
そ
の
理
由
の
一
つ
が
｢
世
界
初
の
社
会
革
命
の
国
家
､
世
界
革
命
の
中
心
点
､
東
西
文
化
の
接
触
地
｣
(
傍

点
-
白
井
)

で
あ
る
ロ
シ
ア
に
お
い
て
､
中
国
再
生
の
道
と
自
己
の
進
む
べ
き
道
を
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
｡
五
四
期
､
中
国
社
会
の
改
造

を
求
め
て
マ
ル
ク
ス
主
義
に
関
心
を
寄
せ
つ
つ
あ
っ
た
彼
は
､
新
し
い
国
家
を
創
出
し
た
｢
革
命
｣

の
方
法
や
主
義
を
ロ
シ
ア
で
学
ぶ
こ

と
を
期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
際
重
要
な
の
は
､
彼
が
世
界
の
動
き
を
文
化
の
衝
突
･
融
合
と
し
て
捉
え
､
ロ
シ
ア
の
｢
世
界

革
命
｣
か
ら
東
西
文
化
を
止
揚
す
る
方
法
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
彼
の
共
産
主
義
､
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理

(10)

解
に
は
文
化
的
な
理
解
が
根
底
に
あ
っ
た
｡

そ
の
モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
､
畢
は
新
旧
文
化
の
交
代
を
､
資
産
階
級
(
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
)
文
化
と
無
産
階
級
(
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
)
文
化
の
交
代

と
し
て
見
て
い
た
｡
こ
れ
は
具
体
的
な
芸
術
文
化
を
指
す
と
い
う
よ
り
､
む
し
ろ
モ
ス
ク
ワ
の
街
に
見
ら
れ
る
文
化
の
状
況
を
指
す
と
思

わ
れ
る
｡
当
時
､
モ
ス
ク
ワ
で
は
未
来
派
が
流
行
し
て
お
り
､
窄
も
マ
ヤ
コ
フ
ス
キ
ー
か
ら
詩
集
を
贈
ら
れ
た
り
､
未
来
派
の
劇
を
鑑
賞
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し
た
り
し
て
い
る
｡
そ
の
一
方
､
嬰
は
旧
芸
術
で
あ
る
歌
劇
も
鑑
賞
し
､
そ
の
荘
厳
さ
に
満
足
し
な
が
ら
も
､
未
来
派
に
新
た
な
文
化
の

(
‖
)

兆
し
を
直
観
し
､
そ
れ
が
｢
資
産
階
級
文
化
の
夜
の
名
残
､
無
産
階
級
文
化
の
朝
の
始
ま
り
｣
で
あ
る
と
し
て
､
期
待
を
持
っ
て
眺
め
る

の
で
あ
る
｡

そ
の
､
最
後
の
輝
き
に
も
似
た
光
菅
を
放
つ
資
産
階
級
文
化
を
､
畢
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
た
｡
｢
あ
ら
ゆ
る
資
産
階
級
の
芸
術
文
化
は

し
だ
い
に
か
す
か
に
そ
の
階
級
性
､
市
倫
気
質
を
現
し
た
｣
｢
違
蕩
に
耽
る
市
債
の
楽
し
み
は
､
特
に
明
る
く
健
康
的
な
労
働
の
歌
に
譲
り

た
く
な
い
の
だ
｣
(
傍
干
鮎
)
｡
『
漢
語
大
詞
典
』
に
よ
る
と
｢
市
債
｣
と
は
元
来
｢
仲
買
人
〔
原
文
:
牙
債
〕
｣
｢
商
人
｣
を
指
し
､
｢
私

利
を
貧
り
巧
み
に
投
機
す
る
人
｣
と
い
う
悪
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
｡
だ
が
畢
は
､
末
期
の
資
産
階
級
(
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
)
及
び
そ

の
文
化
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
｢
市
借
｣
は
単
に
と
っ
て
無
産
階
級
(
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
)

の
登
場
に
よ
っ
て
消
失
す

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
｡
だ
が
､
ロ
シ
ア
滞
在
中
に
彼
は
｢
市
債
｣

の
隆
盛
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
｡
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(
二
)
ネ
ッ
プ
下
の
ロ
シ
ア
ー
｢
悔
い
改
め
た
貴
族
｣
と
｢
市
債
主
義
｣

畢
秋
白
が
ロ
シ
ア
に
到
着
し
た
翌
三
月
､
新
経
済
政
策
(
ネ
ッ
プ
)
が
施
行
さ
れ
た
｡
ネ
ッ
プ
と
は
資
本
主
義
的
発
展
を
特
徴
と
す
る
絵

合
的
経
済
政
策
で
あ
る
｡
当
時
､
モ
ス
ク
ワ
の
経
済
は
破
壊
的
状
況
に
あ
っ
た
が
､
ネ
ッ
プ
施
行
後
､
と
り
わ
け
畢
が
滞
在
し
た
一
九
二
一

～
二
二
年
は
復
興
･
成
長
期
で
あ
っ
た
｡
統
制
経
済
か
ら
自
由
経
済
へ
の
切
り
替
え
は
市
場
に
物
資
を
呼
び
戻
し
､
人
々
の
生
活
は
上
昇

し
た
｡
だ
が
､
一
方
で
は
個
人
企
業
家
｢
ネ
ッ
プ
･
マ
ン
｣
が
台
頭
し
､
に
わ
か
成
金
が
現
れ
た
｡
ま
た
ト
ラ
ス
ト
な
ど
の
組
織
化
も
許

さ
れ
､
資
本
の
独
占
が
進
ん
だ
｡
嬰
は
ネ
ッ
プ
を
決
定
し
た
ロ
シ
ア
共
産
党
第
十
回
大
会
に
参
加
し
､
｢
ソ
ビ
エ
ト
･
ロ
シ
ア
の
経
済
問
題
｣

(
ほ
)

と
い
う
記
事
で
報
道
し
て
い
る
｡
記
事
の
中
で
埋
は
､
社
会
主
義
革
命
の
意
義
は
経
済
改
革
に
あ
る
と
し
て
ネ
ッ
プ
の
妥
当
性
を
強
調
し

て
い
る
｡
彼
は
ネ
ッ
プ
開
始
直
後
､
大
量
販
売
の
パ
ン
屋
の
出
現
に
資
本
制
度
発
展
の
素
早
さ
を
見
て
驚
く
が
､
労
働
者
の
生
活
が
上
昇

し
た
こ
と
に
も
目
を
向
け
て
い
る
｡
共
産
主
義
の
原
理
と
反
す
る
状
況
を
､
現
実
か
ら
擁
護
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
よ
う
｡
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だ
が
｢
ネ
ッ
プ
･
マ
ン
｣
が
の
さ
ば
る
現
実
は
､
埋
に
と
っ
て
耐
え
難
い
も
の
に
映
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
彼
は
ネ
ッ
プ
･
マ
ン
を
｢
新

資
産
階
級
｣
と
見
な
し
､
そ
の
性
質
を
｢
市
債
主
義
｣
と
す
る
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
八
月
の
大
飢
饉
の
際
､
ネ
ッ
プ
･
マ
ン
が
大
店
舗
を

経
営
し
て
儲
か
り
な
が
ら
も
義
梢
金
を
出
し
渋
る
様
子
を
､
｢
〝
利
声
…
〝
利
益
″
､
麻
痔
し
た
神
経
､
黒
々
と
し
た
良
心
…
こ
れ
が
市
債

主
義
の
標
識
な
の
だ
｣
と
憎
々
し
げ
に
書
い
て
い
る
｡
雀
に
と
っ
て
よ
り
耐
え
難
か
っ
た
の
は
､
こ
の
よ
う
な
現
状
が
｢
社
会
革
命
の
国
家
｣

ロ
シ
ア
の
現
実
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
､
か
つ
て
革
命
に
貢
献
し
た
は
ず
の
｢
貴
族
智
識
階
級
｣
が
ネ
ッ
プ
下
で
惨
め
な
状
況
に
あ
る
事

で
あ
っ
た
｡
｢
貴
族
の
巣
｣
(
『
赤
都
心
史
』
一
六
)
で
は
､
十
月
革
命
で
消
滅
し
た
は
ず
の
貴
族
が
小
資
本
を
集
め
､
カ
フ
ェ
を
開
店
す
る

様
子
を
見
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
｢
ロ
シ
ア
貴
族
の
智
識
階
級
は
元
来
､
資
産
階
級
の
文
化
を
最
も
憎
ん
で
き
た
｡
ゲ
ル
ツ
エ
ン
は
､
西

欧
文
明
は
〝
市
借
制
度
〟
に
他
な
ら
な
い
と
言
っ
た
｡
今
や
(
貴
族
は
ー
白
井
注
)
骨
､
資
産
階
級
の
中
の
哀
れ
な
落
伍
者
に
な
ろ
う
と
し

て
い
る
｡
し
か
し
､
し
か
し
､
あ
の
〝
悔
い
改
め
た
貴
族
ク
､
ケ
民
間
へ
行
っ
た
青
年
ク
は
一
世
紀
以
来
､
社
会
思
想
に
お
い
て
労
働
人
民

に
麗
し
た
功
績
は
浅
く
な
い
｡
共
産
党
の
指
導
者
の
裔
落
な
人
物
の
中
に
も
過
去
の
貴
族
は
少
な
く
な
い
の
だ
｡
｣
(
傍
点
-
白
井
)
つ
ま
り

雀
は
､
新
た
な
資
産
階
級
が
登
場
す
る
一
方
､
｢
市
債
制
度
｣
を
弾
劾
し
て
き
た
｢
貴
族
の
智
識
階
級
｣
が
落
ち
ぶ
れ
る
ネ
ッ
プ
の
現
状
を
､

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
ゲ
ル
ツ
エ
ン
(
一
人
三
⊥
八
七
〇
)
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
暑
が
用
い
た
｢
市
債
｣
と
は
ロ
シ
ア
語
｢
M
e
眉
宕
巳

の
訳
語
で
あ
っ
た
｡
〔
注
:
現
在
で
は
｢
小
市
民
｣
と
訳
さ
れ
る
｡
本
稿
で
は
摩
秋
白
の
文
章
に
は
原
文
｢
市
債
｣
を
用
い
､
其
他
の
文
章

で
は
｢
小
市
民
｣
を
用
い
た
｡
詳
し
く
は
注
釈
を
参
照
の
こ
と
〕
｡
｢
M
屋
a
毒
ま
〔
小
市
民
-
市
債
〕
｣
と
は
､
帝
政
ロ
シ
ア
で
形
成
さ
れ
た

都
市
の
小
市
民
階
級
で
､
小
商
人
や
職
人
な
ど
の
下
層
市
民
を
指
す
｡
一
九
世
紀
以
来
､
ロ
シ
ア
知
識
人
･
作
家
の
主
要
テ
ー
マ
の
l
つ

は
､
資
本
主
義
の
侵
入
や
都
市
化
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
民
族
性
で
あ
っ
た
が
､
｢
M
e
葛
毒
巴
は
資
本
主
義
を
体
現
す
る
俗
物
的
な
人
間
性

と
し
て
､
知
識
人
の
弾
劾
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
｡
中
で
も
ゲ
ル
ツ
エ
ン
は
近
代
市
民
社
会
と
資
本
主
義
制
度
を
批
判
し
､
ロ
シ
ア
で
の

社
会
主
義
発
展
を
追
求
し
た
た
め
､
農
奴
解
放
や
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
運
動
の
先
駆
者
と
し
て
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
知
識
人
に
大
き
な
影
響
を
及
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(18)

ぼ
し
た
の
で
あ
る
｡
よ
っ
て
､
雀
秋
白
が
ゲ
ル
ツ
エ
ン
の
言
葉
を
引
用
し
て
ネ
ッ
プ
の
現
状
を
批
判
し
た
裏
に
は
､
一
九
世
紀
の
ロ
シ
ア

知
識
人
に
対
す
る
共
感
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
だ
が
､
こ
こ
で
ゲ
ル
ツ
エ
ン
の
原
文
に
あ
た
り
畢
秋
自
の
｢
市
債
｣
概
念
を
解
明
す
る

こ
と
に
は
あ
ま
り
意
味
が
無
い
と
思
わ
れ
る
｡
重
要
な
の
は
､
彼
が
ゲ
ル
ツ
エ
ン
の
よ
う
な
一
九
世
紀
｢
貴
族
智
識
階
級
｣
の
意
識
に
立
ち
､

一
九
二
一
年
の
ロ
シ
ア
に
お
い
て
｢
市
檜
｣
を
見
い
だ
し
た
事
で
あ
る
｡
畢
は
学
生
時
代
に
ロ
シ
ア
語
専
門
学
校
で
学
び
､
一
九
世
紀
ロ

シ
ア
文
学
の
愛
好
家
だ
っ
た
こ
と
か
ら
､
既
に
こ
の
語
嚢
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
だ
が
｢
市
債
｣
と
い
う
言
葉
が
五
四
期
の
文
章

に
は
現
れ
ず
､
ロ
シ
ア
滞
在
中
に
現
れ
た
事
は
､
｢
市
借
｣
が
畢
に
と
っ
て
ロ
シ
ア
社
会
の
中
で
実
感
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
｡

そ
の
ロ
シ
ア
の
現
実
と
は
､
か
つ
て
の
｢
貴
族
智
識
階
級
｣
が
力
を
失
い
､
｢
資
産
階
級
文
化
｣
で
あ
る
｢
市
債
主
義
｣
を
弾
劾
す
る
力

を
失
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
彼
は
そ
れ
に
危
樺
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
｢
新
資
産
階
級
｣
(
宗
都
心
皇
≡
)
で
は
､

嬰
の
友
人
が
､
共
産
党
貞
の
親
戚
が
開
い
た
カ
フ
ェ
で
女
店
員
が
お
そ
ら
く
売
春
し
て
い
る
話
を
聞
い
て
憤
る
様
子
を
､
｢
郭
質
生
は
〝
非

政
治
主
義
者
″
で
あ
る
が
一
貢
し
て
熱
烈
な
ク
悔
い
改
め
た
貴
族
″
で
､
市
債
主
義
の
文
化
を
蔑
視
す
る
｣
(
傍
点
1
白
井
)
と
形
容
し
て
い

る
｡
つ
ま
り
彼
が
見
た
当
時
の
ロ
シ
ア
と
は
､
拝
金
主
義
的
な
｢
市
債
主
義
｣
で
あ
る
｢
新
資
産
階
級
｣
が
台
頭
し
､
反
対
に
｢
貴
族
智

識
階
級
｣
が
無
力
化
し
た
社
会
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
彼
に
と
っ
て
｢
市
債
主
義
｣
は
ロ
シ
ア
の
生
々
し
い
現
実
で
あ
り
､
そ
れ
に
対

抗
し
う
る
勢
力
を
早
急
に
見
い
だ
す
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
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(
三
)

冒
シ
ア
文
学
史
』
に
お
け
る
｢
余
計
者
｣
と
｢
反
市
借
主
義
｣
の
知
識
人

以
上
の
よ
う
に
､
雀
は
ネ
ッ
プ
下
の
ロ
シ
ア
に
お
い
て
､
｢
悔
い
改
め
た
貴
族
｣
や
｢
民
間
へ
行
っ
た
青
年
｣
と
い
う
ロ
シ
ア
知
識
人
が
､

も
は
や
｢
市
債
主
義
｣
の
前
に
無
力
で
あ
る
と
認
識
し
た
と
思
わ
れ
る
｡
だ
が
､
そ
れ
は
ロ
シ
ア
の
現
実
か
ら
ば
か
り
で
な
く
､
埋
が
歴

史
的
な
考
察
か
ら
得
た
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
畢
は
ロ
シ
ア
滞
在
初
期
､
集
中
的
に
ロ
シ
ア
文
学
を
研
究
し
て
い
た
が
､
そ
の
成
果
で
あ
る
冒
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同
関
門

シ
ア
文
学
史
』

(
以
下
､
『
文
学
史
』
と
記
述
)

に
は
､
十
九
世
紀
の
知
識
人
と
｢
市
債
｣
と
の
闘
争
が
措
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
注
目
す
べ

き
は
､
饗
が

『
文
学
史
』
の
中
で
二
種
類
の
知
識
人
の
系
譜
を
措
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

そ
の
一
つ
が
､
｢
余
計
者
｣
か
ら
｢
悔
い
改
め
た
貴
族
｣
｢
民
間
へ
行
っ
た
青
年
｣

へ
と
い
う
｢
貴
族
智
識
階
級
｣

の
系
譜
で
あ
る
｡
畢

の
記
述
に
即
し
て
述
べ
れ
ば
､
｢
余
計
者
｣
と
は
無
用
の
智
識
し
か
持
た
な
い
利
己
主
義
者
で
あ
り
､
プ
ー
シ
キ
ン
｢
オ
ネ
ー
ギ
ン
｣
を
祖

と
し
､
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ

｢
ル
ー
ジ
ン
｣
｢
バ
ザ
ー
ロ
フ
｣
ら
に
到
る
貴
族
の
知
識
人
で
あ
る
｡
だ
が
､
笹
は
｢
余
計
者
｣
出
現
の
背
後
の
経

済
変
動
に
目
を
向
け
て
い
た
｡
彼
ら
は
ロ
シ
ア
の
伝
統
的
農
奴
制
度
が
資
本
主
義
の
侵
入
に
よ
っ
て
崩
壊
し
っ
つ
あ
っ
た
過
渡
期
に
現
れ

た
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
｢
余
計
者
｣
と
は
､
新
･
旧
､
東
(
ロ
シ
ア
)
･
西

(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
)
､
農
奴
制
･
資
本
主
義
と
い
う
時
間
･

空
間
･
経
済
制
度
の
過
渡
期
に
現
れ
る
貴
族
の
知
識
人
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
更
に
埋
は
彼
ら
の
内
部
を
も
分
析
す
る
｡
彼
ら
は
貴

族
の
習
慣
と
､
後
に
得
た
｢
理
智
｣
と
の
矛
盾
に
苦
し
む
が
､
｢
理
智
｣
が
勝
利
す
る
こ
と
は
な
い
､
彼
ら
は
空
談
を
す
る
だ
け
の
｢
な
ろ

(21)

う
と
し
て
も
な
れ
な
い
英
雄
｣
な
の
だ
と
嬰
は
言
う
｡
だ
が
､
彼
ら
の
存
在
は
社
会
思
想
発
展
の
一
過
程
で
あ
り
､
や
が
て
そ
の
事
業
は

次
世
代
の
人
々
に
引
き
継
が
れ
る
と
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
嬰
は
｢
余
計
者
｣

の
ク
余
計
さ
″
に
存
在
意
義
を
見
い
だ
し
､
次
の
政
治
運
動
へ

の
一
段
階
と
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

そ
し
て
農
奴
解
放
後
､
｢
余
計
者
｣

の
意
識
を
引
き
継
ぎ
｢
民
間
へ
行
っ
た
｣
知
識
人
が
､
一
人
六
〇
～
七
〇
年
代
に
登
場
す
る
｢
悔
い

改
め
た
貴
族
｣

で
あ
る
と
さ
れ
る
｡
彼
ら
は
社
会
改
革
を
望
む
｢
英
雄
｣

で
あ
っ
た
が
､
資
産
階
級
が
台
頭
す
る
な
か
､
理
想
派
の
社
会

運
動
は
沈
滞
し
て
神
秘
主
義
へ
と
逃
走
し
て
し
ま
っ
た
と
言
う
｡
こ
の
代
表
が
ト
ル
ス
ト
イ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
だ
と
さ
れ
る
｡
嬰
は

両
者
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
｢
彼
ら
の
偉
大
さ
は
芸
術
の
真
実
さ
に
あ
り
､
当
時
の
ロ
シ
ア
社
会
の

〝
沈
鬱
な
心
霊
″
を
反
映
し
て
い
る
｡

清
廉
潔
白
な
貴
族
の
社
会
的
地
位
が
日
々
崩
壊
し
､
普
通
の
雇
用
者
と
な
っ
て
､
ど
う
し
て
生
臭
い
市
借
気
質
〔
原
文
-
市
債
気
〕

に耐

(22)

え
ら
れ
よ
う
か
(
後
略
)
｣
(
傍
点
1
白
井
)
｡
こ
こ
に
お
い
て
｢
余
計
者
｣
を
祖
と
す
る
｢
貴
族
智
識
階
級
｣
の
社
会
的
自
覚
と
政
治
運
動
は
､

｢
市
檜
気
質
｣
の
前
に
無
力
と
な
る
こ
と
が
措
か
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
同
時
に
､
貴
族
智
識
階
級
と
い
う
｢
庸
俗
に
対
す
る
強
烈
な
個
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性
｣
=
｢
英
雄
｣
の
存
在
意
義
の
終
焉
を
も
措
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

妄
､
雀
は
､
存
在
意
義
を
失
っ
た
｢
貴
族
智
識
階
級
｣
に
代
わ
り
､
｢
市
借
｣
に
抵
抗
す
る
新
し
い
知
識
人
の
系
譜
を
一
人
六
〇
年
代

以
降
に
登
場
さ
せ
た
｡
そ
れ
が
｢
反
市
債
主
義
｣
の
知
識
人
の
系
譜
で
あ
る
｡
ま
ず
六
〇
年
代
､
商
人
の
愚
劣
さ
を
書
い
た
オ
ス
ト
ロ
フ
ス
キ
ー

を
あ
げ
､
｢
ロ
シ
ア
の
文
学
者
は
〃
市
債
主
義
″
に
反
対
し
な
い
の
で
は
な
か
っ
た
｣
と
し
て
反
｢
市
借
主
義
｣
の
知
識
人
の
祖
に
位
置
づ

け
て
い
る
｡
続
け
て
､
貴
族
智
識
階
級
の
政
治
運
動
が
挫
折
し
た
後
の
一
八
八
〇
～
九
〇
年
代
を
､
資
本
家
が
｢
市
檜
の
幸
福
｣
を
追
求

し
た
｢
市
債
主
義
の
時
代
｣
で
あ
っ
た
と
言
う
｡
こ
の
時
代
に
は
｢
理
想
や
道
徳
､
事
業
や
新
し
さ
を
重
ん
じ
ず
､
金
儲
け
､
金
儲
け
､

金
儲
け
す
る
こ
と
し
か
知
ら
な
い
｣
｢
汚
物
｣
で
あ
る
｢
市
債
｣
を
措
い
た
作
家
が
活
躍
し
た
が
､
こ
の
時
代
の
代
表
作
家
が
チ
ェ
ー
ホ
フ

で
あ
っ
た
と
亭
っ
｡
だ
が
､
チ
ェ
ー
ホ
フ
作
品
の
知
識
人
に
は
｢
市
借
主
義
｣
を
弾
劾
す
る
力
が
既
に
無
い
と
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
代
わ
り
､
｢
市

債
主
義
｣
を
弾
劾
し
､
上
層
社
会
を
転
覆
す
る
新
し
い
勢
力
を
見
い
だ
し
て
措
い
た
作
家
が
｢
反
市
借
主
義
の
闘
将
｣
ゴ
ー
リ
キ
ー
で
あ
っ

た
と
し
て
､
嬰
は
こ
の
系
譜
の
最
後
に
ゴ
ー
リ
キ
ー
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
｡
ゴ
ー
リ
キ
ー
が
描
い
た
人
々
と
は
､
新
し
い
｢
英
雄
｣
=
｢
遊

民
の
無
産
階
級
｣
と
い
う
｢
平
民
｣
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
彼
ら
は
一
九
〇
五
年
の
第
一
革
命
の
先
触
れ
と
な
る
新
し
い
勢
力
だ
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
､
｢
平
民
｣
が
政
治
運
動
の
主
力
と
し
て
登
場
し
た
時
､
知
識
人
は
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
､
嬰
は
ゴ
ー
リ
キ
ー

の
言
葉
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
〃
市
債
〃
は
〔
チ
ェ
ー
ホ
フ
よ
り
も
ー
白
井
注
〕
更
に
巧
み
で
絞
滑
な

人
血
を
吸
う
猛
獣
毒
蛇
で
あ
る
｡
市
借
主
義
に
反
対
せ
よ
!
市
債
主
義
に
反
対
せ
よ
!
ク
文
化
生
活
は
…
既
に
非
常
に
仕
立
て
の
悪
い
服

で
あ
り
､
一
般
的
な
人
の
体
に
は
合
わ
な
い
…
市
債
は
そ
れ
を
も
み
く
ち
ゃ
に
し
､
ひ
ど
く
縮
め
て
し
ま
っ
た
｡
〃
智
識
階
級
の
文
化
使
命

は
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
!
｣
つ
ま
り
畢
は
､
｢
智
識
階
級
の
文
化
使
命
｣
を
｢
反
市
債
主
義
｣
の
提
唱
と
い
う
役
目
に

見
い
だ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

『
ロ
シ
ア
文
学
史
』
に
お
け
る
｢
市
倍
｣
の
位
置
づ
け
と
二
つ
の
知
識
人
の
系
譜
か
ら
､
埋
の
関
心
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
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嬰
は
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
の
政
治
運
動
史
に
お
い
て
､
｢
貴
族
の
智
識
階
級
｣
=
｢
英
雄
｣
の
政
治
運
動
の
挫
折
と
終
焉
か
ら
､
｢
遊
民
の
無

産
階
級
｣
=
新
た
な
｢
英
雄
｣
の
登
場
へ
､
と
い
う
政
治
運
動
の
主
体
の
移
行
を
見
て
い
る
｡
そ
し
て
知
識
人
の
存
在
意
義
は
､
政
治
運

動
の
担
い
手
か
ら
､
｢
平
民
｣
に
よ
る
革
命
の
脇
役
と
し
て
､
｢
反
市
債
主
義
｣
を
唱
え
る
｢
文
化
使
命
｣
を
果
た
す
役
割
へ
と
移
行
し
て

い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
新
し
い
知
識
人
が
､
｢
反
市
債
主
義
の
闘
将
｣
ゴ
ー
リ
キ
ー
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
､
こ
の
移
行
を
も
た
ら
し
た
も
の

が
｢
市
債
｣
と
い
う
､
資
産
階
級
文
化
の
担
い
手
の
登
場
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
つ
ま
り
犀
は
､
完
世
紀
ロ
シ
ア
政
治
運
動
の
歴
史

に
お
い
て
､
｢
貴
族
智
識
階
級
｣
の
終
焉
の
必
然
的
理
由
と
､
新
し
い
知
識
人
の
存
在
意
義
を
模
索
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡

二
.
雀
秋
白
に
お
け
る
自
己
認
識

(
一
)
中
国
の
貴
族
智
識
階
級
の
運
命

ネ
ッ
プ
の
現
実
と
ロ
シ
ア
一
九
世
紀
の
知
識
人
へ
の
洞
察
は
､
よ
り
現
実
の
問
題
と
し
て
､
雀
に
中
国
の
知
識
人
の
運
命
を
考
え
さ
せ

た
と
思
わ
れ
る
｡
畢
に
と
っ
て
､
資
本
主
義
の
侵
入
に
よ
っ
て
農
奴
制
度
が
崩
壊
し
た
た
め
､
政
治
運
動
の
主
体
か
ら
退
く
一
九
世
紀
ロ

シ
ア
知
識
人
の
運
命
は
､
同
じ
く
資
本
主
義
が
侵
入
し
､
伝
統
的
な
農
業
制
度
が
破
壊
し
た
た
め
存
在
意
義
を
失
っ
た
中
国
知
識
人
の
運

命
に
重
な
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
そ
れ
は
自
己
の
存
在
意
義
を
め
ぐ
る
問
題
で
も
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
雀
は
､
従
来
か
ら
の
問
題
で
あ
っ

た
中
国
の
貴
族
智
識
階
級
｢
ク
士
″
の
階
級
｣
の
運
命
を
考
え
る
事
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

｢
家
書
｣
(
宗
都
心
史
≡
≡
)
で
､
彼
は
理
論
的
に
｢
〝
士
〃
の
階
級
｣
の
運
命
を
述
べ
て
い
る
｡
彼
の
認
識
に
よ
る
と
､
｢
士
の
階
級
｣

は
嘗
て
儒
教
に
よ
り
特
権
階
級
に
あ
っ
た
が
､
外
国
資
本
が
流
入
し
､
西
欧
化
し
た
新
し
い
資
産
階
級
が
登
場
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
経
済

的
に
破
産
さ
せ
ら
れ
､
-
方
で
は
儒
教
を
支
柱
と
す
る
中
国
の
伝
統
文
化
も
破
産
し
た
た
め
､
彼
ら
の
存
在
意
義
は
消
失
し
た
と
言
う
｡

今
や
､
彼
ら
は
新
た
な
支
配
階
級
で
あ
る
軍
閥
･
帝
国
主
義
に
奉
仕
す
る
政
客
･
買
弁
と
な
る
か
､
労
働
者
と
な
る
し
か
道
は
無
い
と
言
う
｡

そ
し
て
攫
は
｢
〝
士
″
が
無
産
階
級
化
｣
す
る
こ
と
の
み
に
将
来
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
｡
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続
い
て
｢
我
｣
(
『
赤
都
心
史
』
三
三
)
で
､
彼
は
｢
士
の
階
級
｣
の
一
貞
で
あ
る
自
己
の
運
命
も
理
論
的
に
見
い
だ
そ
う
と
す
る
｡
ま
ず
彼
は
､

自
分
は
幼
い
頃
か
ら
世
界
の
数
種
の
文
化
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
た
め
､
既
に
純
粋
な
〝
中
国
性
″
を
証
明
で
き
な
い
と
述
べ
る
｡
彼
は
他
で
も
､

自
分
は
清
末
の
社
会
変
動
期
に
育
ち
､
辛
亥
革
命
後
に
は
｢
ク
欧
化
″
し
た
｣
｢
死
せ
る
科
学
教
育
｣
を
受
け
た
た
め
に
､
｢
完
全
な
中
国
文

(30)

化
の
産
物
｣
で
は
無
く
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡
つ
ま
り
彼
は
自
身
が
一
つ
の
｢
文
化
｣
混
清
の
体
現
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

問
題
は
､
彼
の
内
部
で
そ
れ
ら
の
文
化
が
対
立
し
､
彼
自
身
に
明
確
な
支
柱
を
失
わ
せ
て
い
る
こ
と
､
更
に
そ
れ
ら
の
文
化
が
｢
旧
時
代
｣

の
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
｡
｢
現
在
､
二
つ
の
文
化
は
過
去
を
表
す
も
の
で
､
ど
ち
ら
も
危
険
な
病
状
に
瀕
し
て
い
る
｡
一
つ
の
病
は
資

産
階
級
の
市
債
主
義
で
あ
り
､
一
つ
の
病
は
ク
東
方
式
ク
の
死
滅
で
あ
る
｣
(
傍
点
､
白
井
)
と
言
う
｡
埋
の
言
葉
に
即
せ
ば
､
｢
東
方
式

の
死
滅
｣
と
は
存
在
意
義
を
失
っ
た
｢
士
の
階
級
｣
の
文
化
で
あ
り
､
｢
資
産
階
級
の
市
借
主
義
｣
と
は
､
中
国
に
侵
入
し
た
新
し
い
資
産

階
級
の
文
化
を
指
す
と
思
わ
れ
る
｡
彼
は
､
世
界
の
文
化
･
経
済
変
動
の
視
点
か
ら
､
こ
の
両
文
化
が
彼
の
｢
過
去
｣
を
形
成
し
､
内
部

で
葛
藤
し
て
い
る
と
認
識
す
る
｡
そ
し
て
､
今
や
東
西
文
化
は
融
合
へ
と
向
か
う
と
い
う
時
代
認
識
か
ら
､
自
己
の
内
な
る
｢
文
化
｣
も

融
合
し
､
新
た
な
文
化
=
新
た
な
自
身
の
｢
個
性
｣
を
創
出
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
に
到
る
｡

こ
の
新
た
な
｢
個
性
｣
創
出
の
選
択
は
､
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
｡
｢
様
々
な
民
族
の
文
化
が
交
流
し
､
あ
る
い
は
衝
突
す
る
時
､
人

類
進
歩
の
過
程
に
お
い
て
､
あ
る
者
は
こ
の
過
程
に
尽
力
す
る
と
同
時
に
自
己
の
個
性
を
実
現
す
る
､
乃
ち
人
類
の
文
化
を
促
進
す
る
｡

あ
る
者
は
一
つ
の
民
族
の
文
化
性
に
固
執
し
､
融
合
･
適
応
で
き
ず
､
自
ら
個
性
を
疲
労
さ
せ
､
旧
時
代
の
犠
牲
と
な
る
｡
あ
る
者
は
な

ん
と
ク
無
知
″
を
さ
ら
け
出
し
､
〔
…
〕
民
族
の
個
性
を
埋
没
さ
せ
､
個
我
を
損
な
い
､
所
謂
ク
新
派
〟
に
従
属
す
る
｡
三
者
の
中
で
､
ど

(32)

れ
を
取
れ
る
だ
ろ
う
?
｣

こ
の
抽
象
的
な
三
つ
の
｢
個
性
｣
は
､
埋
の
認
識
に
即
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
｡
各
｢
文
化
｣
が
融
合
工
父
流
し
､
｢
人

類
の
文
化
｣
に
な
る
時
勢
に
お
い
て
､
第
一
の
個
性
は
｢
進
歩
｣
の
実
現
の
た
め
に
働
き
､
そ
う
す
れ
ば
同
時
に
彼
の
内
な
る
文
化
も
実
現
し
､

自
己
は
存
在
意
義
を
持
つ
｡
だ
が
､
第
二
の
個
性
は
旧
時
代
の
中
国
文
化
に
固
執
す
る
た
め
､
存
在
意
義
を
失
う
｡
第
三
の
個
性
は
｢
無
知
｣
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で
あ
る
た
め
に
民
族
性
を
放
棄
し
､
新
し
い
｢
欧
化
｣
の
｢
市
債
主
義
｣
に
従
属
す
る
｡
そ
う
な
れ
ば
中
国
文
化
の
復
興
も
あ
り
え
な
い

と
言
う
｡
そ
こ
で
彼
は
､
第
二
の
個
性
(
内
な
る
｢
士
の
階
級
｣
意
識
に
固
執
す
る
個
性
)
と
､
第
三
の
個
性
(
｢
市
債
主
義
｣
に
追
従
す
る
｢
無
知
｣

な
る
個
性
)
を
拒
否
し
､
第
一
の
個
性
を
撰
ん
だ
と
田
芸
れ
る
｡
つ
ま
り
彼
は
､
旧
来
の
｢
紳
士
｣
意
識
と
､
新
た
に
身
に
つ
け
た
｢
市
倫
｣

意
識
を
同
時
に
克
服
す
る
道
を
､
彼
の
内
な
る
東
西
文
化
の
止
揚
=
｢
人
類
の
新
文
化
｣
創
出
と
い
う
理
論
に
見
い
だ
し
て
い
る
と
亭
え

よ
､
つ
｡

こ
う
し
て
彼
は
､
｢
世
界
の
文
化
運
動
｣
の
隊
伍
に
参
入
す
る
｢
ク
新
時
代
″
の
活
発
な
幼
児
｣
に
な
る
こ
と
が
｢
ク
我
L
の
存
在
意
義

だ
と
考
え
る
に
到
る
｡
単
に
お
い
て
､
こ
の
｢
人
類
の
新
文
化
｣
は
｢
無
産
階
級
文
化
｣
で
あ
り
､
｢
世
界
の
文
化
運
動
｣
と
は
無
産
階
級

文
化
革
命
に
他
な
ら
な
い
｡
そ
こ
で
こ
そ
中
国
文
化
=
民
族
性
の
再
興
も
可
能
で
あ
る
と
埋
は
亭
っ
｡
つ
ま
り
彼
は
無
産
階
級
文
化
革
命

に
参
与
す
る
こ
と
が
､
自
己
実
現
の
道
だ
と
認
識
す
る
に
到
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

だ
が
､
彼
の
こ
の
よ
う
な
新
し
い
自
己
の
存
在
意
義
の
発
見
は
､
観
念
的
な
理
詰
め
さ
を
感
じ
さ
せ
る
｡
彼
は
､
ロ
シ
ア
史
か
ら
得
た

歴
史
の
教
訓
に
則
っ
て
､
自
己
と
中
国
の
問
題
の
解
決
法
を
理
論
的
に
導
き
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う
｡

(
二
)

｢
余
計
者
｣
意
識
と
｢
英
雄
｣
観

実
際
､
彼
が
肺
病
に
よ
っ
て
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
入
院
し
､
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
る
と
､
見
出
し
つ
つ
あ
っ
た
通
が
｢
理
智
｣
の
結
論
に

過
ぎ
な
か
っ
た
事
を
吐
露
す
る
の
で
あ
る
｡
個
人
か
ら
世
界
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
彼
の
未
来
先
取
的
な
思
考
は
､
活
動
基
盤
が
失
わ
れ

た
時
､
個
人
内
部
の
過
去
の
探
求
に
向
か
う
｡
そ
の
時
に
現
れ
た
自
己
像
が
｢
余
計
者
｣
で
あ
っ
た
｡

｢
中
国
の
ク
余
計
者
L
(
宗
都
心
史
』
三
五
)
に
お
い
て
､
畢
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
｢
ク
我
″
は
欧
華
文
化
の
衝
突
の
犠
牲
で
､
ク
内
的

に
調
和
せ
ず
〟
､
現
実
と
ロ
マ
ン
が
矛
盾
し
､
そ
こ
で
ク
社
会
の
助
け
が
無
い
″
の
で
更
に
戎
″
の
力
を
損
ね
た
｡
私
は
つ
い
に
ク
余
計
芦

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
!
〔
略
〕
自
分
は
か
つ
て
一
般
人
と
異
な
る
と
思
っ
て
い
た
が
､
顧
み
れ
ば
何
も
特
異
な
事
な
ど
無
い
､
全
く
可
笑
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し
い
限
り
だ
｡
庸
衆
と
同
じ
で
し
か
る
べ
き
な
の
だ
｡
ク
お
ま
え
は
何
が
出
来
る
の
だ
､
庸
衆
と
同
じ
で
良
い
で
は
な
い
か
″
､
理
智
の
結

論
は
こ
う
で
あ
る
｡
だ
が
感
情
の
傾
向
が
却
っ
て
遠
大
に
な
る
､
一
体
ど
う
し
よ
う
か
｡
､
㌢
針
が
調
和
し
な
〈
囲
〉
｣
｡
(
傍
点
去
)

こ
の
｢
智
｣
と
は
､
無
産
階
級
革
命
に
参
与
す
る
｢
我
｣
を
志
向
す
る
人
生
観
で
あ
ろ
う
｡
言
い
換
え
る
な
ら
､
い
つ
か
｢
無
産
階
級

化
す
る
｣
｢
士
｣
と
し
て
｢
世
界
の
文
化
運
動
｣
に
参
加
し
､
意
義
を
持
つ
｢
我
｣
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
｢
智
｣
で
あ
る
｡
だ
が
｢
個
性
｣

を
生
か
す
環
境
が
失
わ
れ
た
時
｢
理
智
｣
は
役
に
立
た
ず
､
代
わ
り
に
募
る
の
は
古
い
中
国
文
化
に
根
ざ
し
､
英
雄
的
な
感
情
を
持
つ
｢
心
｣

で
あ
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
彼
は
新
と
旧
､
東
と
西
､
心
と
智
､
英
雄
と
庸
衆
と
い
う
相
剋
に
お
い
て
､
｢
余
計
者
｣
で
あ
る
自
分
を
認
識
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

だ
が
埋
は
｢
余
計
者
｣
の
ク
余
計
さ
″
に
進
歩
の
意
義
を
見
て
い
た
よ
う
に
､
彼
自
身
も
｢
余
計
者
｣
意
識
を
乗
り
越
え
､
現
実
の
闘

争
に
参
加
す
る
契
機
を
求
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
事
実
､
そ
の
二
ケ
月
後
に
彼
は
転
換
期
を
迎
え
て
入
党
す
る
(
一
九
二
二
年
二
月
)
｡
陳

正
醍
は
､
雀
の
こ
の
時
期
の
転
換
を
｢
｢
現
実
｣

へ
の
傾
斜
と
は
全
く
正
反
対
の
方
向
を
示
す
境
地
を
披
渡
し
た
後
､
短
期
間
の
う
ち
に
嬰

秋
白
の
世
界
観
に
､
従
来
ま
で
に
な
く
｢
二
元
性
｣
を
覆
し
再
構
築
す
る
よ
う
な
大
変
化
が
起
こ
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
｣

(35)

と
述
べ
て
い
る
が
､
こ
の
｢
大
変
化
｣
は
如
何
に
し
て
お
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

注
目
す
べ
き
は
｢
理
智
｣
の
結
論
が
｢
英
雄
｣
を
否
定
し
､
｢
庸
衆
と
同
じ
｣
と
す
る
事
で
あ
る
｡
こ
こ
で
『
ロ
シ
ア
文
学
史
』
を
思
い
返
せ
ば
､

｢
余
計
者
｣
の
系
譜
で
あ
る
貴
族
智
識
階
級
は
｢
庸
俗
に
対
す
る
強
烈
な
個
性
｣
と
い
う
｢
英
雄
｣
で
あ
っ
た
が
､
彼
ら
は
｢
市
倫
｣
の
台
頭
よ
っ

て
存
在
意
義
を
失
い
､
代
わ
っ
て
｢
平
民
｣
側
に
立
つ
｢
反
市
債
主
義
の
闘
将
｣
と
い
う
新
た
な
知
識
人
ゴ
ー
リ
キ
ー
に
連
な
る
知
識
人

が
登
場
す
る
こ
と
を
畢
は
述
べ
て
い
た
｡
埋
自
身
も
ま
た
､
｢
余
計
者
｣
意
識
の
克
服
と
し
て
､
中
国
の
貴
族
智
識
階
級
で
あ
る
｢
士
の
階
級
｣

意
識
と
決
別
し
､
同
時
に
｢
反
市
債
｣
の
意
識
を
獲
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

135
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三
.
ゴ
ー
リ
キ
1
詩
の
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て

(
一
)
ゴ
ー
リ
キ
ー
｢
小
市
民
層
に
つ
い
て
の
覚
書
｣
の
時
代
的
意
義

(36)

翌
年
一
月
､
モ
ス
ク
ワ
で
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が
極
東
大
会
を
開
催
す
る
と
､
彼
は
翻
訳
家
と
し
て
参
加
し
た
｡
畢
は
『
赤
都
心
史
』

に情

熱
的
に
大
会
の
様
子
を
記
録
し
､
中
国
革
命
の
予
感
を
描
い
て
い
る
｡
そ
の
翌
月
､
彼
は
中
共
に
入
党
し
た
｡
そ
の
後
｢
新
し
い
現
実
｣
｢
生
活
｣

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
無
産
階
級
革
命
に
参
与
す
る
た
め
の
新
し
い
人
生
観
を
語
っ
て
『
赤
都
心
史
』
を
終
え
る
｡
明
ら
か
に
彼
は
｢
余
計
者
｣

意
識
を
克
服
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
｢
余
計
者
｣
意
識
の
克
服
と
中
共
入
党
へ
の
転
換
は
､
五
四
以
来
の
問
題
に
ロ
シ
ア
で
の
見
聞

や
研
究
の
中
で
解
答
が
出
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
こ
ろ
､
極
東
大
会
の
参
加
に
よ
っ
て
実
感
を
得
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
｡
だ
が
､
｢
士
の
階
級
｣

意
識
と
決
別
し
､
内
な
る
｢
市
借
主
義
｣
を
克
服
し
､
新
た
な
知
識
人
へ
の
転
換
を
麗
し
た
決
定
的
な
契
機
と
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
､
巷
は
入
党
の
月
に
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
詩
を
翻
訳
し
､
『
赤
都
心
史
』
に
掲
載
し
た
｡
実
は
こ
の
詩
は
､
一
九
〇
五

年
十
一
月
､
ロ
シ
ア
第
一
革
命
の
年
に
発
表
さ
れ
た
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
論
文
｢
小
市
民
(
市
借
)
層
に
つ
い
て
の
覚
書
｣
(
以
下
｢
覚
書
｣
と
略
す
)

に
挿
入
さ
れ
た
諷
刺
詩
で
あ
っ
た
｡

ロ
シ
ア
で
は
､
一
九
〇
五
年
一
月
｢
血
の
日
曜
日
｣
事
件
に
端
を
発
す
る
第
一
革
命
が
起
こ
っ
た
が
､
十
月
に
絵
ゼ
ネ
ス
ト
が
起
こ
る
と
､

政
府
は
出
版
の
言
論
･
自
由
を
認
め
て
｢
十
月
宣
言
｣
を
公
布
し
た
｡
こ
れ
に
よ
り
自
由
主
義
者
が
政
治
運
動
か
ら
禿
離
し
た
た
め
､
革

命
弛
緩
ム
ー
ド
が
漂
う
一
方
､
労
働
者
達
は
逆
に
急
進
化
し
､
十
二
月
の
モ
ス
ク
ワ
蜂
起
に
向
か
っ
た
｡
ゴ
ー
リ
キ
ー
は
一
月
の
デ
モ
に

加
わ
り
､
夏
に
ボ
ル
シ
ェ
ビ
キ
に
入
党
す
る
｡
そ
し
て
｢
十
月
宣
言
｣
に
よ
っ
て
政
治
運
動
が
停
滞
と
急
進
に
分
裂
し
た
十
一
月
､
｢
覚
書
｣

を
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
機
関
誌
『
新
生
活
』
創
刊
号
に
掲
載
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

ゴ
ー
リ
キ
ー
の
｢
覚
書
｣
は
｢
M
e
月
a
宍
ヨ
○
〔
小
市
民
根
性
=
市
借
気
質
〕
｣
の
精
神
構
造
を
描
き
出
し
､
猛
烈
に
批
判
し
た
も
の
で
あ
っ

た
｡
ゴ
ー
リ
キ
ー
は
､
｢
小
市
民
根
性
｣
と
は
｢
資
本
の
奴
隷
｣

の
精
神
､
統
治
権
カ
ヘ
の
奴
隷
根
性
､
反
革
命
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
だ
と
す
る
｡
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続
け
て
､
｢
小
市
民
｣
が
革
命
を
抑
圧
す
る
原
因
を
次
の
よ
う
に
言
う
｡
彼
ら
は
｢
人
民
〔
原
辛
⊥
眉
邑
｣
の
犠
牲
の
上
に
安
楽
な
生
活

を
し
て
い
る
た
め
､
常
に
人
民
に
恐
怖
心
を
抱
い
て
い
る
｡
時
に
は
人
民
に
寄
生
し
て
権
力
奪
取
を
試
み
る
が
､
革
命
が
起
こ
り
人
民
の

偉
力
を
前
に
す
る
と
潜
在
的
な
恐
怖
が
蘇
り
､
権
力
側
に
慧
る
と
言
う
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
｢
小
市
民
｣
の
人
生
観
を
諷
刺
し
た

詩
が
挟
ま
れ
る
が
､
こ
れ
が
嬰
が
翻
訳
し
た
詩
で
あ
る
｡

〔原文盲paccy岩鼻芳書コ○貞ン瞥慢･眉ヨ§竜↑‥J青書名琶C苦…害ンA岩層芸当=葺モヨふ扁T･
/
鍼
P
岩
石
-
y
享
乳
ご
岩
e
コ
O
p
e
彗
皐
/
コ
書
芸
p
巻
眉
昌
e
冒
草
J
`
e
…
e
き
…
室
雇
邑
/
盲
…
琶
琶
1
…
冒
a
言
…

〔
畢
秋
白
訳
〕
不
用
論
断
ノ
不
用
操
心
‥
J
無
-
瑚
豊
-
剰
ノ
愚
昧
的
評
論
｡
J
晶
之
傷
ノ
請
豊
治
‥
/
明
日
之
日
ノ
自
然
能
至
｡
/
生
活
.

生
括
･
/
万
千
経
受
･
/
哀
臭
･
楽
臭
,
J
寵
辱
時
有
｡
J
何
所
願
苧
･
J
何
為
憂
悌
?
/
ク
日
既
夕
臭
㌧
/
阿
弥
陀
彿
!

〔日本語訳〕議論は止さっしゃれ､くよくよしやるな､J割判叫が習､馬鹿めがさばく｡J讐の手傷は夢のうちに癒しやれ､

/
あ
し
た
は
あ
し
た
の
風
が
吹
く
｡
/
生
き
て
く
た
め
に
は
÷
べ
て
を
我
慢
し
や
れ
､
J
悲
し
み
､
喜
び
､
心
配
ご
と
を
も
｡
/
何
を
ば
欲
し
が
り
?

何をば悲しむ?/その日が過ごせりや1御の字さL㌍‥｡(下線部の改訳については後述｡)

続
け
て
ゴ
ー
リ
キ
ー
は
､
こ
の
よ
う
な
｢
小
市
民
｣
の
人
生
観
は
政
治
連
動
が
挫
折
し
た
一
八
八
〇
年
代
に
隆
盛
し
た
と
す
る
｡
そ
し

て
､
そ
れ
を
助
長
し
た
知
識
人
が
ト
ル
ス
ト
イ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
で
あ
る
と
指
摘
し
､
彼
ら
の
文
学
は
現
実
へ
の
不
満
を
抑
圧
す
る

｢
小
市
民
｣
文
学
で
あ
る
と
言
う
｡
つ
ま
り
､
資
本
主
義
化
す
る
社
会
で
形
成
さ
れ
た
｢
小
市
民
根
性
｣
は
､
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
ら
の
知

識
人
に
よ
っ
て
完
成
し
､
今
や
反
革
命
的
精
神
と
な
っ
て
ロ
シ
ア
の
｢
進
歩
｣
=
｢
革
命
｣
を
妨
げ
て
い
る
と
｢
覚
書
｣
は
言
う
｡
そ
し
て
､

そ
れ
を
克
服
す
る
道
は
唯
一
､
社
会
主
義
で
あ
る
と
述
べ
た
｡

(聖

｢
覚
書
｣
が
発
表
さ
れ
る
と
､
直
ち
に
知
識
人
の
間
に
賛
否
両
論
が
起
こ
っ
た
｡
論
争
後
も
ゴ
ー
リ
キ
ー
批
判
が
相
次
い
だ
が
､
と
り
わ

け
ゴ
ー
リ
キ
ー
を
根
本
的
に
批
判
し
た
の
は
象
徴
派
の
長
老
メ
レ
ジ
ェ
コ
フ
ス
キ
ー
で
あ
っ
た
｡
メ
レ
ジ
ユ
コ
フ
ス
キ
ー
は
ゲ
ル
ツ
ェ
ン

の
｢
小
市
民
｣
観
に
影
響
を
受
け
(
完
〇
五
年
ゲ
ル
ツ
エ
ン
著
作
集
が
刊
行
さ
れ
､
大
き
な
影
響
を
与
え
た
)
､
｢
小
市
民
｣
を
西
欧
文
明
の
最
終
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段
階
と
見
な
し
､
都
市
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
目
標
は
｢
小
市
民
｣
で
あ
っ
て
社
会
主
義
で
は
そ
れ
を
克
服
で
き
な
い
と
結
論
づ
け
た
｡
そ

(42)

し
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
こ
れ
を
予
言
し
た
先
覚
者
で
あ
っ
た
と
評
価
し
た
｡
メ
レ
ジ
ェ
コ
フ
ス
キ
ー
の
こ
の
よ
う
な
危
機
感
は
､
ゴ
ー

リ
キ
ー
の
危
機
感
と
裏
返
し
で
あ
ろ
う
｡
両
者
と
も
｢
小
市
民
根
性
｣
が
ロ
シ
ア
社
会
を
蝕
む
こ
と
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
｡
だ
が
ゴ
ー

リ
キ
ー
は
｢
小
市
民
根
性
｣
を
｢
革
命
｣

の
反
動
と
し
て
批
判
し
､
そ
れ
を
克
服
す
る
道
を
社
会
主
義
に
見
る
と
同
時
に
､
｢
進
歩
｣

の動

力
と
し
て
｢
人
民
｣
を
擁
護
し
た
｡
そ
し
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
代
表
と
す
る
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
知
識
人
を
｢
小
市
民
根
性
｣
の
起
源

と
し
て
批
判
し
た
の
で
あ
る
｡
一
方
メ
レ
ジ
ユ
コ
フ
ス
キ
ー
は
時
代
そ
の
も
の
の
｢
小
市
民
｣
化
に
憤
り
､
一
切
の
｢
進
歩
｣
を
否
定
し
た
｡

つ
ま
り
彼
は
一
九
世
紀
の
知
識
人
意
識
を
持
ち
続
け
た
の
で
あ
る
｡

彼
ら
の
対
立
は
一
九
〇
五
年
の
第
一
革
命
に
お
い
て
､
革
命
と
人
民
に
対
す
る
智
識
人
の
運
命
と
､
旧
来
の
知
識
人
意
識
の
継
承
と
断

(聖

経
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
｡
メ
レ
ジ
ユ
コ
フ
ス
キ
ー
が
旧
来
の
知
識
人
意
識
を
継
承
し
た
背
後
に
は
､
ロ
シ
ア
知
識
人
が
伝
統
的

に
持
つ

｢
人
民
｣

へ
の
蔑
視
と
恐
怖
が
あ
っ
た
｡
つ
ま
り
ゴ
ー
リ
キ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
､
政
治
運
動
の
手
段
と
し
て
き
た
｢
人
民
｣

が
革
命
の
力
と
な
っ
た
時
､
旧
来
の
知
識
人
は
潜
在
的
な
罪
を
感
じ
て
恐
怖
を
抱
き
､
革
命
か
ら
尭
離
し
た
の
で
あ
る
｡
ゴ
ー
リ
キ
ー
に
と
っ

て
｢
小
市
民
｣
と
は
｢
人
民
｣
に
寄
生
し
て
き
た
知
識
人
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
つ
ま
り
｢
覚
書
｣
は
一
九
〇
五
年
の
ロ
シ
ア
知
識
人
に
､

｢
革
命
｣
と
い
う
新
た
な
政
治
運
動
に
お
け
る
知
識
人
の
存
在
意
義
を
め
ぐ
る
問
題
を
突
き
つ
け
た
の
で
あ
る
｡

メ
レ
ジ
ユ
コ
フ
ス
キ
ー
の
態
度
は
､
第
一
革
命
後
の
ロ
シ
ア
知
識
人
の
心
情
を
代
表
す
る
も
の
だ
っ
た
｡
国
内
で
は
再
び
象
徴
派
が
熱

狂
的
に
読
ま
れ
る
一
方
､
｢
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
終
焉
｣
が
叫
ば
れ
た
｡
だ
が
当
時
､
文
壇
で
唯
一
ゴ
ー
リ
キ
ー
を
評
価
し
て
い
た
の
が
象
徴
派

詩
人
の
ブ
ロ
ー
ク
で
あ
っ
た
｡
ブ
ロ
ー
ク
は
｢
人
民
｣
に
恐
怖
を
抱
き
つ
つ
も
､
｢
人
民
｣
の
登
場
が
意
味
す
る
も
の
と
知
識
人
の
運
命
を

敏
感
に
悟
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
ブ
ロ
ー
ク
は
一
九
〇
八
年
､
｢
人
民
と
知
識
人
｣
と
い
う
文
章
で
ゴ
ー
リ
キ
ー
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
た
｡

｢
ゴ
ー
リ
キ
ー
現
象
は
､
〔
従
来
乗
離
し
て
い
た
-
白
井
注
〕
人
民
と
知
識
人
を
結
び
つ
け
る
境
界
線
上
に
起
こ
っ
た
最
後
の
重
大
な
意
義

あ
る
現
象
で
あ
る
｡
知
識
人
か
ら
見
れ
ば
､
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
愛
す
る
も
の
と
愛
す
る
方
法
は
恐
ろ
し
く
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
､
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ゴ
ー
リ
キ
ー
は
再
三
証
明
し
た
｡
…
彼
は
精
神
的
に
は
知
識
人
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
…
ク
我
々
の
″
愛
情
が
腐
乱
性
毒
薬
で
あ
る
の
に
対
し
､

彼
は
解
毒
剤
を
持
つ
-
ク
健
康
な
血
″
を
｡
｣
｢
知
識
人
が
ま
す
ま
す
(
死
へ
の
意
志
)

に
侵
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
に
対
し
て
､
人
民
は
古
く

か
ら
自
身
の
う
ち
に
(
生
へ
の
意
志
)
を
持
ち
続
け
て
い
る
｡
だ
か
ら
神
を
信
ぜ
ぬ
も
の
が
こ
ぞ
っ
て
人
民
の
も
と
に
身
を
投
じ
､
そ
こ

に
生
命
の
力
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
い
わ
ば
自
己
保
存
の
本
能
な
の
だ
｡
…
し
か
し
ゴ
ー
ゴ
リ
は
疾
駆
す

る
ト
ロ
イ
カ
に
ロ
シ
ア
を
例
え
た
｡
そ
し
て
､
そ
の
ト
ロ
イ
カ
は
､
い
ま
真
っ
直
ぐ
に
我
々
に
向
か
っ
て
疾
駆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

だ
と
す
れ
ば
人
民
の
も
と
へ
身
を
投
じ
る
つ
も
り
が
､
狂
っ
た
ト
ロ
イ
カ
の
足
元
へ
､
確
実
な
破
滅
へ
と
身
を
投
ず
る
こ
と
に
な
る
わ
け

(44)

で
あ
る
｣
｡

こ
こ
に
､
一
九
〇
五
年
を
転
換
点
と
す
る
ロ
シ
ア
知
識
人
の
問
題
が
集
約
的
に
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
つ
ま
り
､
人
民
と
知
識
人

と
が
禿
離
し
て
き
た
ロ
シ
ア
に
お
い
て
､
新
た
な
政
治
運
動
の
主
力
で
あ
る
｢
人
民
｣
が
登
場
し
､
ま
た
｢
人
民
｣
に
投
ず
る
新
し
い
知

識
人
ゴ
ー
リ
キ
ー
が
登
場
し
た
｡
一
方
､
旧
来
の
知
識
人
た
ち
は
革
命
を
理
解
せ
ず
､
人
民
を
怖
れ
て
革
命
か
ら
尭
離
し
た
｡
だ
が
､
ゴ
ー

リ
キ
ー
は
も
は
や
旧
来
の
知
識
人
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
っ
た
ー
即
ち
｢
彼
は
知
識
人
で
は
な
い
｣
｡
ブ
ロ
ー
ク
は
､
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
登
場

は
同
時
に
｢
知
識
人
｣

の
消
滅
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
直
観
し
た
と
言
え
よ
う
｡

よ
っ
て
､
一
九
〇
五
年
の
ロ
シ
ア
第
一
革
命
に
お
い
て
､
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
｢
覚
書
｣
に
は
時
代
を
画
す
る
二
つ
の
意
義
が
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
｡
一
つ
に
､
｢
小
市
民
根
性
｣
を
｢
革
命
=
進
歩
｣
を
阻
害
す
る
精
神
構
造
と
し
て
批
判
的
に
描
き
出
し
た
事
で
あ
る
｡
二
つ
に
､

当
時
の
知
識
人
に
対
し
て
､
旧
来
の
知
識
人
意
識
と
の
断
絶
を
迫
り
､
革
命
へ
の
参
与
か
拒
否
か
の
選
択
を
追
っ
た
事
で
あ
っ
た
｡
メ
レ
ジ
ェ

コ
フ
ス
キ
ー
は
｢
恐
怖
と
し
て
の
ナ
ロ
ー
ド
｣
を
感
じ
て
革
命
と
人
民
を
否
定
し
た
｡
一
方
ゴ
ー
リ
キ
ー
は
｢
良
心
と
し
て
の
ナ
ロ
ー
ド
｣

に
か
け
て
入
党
す
る
｡
そ
し
て
ゴ
ー
リ
キ
ー
を
羨
み
つ
つ
､
｢
知
識
人
｣
の
自
覚
か
ら
消
滅
の
運
命
を
受
け
入
れ
た
の
が
ブ
ロ
ー
ク
で
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
｢
覚
書
｣
は
､
ロ
シ
ア
知
識
人
に
と
っ
て
ま
さ
に
生
死
の
選
択
を
迫
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
､
一
九
世
紀
以
来
の
知
識
人

精
神
と
決
別
し
､
二
〇
世
紀
の
新
た
な
知
識
人
と
し
て
｢
人
民
｣
に
参
与
す
る
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
宣
二
言
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
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(
二
)

ゴ
ー
リ
キ
ー
｢
小
市
民
(
市
債
)
｣
観
の
共
有

再び

『
ロ
シ
ア
文
学
史
』
を
見
る
と
､
最
終
章
｢
一
九
〇
五
年
十
月
革
命
と
旧
文
学
｣
は
､
ロ
シ
ア
第
一
革
命
前
後
に
隆
盛
し
た
象
徴

主
義
文
学
に
つ
い
て
の
章
で
あ
る
｡
そ
の
中
で
､
畢
は
象
徴
主
義
を
新
し
い
芸
術
で
は
な
く
旧
文
学
の
末
期
に
位
置
づ
け
､
資
産
階
級
文

化
の
文
学
で
あ
る
と
し
た
｡
そ
し
て
メ
レ
ジ
ユ
コ
フ
ス
キ
ー
を
含
む
第
二
期
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
資
産
階
級
の
自
由
派
と
し
､
彼
ら
の
実
質
は
｢
革

(45)

命
の
傍
観
｣
者
で
あ
り
､
革
命
に
従
事
す
る
作
家
に
比
べ
て
｢
反
革
命
的
｣
で
す
ら
あ
る
と
言
う
｡
こ
の
象
徴
主
義
に
対
置
さ
れ
る
の
は
､

｢
反
市
債
主
義
の
闘
将
｣
ゴ
ー
リ
キ
ー
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
り
雀
は
､
一
九
〇
五
年
に
お
け
る
ロ
シ
ア
知
識
人
の
対
立
と
､
対
立
の
背
後
に
あ

(46)

る
問
題
を
､
象
徴
主
義
と
ゴ
ー
リ
キ
ー
と
の
対
立
の
中
で
理
解
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
｡

饗
が
入
党
の
月
に
､
こ
の
よ
う
な
背
景
を
持
つ

｢
覚
書
｣

の
詩
を
翻
訳
し
た
こ
と
は
､
一
九
〇
五
年
の
ロ
シ
ア
知
識
人
の
精
神
的
危
機

を
我
が
身
に
感
じ
､
詩
の
翻
訳
に
よ
っ
て
危
機
を
克
服
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
｡
即
ち
､
畢
は
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
｢
小
市
民
｣

批
判
を
共
有
し
､
自
分
自
身
の
｢
市
債
｣
批
判
に
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

そ
れ
は
一
つ
に
､
嬰
が
｢
士
の
階
級
｣
と
い
う
旧
知
識
人
の
意
識
を
脱
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
『
ロ
シ
ア
文
学
史
』

に､

貴
族
智
識
階
級
か
ら
｢
反
市
借
主
義
｣
知
識
人
へ
の
転
換
が
善
か
れ
た
よ
う
に
､
饗
も
ま
た
｢
市
借
｣
批
判
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
旧

来
の
知
識
人
か
ら
｢
反
市
債
主
義
｣
と
い
う
新
し
い
知
識
人
へ
転
換
し
ょ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
二
つ
に
､
そ
れ
は
同
時
に
､

自
分
自
身
の
要
素
で
も
あ
る
資
産
階
級
文
化
｢
市
債
主
義
｣
を
批
判
し
､
克
服
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
嬰
は
詩
の
翻
訳
の
際
､

(47)

｢
訂
ゼ
真
言
○
狂
者
｣
を
｢
無
知
｣
に
改
訳
し
て
い
る
｡
先
述
し
た
よ
う
に
､
畢
に
と
っ
て
｢
無
知
｣
と
は
､
民
族
性
を
理
解
せ
ず
｢
市
債
主
義
｣

に
な
る
｢
個
性
｣
を
指
し
て
い
た
｡
嬰
は
こ
の
よ
う
な
｢
個
性
｣
と
な
る
こ
と
を
拒
否
し
､
彼
の
内
な
る
｢
市
債
主
義
｣
を
自
己
批
判
的

に
克
服
し
､
｢
人
類
の
新
文
化
｣
創
出
に
向
か
う
契
機
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
が
埋
の
､
一
九
二
二
年
二
月
に
お
け
る
詩
の
翻
訳
意
図
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
雀
は
､
｢
余
計
者
｣
意
識
が
表
出
し
､
旧
い
知
識
人

意
識
に
囚
わ
れ
た
存
在
の
死
生
の
瀬
戸
際
に
お
い
て
､
人
民
に
与
す
る
｢
反
市
債
主
義
｣
と
い
う
新
し
い
知
識
人
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
､
そ
の
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最
も
先
鋭
的
な
現
れ
で
あ
る
｢
覚
書
｣
に
お
け
る
｢
小
市
民
｣
観
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
､
彼
も
ま
た
旧
来
の
知
識
人
意
識
と
決
別
し
､

到
来
す
る
中
国
の
革
命
に
参
与
す
る
知
識
人
と
し
て
の
存
在
意
義
を
獲
得
し
ょ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
､
翻
訳
さ
れ

た
詩
は
､
そ
の
よ
う
な
道
を
受
け
入
れ
た
嬰
の
決
断
の
表
明
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
あ
る
い
は
翻
訳
に
よ
っ
て
転
換
を
可
能
に
し
た
と
言

え
よ
う
か
｡

だ
が
彼
に
と
っ
て
､
こ
の
転
換
は
希
望
に
満
ち
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
前
出
の
エ
ッ
セ
イ
｢
中
国
の
〝
余
計
者
L
の
冒

頭
に
は
｢
ル
ー
ジ
ン
｣

の
〓
即
が
付
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
節
は
､
ル
ー
ジ
ン
が
自
分
の
｢
心
｣

の
欠
如
を
述
べ
､
｢
智
｣
に
よ
っ
て
生
き
る

虚
し
さ
を
述
べ
る
下
り
で
あ
る
｡
当
時
､
｢
心
｣
と
｢
智
｣

の
矛
盾
に
苦
し
む
嬰
は
､
ル
ー
ジ
ン
の
苦
し
み
を
共
有
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
｡

だ
が
笹
は
入
党
後
の
一
九
二
三
年
､
｢
智
｣
が
勝
利
す
る
話
で
あ
る
ゴ
ー
リ
キ
ー
『
イ
タ
リ
ア
物
語
』
第
人
語
を
翻
訳
す
る
の
で
あ
る
｡

『
イ
タ
リ
ア
物
語
』
第
八
話
は
､
熱
烈
な
社
会
主
義
者
と
信
仰
深
い
娘
と
の
恋
愛
を
措
い
た
話
で
あ
る
｡
双
方
は
主
義
と
信
仰
の
た
め
に

結
ば
れ
ず
､
や
が
て
娘
が
死
ぬ
時
､
男
が
臨
終
の
床
に
駆
け
つ
け
る
｡
最
期
に
娘
は
自
分
の
信
仰
の
過
ち
を
告
白
す
る
が
､
信
仰
は
｢
理
性
｣

と
は
別
だ
と
男
に
訴
え
る
｡
こ
の
物
語
の
テ
ー
マ
は
単
純
に
言
え
ば
､
革
命
に
お
け
る
理
性
(
｢
智
｣
)
と
感
情
(
｢
心
｣
)

の
葛
藤
で
あ
ろ
う
｡

語
り
手
は
最
後
に
｢
心
｣
の
苦
し
み
と
｢
智
｣
の
矛
盾
を
述
べ
る
が
､
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
を
超
え
て
自
由
へ
向
か
う
事
を
述
べ
る
｡
嬰
は

こ
の
一
段
の
｢
心
｣
と
｢
智
｣
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
｡
｢
〔
埋
秋
白
訳
〕
一
定
有
許
多
人
的
ク
心
″
被
那
紫
晦
的
陰
気
所
襲
着
,
有
許
多

(48)

人
的
〝
智
″
充
満
着
矛
盾
=
-
可
是
,
我
椚
大
家
走
向
自
由
,
走
向
自
由
!
｣

こ
の
｢
心
c
e
p
彗
0
｣
と
｢
智
盲
｣
は
嬰
の
改
訳
で
は
な
い
が
､
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
彼
の
意
図
が
う
か
が
え
よ
う
｡
嬰
が
物
語
に
付
け

た
タ
イ
ト
ル
は
｢
時
代
の
犠
牲
｣
で
あ
っ
た
〔
注
-
原
作
は
無
題
〕
｡
嬰
も
ま
た
｢
市
借
｣
批
判
を
経
て
､
｢
智
｣
に
よ
っ
て
葛
藤
す
る
｢
心
｣

を
抑
え
､
革
命
へ
向
か
っ
た
｡
だ
が
両
者
の
矛
盾
は
常
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
そ
れ
を
｢
犠
牲
｣
と
名
付
け
つ
つ
､
あ
え
て
｢
智
｣

が
勝
利
す
る
物
語
を
翻
訳
し
た
こ
と
に
､
彼
の
苦
渋
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

ま
た
､
一
九
二
三
年
一
月
､
彼
は
帰
国
直
後
に
｢
政
治
運
動
と
智
識
階
級
｣
(
『
向
導
』
一
人
期
)
と
い
う
文
章
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
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智
識
階
級
と
は
一
体
何
で
あ
る
か
?
〔
略
〕
教
育
の
絶
対
的
な
平
等
が
可
能
な
ほ
ど
生
産
制
度
が
発
達
し
て
い
な
い
時
､
智
識
階
級
は
往
々
に
し
て
社

会
文
化
を
代
表
す
る
地
位
に
立
つ
｡
こ
れ
は
智
識
階
級
が
誇
る
事
で
も
な
い
､
な
ぜ
な
ら
､
ま
さ
に
当
時
の
士
紳
が
優
越
的
な
権
利
を
享
受
し
っ
く
し

た
こ
と
に
因
る
か
ら
で
あ
り
､
現
代
の
学
生
達
は
生
産
の
余
剰
-
労
働
平
民
の
血
と
汗
の
お
陰
で
初
め
て
〝
智
識
″
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
文
化
を
代

表
す
る
事
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
智
識
階
級
は
労
働
平
民
に
対
し
て
何
と
重
大
な
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
!
況
や
､
こ
の
新
旧
の
潮
流
が

衝
突
す
る
時
､
中
国
社
会
の
生
死
存
亡
の
瀬
戸
際
に
置
い
て
を
や
!
し
か
し
､
し
か
し
､
政
治
運
動
は
｢
良
心
｣
に
頼
る
だ
け
で
は
用
を
な
さ
な
い
｡

(49)

智
識
階
級
は
結
局
の
と
こ
ろ
社
会
の
喉
舌
に
過
ぎ
ず
､
ど
う
し
て
も
主
体
に
な
れ
な
い
｡

埋
は
到
来
す
る
政
治
運
動
の
｢
主
体
｣
を
民
衆
に
置
き
､
知
識
人
の
存
在
意
義
を
補
助
具
と
し
て
の
役
割
に
見
て
い
る
｡
そ
し
て
民
衆

が
登
場
し
た
暁
に
は
知
識
人
が
無
用
に
な
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
単
に
と
っ
て
新
し
い
知
識
人
の
道
は
｢
死
へ
の
意
志
｣
を
抱
え
込
ん
で
の
転
換
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
ブ
ロ
ー
ク
が
ゴ
ー

リ
キ
ー
を
羨
み
つ
つ
､
知
識
人
の
自
覚
か
ら
｢
死
へ
の
意
志
｣
を
持
ち
続
け
た
の
に
似
て
､
畢
秋
白
は
人
民
の
側
に
立
ち
革
命
に
参
与
す

る
と
い
う
新
し
い
時
代
の
知
識
人
の
道
を
ゴ
ー
リ
キ
ー
に
見
い
だ
し
､
そ
の
道
を
受
け
入
れ
な
が
ら
､
な
お
そ
の
裏
に
は
｢
死
へ
の
意
志
｣

(50)

を
抱
え
､
知
識
人
の
消
滅
を
見
す
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

終
わ
り
に

以
上
､
雀
秋
自
が
｢
反
市
債
主
義
｣
の
知
識
人
ゴ
ー
リ
キ
ー
を
発
見
し
､
そ
の
｢
市
倍
(
小
市
民
)
｣
観
を
自
己
批
判
的
に
共
有
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
､
自
ら
も
政
治
運
動
に
参
加
す
る
道
を
見
い
だ
す
過
程
を
考
察
し
た
｡
巷
秋
自
に
と
っ
て
｢
市
檜
｣
意
識
と
は
､
旧
知
識
人
｢
士

の
階
級
｣
意
識
と
決
別
し
､
新
し
い
知
識
人
と
な
る
転
換
を
斎
し
た
､
新
旧
の
狭
間
に
あ
る
両
義
的
な
意
識
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
雀
は
｢
市

檜
｣
意
識
を
自
己
批
判
的
に
乗
り
越
え
た
の
で
あ
り
､
ゴ
ー
リ
キ
ー
詩
の
翻
訳
は
そ
の
表
明
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
翻
訳
し
た
詩
に
ゴ
ー

リ
キ
ー
の
名
が
付
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
､
翻
訳
が
畢
の
根
元
的
な
､
個
人
的
な
行
為
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
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但
し
､
当
時
の
畢
の
｢
市
債
｣
概
念
は
観
念
的
な
文
化
･
階
級
的
概
念
に
留
ま
っ
て
お
り
､
一
九
〇
五
年
の
ロ
シ
ア
知
識
人
が
恐
怖
を

抱
い
た
よ
う
な
｢
市
借
(
小
市
民
)
｣
観
と
比
べ
て
､
切
実
な
実
感
に
希
薄
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
彼
が
そ
れ
を
実
感
す
る
の
は
､

北
伐
を
経
て
､
民
衆
が
政
治
勢
力
と
さ
れ
始
め
た
一
九
三
〇
年
代
で
あ
っ
た
｡
そ
の
時
､
嬰
は
革
命
に
お
け
る
知
識
人
の
存
在
意
義
を
再

考
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
同
時
に
｢
市
債
｣
の
問
題
も
見
直
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
｡
実
は
､
こ
の
詩
は
一
九
三
三

年
三
月
に
も
再
訳
さ
れ
て
い
る
(
｢
市
倍
額
｣
)
｡
こ
の
時
期
は
､
饗
が
党
内
批
判
に
よ
っ
て
沈
黙
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
か
ら
､
再
び
発
言

を
始
め
る
直
前
に
あ
た
る
｡
彼
が
革
命
に
お
け
る
知
識
人
と
し
て
の
自
己
を
根
底
か
ら
問
わ
れ
た
時
､
同
一
の
ゴ
ー
リ
キ
ー
詩
を
翻
訳
し

た
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
こ
の
間
題
は
｢
『
魯
迅
雑
感
選
集
』
序
言
｣
及
び
『
多
余
的
話
』
の
成
立
と
密
接
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
｡

一
九
三
〇
年
代
の
単
に
お
け
る
ゴ
ー
リ
キ
ー
と
｢
市
債
｣
観
は
､
別
稿
で
述
べ
た
い
｡

注(
1
)

｢
多
余
的
話
｣
『
窄
秋
白
文
集
』
(
政
治
理
論
編
)
第
七
巻
､
人
民
出
版
社
､
一
九
九
一
年
｡
以
下
､
｢
多
余
的
話
｣
は
全
て
同
全
集
か
ら
の
引
用
と
し
､

所
出
は
省
略
す
る
｡
｢
多
余
的
話
｣
の
校
勘
に
つ
い
て
は
劉
福
勤
『
心
憂
書
(
多
余
的
話
)
≡
上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
､
一
九
九
三
年
)
を
参
考
に
し
た
｡

(
2
)

例
え
ば
､
｢
多
余
的
話
｣
の
否
定
的
な
評
価
は
､
文
革
期
の
周
恩
来
の
意
味
づ
け
が
代
表
的
で
あ
る
｡
一
九
八
〇
年
の
名
誉
回
復
以
後
に
お
い
て
も
､

例
え
ば
王
維
礼
･
杜
文
君
｢
再
評
埋
秋
自
的
《
多
余
的
話
》
｣
(
『
北
方
論
叢
』
五
期
､
一
九
八
二
年
)
は
､
｢
多
余
的
話
｣
を
許
し
な
が
ら
も
そ
こ
に

現
れ
た
思
想
を
批
判
し
て
い
る
｡
反
対
に
『
多
余
的
話
』
を
｢
S
e
【
f
E
眉
r
e
S
S
i
O
ロ
｣
と
し
て
高
く
評
価
し
た
の
は
家
a
→
s
-
由
一
｡
C
屯
U
C
已
じ
七
〇

‖
→
ロ
E
M
A
K
H
N
G
A
N
D
D
E
S
T
R
U
C
→
H
O
N
O
F
A
→
E
N
ロ
E
R
エ
E
A
R
→
E
D
C
O
M
M
U
N
H
S
→
㍉
∴
n
ヨ
屯
G
各
員
b
Q
慕
莞
S
h
-
∽
～
已
叫
内
岩
ミ
ぎ
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6 5 4 3

卜
さ
乳
卜
叫
訂
岩
q
害
e
§
邑
叫
苫
C
罫
畢
(
U
n
i
<
e
r
S
i
t
y
O
f
W
a
s
h
i
n
仙
号
n
P
r
e
s
s
こ
諜
0
0
一
岩
舟
で
あ
る
｡

銭
理
群
『
豊
富
的
痛
苦
‥
｢
堂
吉
詞
徳
｣
与
｢
喰
娘
雷
特
｣
的
乗
移
』
､
時
代
文
芸
出
版
社
､
⊥
九
九
三
年
､
二
一
九
～
二
三
九
頁
｡

｢
多
余
的
話
｣
､
七
〇
一
～
七
〇
三
頁
｡

銭
理
群
､
前
出
論
文
､
二
二
〇
～
二
二
一
頁
｡

笹
秋
白
の
中
共
入
党
時
期
は
､
一
九
二
一
年
九
月
と
一
九
二
二
年
二
月
の
二
説
が
あ
る
｡
本
稿
は
､
一
九
二
一
年
五
月
ロ
シ
ア
共
産
党
予
備
党
員
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に
加
入
､
九
月
ロ
シ
ア
共
産
党
正
式
入
党
､
二
月
中
国
共
産
党
に
正
式
入
党
と
い
う
経
歴
を
採
用
し
た
｡
但
し
､
一
九
二
二
年
二
月
が
畢
の
思
想
的

転
換
で
も
あ
る
こ
と
は
､
H
s
i
a
(
注
2
)
､
陳
正
醍
(
注
筆
も
指
摘
し
て
い
る
｡
よ
っ
て
本
稿
の
内
容
は
入
党
の
正
式
な
時
期
に
左
右
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
考
え
る
｡
挑
守
中
､
馬
光
仁
､
耽
易
編
著
雇
秋
白
年
譜
長
編
』
(
江
蘇
人
民
出
版
社
､
一
九
九
三
年
､
八
四
､
一
〇
二
⊥
〇
三
頁
)
､

陳
鉄
健
『
従
書
生
到
領
袖
-
雀
秋
白
』
(
上
海
人
民
出
版
社
､
完
九
五
年
､
一
四
五
頁
)
､
王
観
泉
≡
個
人
型
個
時
代
-
Q
Q
B
』
(
天
津
人
民

出
版
社
､
一
九
九
一
年
､
第
≡
七
～
≡
九
頁
)
､
楊
之
華
百
億
秋
自
〓
人
民
出
版
社
､
一
九
八
四
年
､
第
二
八
頁
)
を
参
考
に
し
た
｡

(
7
)

実
際
､
挙
が
｢
市
債
｣
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
使
う
の
は
ロ
シ
ア
に
向
か
う
途
中
の
ハ
ル
ビ
ン
滞
在
中
で
あ
る
｡
但
し
､
そ
れ
は
単
発
的
な
使
用

で
あ
り
､
ま
た
そ
の
意
味
は
本
文
で
論
じ
た
｢
市
債
｣
観
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
た
め
本
文
で
の
言
及
は
控
え
た
｡
｢
餓
郷
紀
程
｣
(
r
畢
秋
白
文
集
〓
文

学
編
)
第
一
巻
､
人
民
文
学
出
版
社
､
完
八
五
年
)
､
第
四
七
貫
を
参
照
の
こ
と
｡
以
下
､
｢
餓
郷
紀
程
｣
は
全
て
同
全
集
か
ら
の
引
用
と
し
､
所

出
は
省
略
す
る
｡

(且

｢
赤
都
心
史
｣
『
嬰
秋
白
文
集
』
(
文
学
編
)
第
一
巻
､
人
民
文
学
出
版
社
､
一
九
八
五
年
､
一
一
九
頁
｡
以
下
､
｢
赤
都
心
史
｣
は
全
て
同
全
集
か

ら
の
引
用
と
し
､
所
出
は
省
略
す
る
｡

(
9
)

｢
餓
郷
紀
程
｣
､
三
一
貫
｡

(10)

笹
の
文
化
史
観
と
革
命
観
の
形
成
に
つ
い
て
は
､
姫
田
光
義
｢
畢
秋
白
に
つ
い
て
｣
(
野
沢
豊
編
｢
中
国
国
民
革
命
史
の
研
究
』
所
収
､
青
木
書
店
､

一
九
七
四
年
)

に
詳
し
い
｡

(
u
)

｢
赤
都
心
史
｣
､
二
八
頁
｡

(12)

｢
赤
都
心
史
｣
､
一
一
七
頁
｡

(
ほ
)

｢
蘇
維
竣
俄
羅
斯
之
経
済
問
題
｣
雇
秋
白
文
集
〓
政
治
理
論
華
第
一
巻
､
人
民
出
版
社
､
完
八
七
年
､
二
五
五
～
二
八
七
頁
｡

(14)

｢
赤
都
心
史
｣
､
一
七
一
～
一
七
二
頁
｡

(15)

｢
赤
都
心
史
｣
､
一
五
六
～
一
五
七
貢
｡

(16)

曹
靖
華
の
回
憶
に
よ
る
と
､
当
時
流
布
し
て
い
た
唯
一
の
ロ
シ
ア
語
辞
書
は
程
擢
臣
編
【
華
俄
合
壁
商
務
大
字
典
』
(
恰
爾
濱
‥
広
告
印
書
館
､

一
九
壱
年
)
で
あ
る
｡
し
か
し
現
在
閲
覧
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
､
当
時
の
｢
M
O
月
買
已
の
訳
語
が
｢
市
債
｣
の
み
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
｡

(
中
国
国
家
図
書
館
､
上
海
図
書
館
､
中
国
科
学
院
文
献
情
報
中
心
､
各
大
学
図
書
館
及
び
日
本
国
立
国
会
図
書
館
､
各
大
学
図
書
館
に
所
蔵
な
し
)
｡

雇
東
大
辞
典
=
商
務
印
書
館
､
一
九
六
三
年
)
で
は
｢
M
e
月
冒
H
｣
に
｢
小
市
民
｣
と
｢
市
債
｣
と
い
う
二
つ
の
訳
語
を
付
す
｡
説
明
に
よ
る
と
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(17)(18)(19)(20)

｢
小
市
民
｣
が
階
級
を
表
す
客
観
的
な
言
葉
で
あ
る
の
に
比
べ
､
｢
市
債
｣
は
蔑
視
語
で
あ
る
｡
な
お
､
そ
の
性
質
を
指
す
｢
M
e
眉
宍
ヨ
O
｣
を
｢
市

民
階
層
､
小
市
民
｣
｢
市
倫
習
気
｣
と
す
る
｡
ち
な
み
に
『
漠
俄
詞
典
』
(
商
務
印
書
館
､
一
九
七
七
年
)
で
は
｢
小
市
民
｣
｢
市
債
｣
の
訳
語
は
ど
ち

ら
も
｢
M
巾
占
旨
き
｣
で
あ
る
｡
本
稿
で
は
畢
の
文
章
に
即
し
て
｢
市
債
｣
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
た
め
､
｢
M
e
居
室
巳
=
｢
市
債
｣

=
｢
小
市
民
｣
と
す
る
こ
と
に
支
障
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
曹
靖
華
｢
嘆
往
昔
､
独
木
橋
頭
彿
術
無
終
期
!
｣
霜
』
､
作
家
出
版
社
､
一
九
六
四
年
､

一
九
二
～
一
九
三
頁
｡

冒
シ
ア
･
ソ
連
を
知
る
事
典
』
､
平
凡
社
､
一
九
八
九
年
｡

ス
ロ
ー
ニ
ム
著
､
池
田
健
太
郎
訳
『
ロ
シ
ア
文
学
史
』
(
新
潮
社
､
一
九
七
六
年
)
､
一
五
〇
～
一
五
九
頁
を
参
考
に
し
た
｡

｢
赤
都
心
史
｣
､
一
六
人
頁
｡

｢
俄
国
文
学
史
｣
は
後
に
蒋
光
慈
『
俄
羅
斯
文
学
』
(
上
海
創
造
社
出
版
部
､
一
九
二
七
年
)
の
下
巻
に
｢
十
月
革
命
前
的
俄
羅
斯
文
学
｣
と
し
て

組
み
入
れ
ら
れ
た
｡
蒋
光
慈
｢
書
前
一
篇
｣
に
よ
る
と
､
原
稿
は
畢
の
同
意
を
経
て
蒋
が
添
削
し
た
と
言
う
｡
そ
の
添
削
部
分
は
不
明
だ
が
､
現
在

文
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
｢
俄
国
文
学
史
｣
の
殆
ど
が
埋
の
記
述
で
あ
る
こ
と
は
他
の
研
究
者
も
指
摘
し
て
い
る
｡
E
-
k
ロ
W
i
d
m
e
r
一
;
Q
u
Q
i
u
b
a
i

賀
d
R
u
s
s
i
a
n
L
i
t
2
r
a
t
u
r
e
･
;
i
n
察
ミ
～
G
註
喜
3
早
さ
賢
3
C
ぎ
藁
戸
ど
ざ
註
S
ふ
こ
ざ
≧
ざ
ふ
ぎ
墓
こ
ぎ
(
H
a
r
く
a
r
d
U
n
i
く
e
r
S
i
t
y
P
r
e
s
s
)
.

-
笥
→
｣
串
-
N
∽
を
参
照
の
こ
と
｡
な
お
埋
が
集
中
的
に
ロ
シ
ア
文
学
を
研
究
を
し
た
の
は
､
ネ
ッ
プ
開
始
直
後
と
推
察
さ
れ
る
｡
｢
多
余
的
話
｣
､

六
九
六
頁
を
参
照
の
こ
と
｡
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(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)

｢
俄
国
文
学
史
｣
､

｢
俄
国
文
学
史
｣
､

｢
俄
国
文
学
史
｣
､

｢
俄
国
文
学
史
｣
､

｢
俄
国
文
学
史
｣
､

｢
俄
国
文
学
史
｣
､

｢
俄
国
文
学
史
｣
､

｢
俄
国
文
学
史
｣
､

一
七
七
頁
｡

一
九
九
頁
｡

一
大
七
頁
｡

一
人
三
頁
｡

二
〇
三
頁
｡

二
〇
一
頁
｡

二
〇
六
頁
｡

二
一
一
頁
｡

｢
赤
都
心
史
｣
､
二
二
頁
｡
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(30)
｢
餓
郷
紀
程
｣
､

(31.)

｢
赤
都
心
史
｣
､

(32)

｢
赤
都
心
史
｣
､

(33)

｢
赤
都
心
史
｣
､

(
封
)

｢
赤
都
心
史
｣
､

二
三
頁
｡

二
一
三
頁
｡

二
〓
一
～
二
一
三
頁
｡

二
一
三
頁
｡

二
一
九
～
二
二
〇
頁
｡

(35)

陳
正
醍
｢
一
九
二
〇
年
代
初
期
の
笹
秋
白
に
お
け
る
｢
人
生
｣
と
｢
世
界
｣
-
『
赤
都
心
史
』

の
チ
ユ
ツ
チ
エ
フ
詩
の
翻
訳
を
中
心
に
-
｣
『
明
治

大
学
教
養
論
集
』
三
二
四
､
一
九
九
九
年
｡
陳
正
醍
氏
は
畢
秋
自
の
世
界
観
を
｢
宇
宙
｣
｢
現
実
｣
等
の
概
念
を
中
心
に
分
析
し
､
饗
が
極
限
的
な
思

索
に
迫
ら
れ
た
一
九
二
二
年
一
月
に
訳
し
た
も
の
が
チ
エ
ツ
ナ
ェ
フ
詩
で
あ
っ
た
と
す
る
｡
陳
氏
の
視
点
は
本
稿
と
は
異
な
る
が
､
チ
ユ
ツ
チ
ェ
フ

詩
の
翻
訳
時
期
は
｢
余
計
者
｣
意
識
が
表
出
し
た
時
期
に
重
な
っ
て
お
り
､
雀
の
世
界
観
の
変
化
と
｢
余
計
者
｣
意
識
の
克
服
過
程
は
重
な
る
と
考

え
た
た
め
､
陳
氏
の
言
葉
を
引
用
し
た
｡

(36)

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が
主
催
し
た
｢
極
東
各
国
共
産
党
及
び
民
族
革
命
団
体
第
一
回
大
会
｣
を
指
す
｡
中
共
中
央
党
史
研
究
室
『
中
国
共
産
党
歴
史
大

事
記
一
九
一
九
.
五
-
一
九
九
〇
.
一
二
』
人
民
出
版
社
､
一
九
九
一
年
､
一
二
頁
｡

(37)

ゴ
ー
リ
キ
ー
が
､
｢
覚
書
｣
に
挿
入
し
た
詩
は
､
実
は
チ
ユ
ツ
チ
エ
フ
の
詩
の
引
用
で
あ
っ
た
｡
原
詩
と
の
異
動
は
第
四
行
第
三
､
四
句
｢
貞
長
一

∃
｣
で
あ
る
が
､
語
嚢
を
調
べ
た
結
果
､
意
味
的
な
変
化
は
無
い
と
判
断
し
た
｡
埋
は
チ
エ
ツ
チ
ェ
フ
と
の
関
係
も
深
い
が

(
注
3
5
を
参
照
)
､
後
に

同
じ
詩
を
翻
訳
す
る
際
､
原
作
者
を
｢
M
.
高
爾
基
｣
と
し
､
次
の
よ
う
な
注
釈
を
付
け
た
事
か
ら
も
､
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
詩
と
し
て
翻
訳
し
た
こ
と

が
分
か
る
｡
｢
高
爾
基
后
来
簡
直
不
倣
詩
｡
調
矧
嘲
這
一
点
短
短
的
諷
刺
詩
t
是
爽
在
矧
相
羽
倒
里
面
的
.
還
是
十
月
革
命
前
所
作
,
載
一
九
〇
五
年

的
耕
剣
淵
報
｡
｣
(
｢
市
債
項
｣
『
訳
文
』
一
巻
一
号
､
一
九
三
四
年
九
月
刊
)
｡

(璽

M.rOPF六-良一dAMET六∑OEM占AHCTBE一3《鼓弓hr象TcQ軌道､謹呵CQ量一TO冨N∽一コc苫apCヨeヨOe琵日当eきCヨO

d
白
○
買
e
C
尋
e
喜
苫
○
溶
b
ヨ
｣
e
p
彗
q
p
巴
}
M
O
C
六
冒
｣
¢
∽
〕
.
p
p
.
〕
会
･
∽
ム
示
.

(39)

｢
赤
都
心
史
｣
､
二
三
九
頁
｡
参
考
に
孟
昌
の
訳
を
付
す
｡
｢
不
要
発
議
論
.
忙
什
磨
嘱
す
/
風
狂
l
オ
有
朋
剰
.
愚
義
オ
会
責
難
‥
/
白
天
的
創
傷
,

睡
了
一
党
也
就
好
了
.
/
明
夫
該
窓
棟
就
忠
様
肥
｡
/
活
着

-

就
要
能
忍
受
一
切
‥
/
悲
哀
.
快
楽
和
憂
慮
｡
/
希
望
什
塵
堀
?
干
喝
要
感
傷
?

/
又
括
過
了
一
天

-

謝
天
謝
地
!
｣
(
孟
昌
運
訳
｢
談
談
小
市
民
習
気
｣
一
高
爾
基
政
論
雑
文
集
』
､
生
活
･
読
書
･
新
知
三
聯
書
店
､
一
九
八
二
年
､

一
八
八
頁
｡
底
本
は
前
注
と
同
じ
｡
な
お
簡
体
字
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
｡
)



一九二○年代における雀秋自の｢市債｣観について

(
亜
)

大
塚
博
人
訳
冒
-
リ
キ
ー
選
集
』
一
五
巻
(
政
治
社
会
評
論
)
､
青
木
書
店
､
四
四
頁
｡

(41)

論
争
に
つ
い
て
は
､
黒
田
辰
男
監
修
-
ソ
ヴ
ュ
ー
ト
文
学
研
究
会
訳
解
コ
一
〇
世
紀
ロ
シ
ヤ
文
学
年
譜
(
一
九
〇
五
～
一
九
〇
七
)
』
第
二
巻
(
東

宣
出
版
､
一
九
七
三
年
)
､
第
七
一
～
八
二
頁
を
参
照
の
こ
と
｡

(42)
メ
レ
ジ
ェ
コ
フ
ス
キ
ー
の
｢
小
市
民
｣
観
に
つ
い
て
は
､
後
注
(
4
3
)

の
二
論
文
と
､
徳
･
謝
･
梅
列
日
科
夫
斯
基
著
､
遭
桂
蓮
訳
｢
先
知
』

(東

方
出
版
社
､
二
〇
〇
〇
年
)
を
参
考
に
し
た
｡

(
4
3
)
一
九
〇
五
年
に
お
け
る
ロ
シ
ア
知
識
人
の
思
想
状
況
に
つ
い
て
は
以
下
の
二
論
文
か
ら
大
き
な
示
唆
を
得
た
｡
江
川
卓
｢
一
九
〇
五
年
の
意
味
し

た
も
の
｣
､
江
川
卓
･
栗
原
幸
夫
･
池
田
浩
士
｢
《
座
談
会
》
ロ
シ
ア
の
文
学
革
命
と
現
代
｣
『
文
学
』
四
七
巻
九
号
｡
な
お
本
稿
で
用
い
た
｢
恐
怖
と

し
て
の
ナ
ロ
ー
ド
｣
｢
良
心
と
し
て
の
ナ
ロ
ー
ド
｣
と
い
う
言
葉
は
江
川
氏
の
言
葉
で
あ
る
｡

(44)

亜
･
勃
洛
克
著
､
林
精
華
等
訳
｢
人
民
輿
知
識
分
子
｣
『
知
識
分
子
輿
革
命
』
､
東
方
出
版
社
､
二
〇
〇
〇
年
､
第
五
人
～
六
二
頁
｡
翻
訳
は
注

(43)

の
江
川
論
文
を
参
考
に
し
た
｡

(45)

｢
俄
国
文
学
史
｣
､
二
一
六
頁
｡

(46)

｢
覚
書
｣
の
詩
を
含
む
部
分
は
､
当
時
は
新
た
に
印
刷
さ
れ
ず
全
集
な
ど
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
､
畢
秋
白
は
モ
ス
ク
ワ
滞
在
中
､
原

版の

『
新
生
活
』

に
掲
載
さ
れ
た
｢
覚
書
｣
を
見
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
故
に
｢
覚
書
｣
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
も
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢
覚
書
｣
の
出
版
状
況
に
つ
い
て
は
大
塚
博
人
訳
､
ゴ
ー
リ
キ
イ
著
『
初
期
の
革
命
的
社
会
評
論
集
』

(
太
平
社
､
一
九
四
六
年
)
､
二
三
四
～
二
三
五

頁
を
参
考
に
し
た
｡

(竺

原
文
の
｢
訂
u
盲
C
ヨ
O
｣
に
は
｢
痕
狂
｣
の
意
味
が
あ
る
が
｢
無
知
｣
の
意
味
は
無
い
｡
『
俄
漠
大
辞
典
』

(
商
務
印
書
館
､
一
九
六
三
年
)
｡

(
肇
一
雀
秋
自
訳
｢
時
代
的
犠
牲
｣
『
畢
秋
白
文
集
』

(
文
学
編
)
第
一
巻
､
人
民
文
学
出
版
社
､
一
九
八
五
年
､
三
四
三
頁
｡

(空

｢
政
治
運
動
輿
智
識
階
級
｣
､
雇
秋
白
文
集
』
(
政
治
理
論
撃
第
二
巻
､
人
民
出
版
社
､
一
丸
八
八
年
､
三
～
四
頁
｡

(
帥
)

山
雀
秋
白
の
自
己
否
定
的
な
知
識
人
観
に
つ
い
て
は
､
植
田
渥
雄
｢
嬰
秋
自
の
知
識
人
観
｣
(
『
駒
沢
大
学
外
国
語
論
集
』
一
期
､
一
九
七
二
年
)
を

参
考
に
し
た
｡

(51)

石
源
華
｢
王
明
路
線
在
一
九
三
三
年
対
畢
秋
白
的
ク
批
判
L
(
『
復
旦
学
報
(
社
会
科
学
版
)
』
四
期
､
一
九
八
･
三
年
)
を
参
照
の
こ
と
｡

147


