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う
こ
と
を
い
い
た
い
の
で
は
な
い
。
た
だ
安
易
に
歴
史
的
限
界
を
い
い
過
去
の
思
想
の
過
ち
を
裁
く
こ
と
は
、
批
判
と
し
て
は
そ
れ
ほ

ど
有
効
と
は
思
え
な
い
だ
け
で
あ
る
。

む
し
ろ
そ
の
裁
き
を
通
じ
て
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
!
の
問
題
を
重
視
す
る
多
く
の
論
者
が
、

過
去
を
裁
く
自
ら
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
不
問
に
付
す
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
ま
た
、
近
年
の
戦
後
の
記
憶
を
め
ぐ
る
研
究
に
お
い
て
も
旺
胎
し
、
生
み
出
さ
れ
る
様
々
な
テ
ク
ス
ト
分
析
を

陳
腐
な
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
陳
腐
さ
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
安
易
に
持
ち
出
さ
れ
る
限
界
と
い
う
言
葉
で
あ

曜
社

り
、
限
界
と
い
う
言
葉
を
前
提
に
論
を
進
め
る
小
熊
英
二
『
〈
民
主
〉
と
〈
愛
国
〉

二
O
O
二
)
と
い
う
存
在
で
あ
る
。

戦
後
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
公
共
性
』
(
新

戦
後
思
想
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
主
要
な
分
析
対
象
と
し
つ
つ
も
小
熊
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
ら
の
思
想
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ

イ
ツ
ク
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
断
罪
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
「
戦
後
思
想
が
「
民
主
」
や
「
愛
国
」
と
い
っ
た
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の

言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
「
名
前
の
な
い
も
の
」
を
、
言
葉
の
表
面
的
な
相
違
を
か
き
わ
け
で
受
け
と
め
、
そ
れ
に
現
代
に

(
3
)
 

ふ
さ
わ
し
い
か
た
ち
を
与
え
る
読
み
か
え
を
行
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
」
を
小
熊
は
目
指
そ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
「
戦
後
思
想
の
最
良

の
部
分
を
再
現
」
す
る
作
業
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
小
熊
は
、
戦
後
思
想
を
受
け
と
め
る
と
い
う
作
業
が
分
析
者
と
し
て
の
自
ら
の
地
住
を
揺
る
が
す
こ
と
に
不
安
を

覚
え
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
自
ら
の
立
場
、
良
識
的
な
立
場
を
表
明
し
、
自
ら
の
立
ち
位
置
を
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
。
「
も
ち
ろ
ん
戦
後

(4) 

思
想
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
多
く
の
限
界
を
抱
え
て
い
た
」
。
「
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
よ
ば
れ
る
現
象
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
承
知
し
て
い

(
5
)
 

る
か
ら
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
の
復
権
を
唱
え
る
意
志
は
な
い
」
。
あ
く
ま
で
良
識
を
前
提
に
分
析
を
行
な
う
の
が
小
熊

の
ス
タ
ン
ス
で
あ
り
、

そ
れ
が
小
熊
の
本
が
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
要
因
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
良
識
に
基
づ
い
て
戦
後
思
想
を



分
類
・
評
価
す
る
こ
と
が
同
時
に
、

そ
の
本
の
最
大
の
問
題
だ
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。

小
熊
が
当
初
は
『
〈
民
主
〉
と
〈
愛
国
〉
』
の
一
章
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
清
水
幾
太
郎
幹
細
を
独
立
さ
せ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
間

(6) 

題
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
絶
え
ず
主
張
を
変
化
さ
せ
、
最
終
的
に
核
武
装
ま
で
を
唱
え
た
清
水
は
、
小
熊
の
良
識
に
沿
わ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
小
熊
に
と
っ
て
扱
い
に
く
い
思
想
家
は
放
逐
さ
れ
る
か
、
単
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
戦
後

の
思
想
空
聞
は
小
熊
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
存
在
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
「
戦
後
思
想
の
最
良
の
部

「記憶Jと「記録jの狭間で

分
」
と
は
小
熊
に
と
っ
て
許
容
で
き
る
「
戦
後
思
想
」
の
良
識
的
部
分
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
「
谷
川
雁
な
ど
を
は
じ
め
と
し

(

7

}

(

8

)

 

た
「
辺
境
」
の
思
想
や
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
な
ど
の
思
想
」
は
当
然
の
よ
う
に
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

個
々
の
思
想
家
の
個
別
性
を
「
言
葉
の
表
面
的
な
相
違
」
と
し
て
一
括
し
、
言
葉
の
背
後
に
あ
る
当
時
の
人
々
の
「
心
情
」
を
探
る

こ
と
を
最
大
の
目
的
と
す
る
こ
と
は
、
戦
後
思
想
を
「
「
辺
境
」
の
思
想
や
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
な
ど
の
思
想
」
が
排
除
さ
れ
た
国
民

「
心
情
」
の
単
な
る
発
露
と
し
て
し
ま
う
以
外
の
何
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
な
ら
ば
、
数
多
く
の
著
書
を
出
し
た
国
民
的
知
識
人

清
水
は
何
故
こ
の
国
民
思
想
の
枠
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
。
清
水
が
小
熊
の
国
民
的
良
識
に
沿
わ
な
か
っ
た
か
ら
と
し
か
説
明

は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。

(
9
)
 

小
熊
と
異
な
り
私
に
と
っ
て
戦
後
思
想
を
問
う
こ
と
と
は
、
「
「
戦
後
」
の
拘
束
を
真
に
乗
り
こ
え
る
こ
と
」
で
は
な
い
。
国
民
的
具

識
に
基
づ
い
て
戦
後
思
想
を
分
類
し
、

そ
の
良
識
に
沿
っ
た
人
々
を
「
戦
後
思
想
の
最
良
の
成
果
」
と
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
む
し
ろ

小
熊
が
一
括
し
て
し
ま
っ
た
複
数
の
テ
ク
ス
ト
、
戦
後
と
い
う
複
雑
な
織
物
の
な
か
で
生
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
、

そ
の
個
別
性
に
こ
だ

わ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
現
在
に
お
い
て
な
お
響
い
て
く
る
可
能
性
を
、
危
険
性
と
と
も
に
探
り
出
し
て
く
る
こ
と
に
、

27 

私
の
目
指
す
方
向
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
戦
後
の
記
憶
の
問
題
を
、
単
な
る
過
去
の
問
題
と
す
る
の
で
も
、
現
在
に
も
続
い
て
い
る
と
割



28 

り
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
も
な
い
、
不
安
定
な
立
場
に
自
ら
を
た
た
せ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
小
熊
に
よ
っ
て
は
清
水
と
同
じ
く
一
貫
し
た
思
想
を
も
た
な
い
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
だ
ろ
う
思
想
家
と
し
て
、
梅
梓
忠

夫
(
一
九
二

O
i
)
を
あ
げ
る
の
は
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。
宍
民
主
〉
と
〈
愛
国
〉
』
で
は
わ
ず
か
に
「
文
明
の
生
態
史
観
序
説
」
(
『
中

央
公
論
」

五
0
年
代
後
半
に
お

(
叩
)

け
る
ア
ジ
ア
認
識
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
が
、
梅
樟
を
は
ず
す
こ
と
の
出
来
な
い
存
在
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

一
九
五
七
年
二
月
号
、
以
後
「
序
説
」
と
略
称
)
な
ど
が
言
及
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
も
、

マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
を
中
心
と
し
た
歴
史
学
な
ど
に
よ
る
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
梅
樟
は
、
き
ち
ん
と
捉
え

(
日
)

ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
確
か
に
梅
梓
は
重
要
人
物
と
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
学
の
議
論
に
お
い
て
は
、
梅
樟
に
対
す
る
思
想
的

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
レ
ッ
テ
ル
貼
り
が
あ
っ
て
そ
の
後
に
問
題
点
を
指
摘
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
は
、
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。

確
か
に
「
史
観
」
で
あ
り
、
ト
イ
ン
ビ

l
を
意
識
し
つ
つ
「
世
界
史
」
の
枠
組
み
を
描
こ
う
と
し
た
「
序
説
」
を
歴
史
認
識
や
ア
ジ

ア
認
識
の
文
脈
に
お
い
て
評
価
す
る
こ
と
は
外
れ
て
は
い
な
い
に
し
て
も
、

そ
れ
は
し
ば
し
歴
史
学
の
歴
史
像
と
比
較
し
て
梅
樟
側
に

い
か
に
問
題
性
が
あ
る
か
を
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め
の
材
料
と
さ
れ
て
き
た
。

い
わ
ば
歴
史
学
の
ア
ジ
ア
認
識
の
正
し
さ
を
証
明

す
る
た
め
の
材
料
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

あ
る
正
し
さ
に
対
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
評
価
は
だ
が
、
「
序
説
」
、

ひ
い
て
は
梅
梓
の
も
っ
た
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
文
脈
を
読
み
取
れ

な
く
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歴
史
認
識
と
い
う
図
式
に
梅
梓
を
閉
じ
込
め
る
こ
と
は
、
梅
梓
の
も
っ
た
可
能
性
と
危

険
性
と
を
閑
却
し
て
し
ま
う
と
と
も
に
、
今
ま
さ
に
保
守
イ
デ
オ
ロ

l
グ
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
つ
つ
あ
る
梅
梓
で
は
な
い
、
も
う
一
つ

の
梅
樟
の
像
を
描
く
こ
と
を
不
可
能
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
で
私
は
、
梅
樟
の
四

0
1
六
0
年
代
の
諸
テ
ク
ス
ト
を
同
時
代
の
文
脈
に
お
き
な
お
す
こ
と
を
通
じ
て
、
梅
梓
の
提



(ロ}

起
し
た
「
思
想
を
使
う
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
「
思
想
を
使
う
」
と
い
う
言
葉
は
こ
の
時
代
の
梅
梓
の
ス

タ
ン
ス
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
梅
棒
を
単
な
る
反
動
イ
デ
オ
ロ

l
グ
と
し
て
嬢
小
化
し
よ
う
と
す
る
知
識
人
た
ち
の
根
拠

と
な
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
嬢
小
化
さ
れ
る
傾
向
の
強
か
っ
た
梅
樟
で
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
「
単
純
に
梅
樟
忠
夫
を
右
翼
知
識
人
に

(
日
)

括
り
込
も
う
と
は
思
わ
な
い
」
と
い
う
孫
歌
の
見
解
を
尊
重
し
つ
つ
、
記
憶
と
体
験
、
歴
史
、
そ
し
て
思
想
と
い
う
概
念
が
交
差
す
る

文
脈
の
な
か
で
、
梅
梓
の
テ
ク
ス
ト
の
も
っ
た
可
能
性
を
最
大
限
に
発
掘
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
そ
れ
は
「
思
想
を
使
う
」

「記憶Jと「記録Jの狭間で

と
い
う
梅
樟
自
身
の
言
葉
を
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
適
用
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
梅
樟
の
テ
ク
ス
ト
の
可
能
性
に
庖
胎
さ
れ
る

危
険
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
は
五
四
年
に
発
表
さ
れ
た
梅
悼
の
テ
ク
ス
ト
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
(
『
思
想
の
科
学
』

一
九
五
四
年
四
月
号
)
を
再
読

す
る
こ
と
の
な
か
か
ら
、
梅
樟
の
可
能
性
と
危
険
性
の
森
へ
分
け
入
る
旅
を
始
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

二
、
「
思
想
を
使
う
」
と
い
う
こ
と

「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
と
い
う
、
ご
く
短
い
文
章
に
私
が
注
目
す
る
理
由
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
梅
樟
自
身
は
著
書
に
再

録
す
る
こ
と
も
せ
ず
、

い
つ
も
は
鏡
舌
な
自
ら
の
著
作
集
解
説
も
こ
と
そ
の
文
章
に
対
し
て
は
、
淡
々
と
し
た
も
の
で
し
か
な
く
、
梅

樟
自
身
も
そ
れ
程
高
く
は
評
価
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
を
再
び
読
み
直
そ
う
と
す
る
理
由
と
は

何
な
の
だ
ろ
う
か
。

端
的
に
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
文
章
こ
そ
が
梅
樟
が
有
し
た
可
能
性
を
扶
り
出
す
核
と
な
る
存
在
で
あ
り
、
歴
史
認
識
の
問
題
へ
と
回

29 

収
す
る
こ
と
な
く
「
序
説
」
を
読
み
直
す
手
が
か
り
と
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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梅
梓
自
身
の
低
い
評
価
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
は
、
『
思
想
の
科
学
』
一
九
六
二
年
五
月
号
で
の
再
録
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
思
想
の
科
学
』
研
究
会
に
お
い
て
は
非
常
に
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
「
思
想
の
科
学
の
主
題
」
と
い
う
特
集
に

(
M
H
)
 

そ
れ
が
特
に
五

0
年
代
以
降
の
『
思
想
の
科
学
』
研
究
会
が
目
指
し
た
「
大
衆
路
線
」
に
お
け
る
、

お
い
て
再
録
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

民
衆
か
ら
の
知
と
い
う
方
向
性
の
な
か
で
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
高
い
評
価
、
六
二
年
段
階
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
高
い
評
価
を
私
は
、
も
う
一
度
五

O
i
六
0
年
代
の
思
想
の
文
脈
の
な
か
で

考
え
直
し
て
み
た
い
。
「
序
説
」
な
ど
の
五

0
年
代
の
テ
ク
ス
ト
を
、
歴
史
認
識
の
正
し
さ
を
さ
ぐ
る
目
盛
り
と
し
て
で
な
く
読
み
直
し

て
い
く
可
能
性
は
、
ま
さ
に
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
の
方
向
の
先
に
あ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
突
破
口
と
す
る
こ
と
が
、
梅
樟

の
有
し
た
批
判
性
を
最
大
限
に
評
価
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
が
発
表
さ
れ
た
五

0
年
代
の
前
半
は
、
学
問
、
特
に
諸
学
の
王
と
い
う
べ
き
歴
史
学
に
対
す
る
様
々

(
日
)

な
異
議
申
立
て
が
噴
出
し
て
い
た
。
国
民
的
歴
史
学
運
動
な
ど
の
歴
史
学
内
部
の
動
き
に
と
ど
ま
ら
ず
、
様
々
な
分
野
、
特
に
生
活
記

録
運
動
な
ど
を
通
じ
て
も
、
間
接
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
姉
で
あ
る
鶴
見
和
子
と
と
も
に
『
思
想
の
科
学
」
研
究
会
の
中
心

的
存
在
で
あ
っ
た
鶴
見
俊
輔
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
と
な
る
。

「
鶴
見
和
子
編
の
『
鉛
筆
を
握
る
主
婦
』
(
昭
和
二
十
九
年
)
、
木
下
順
二
・
鶴
見
和
子
編
「
母
の
歴
史
』
(
昭
和
二
十
九
年
こ
な
ど

の
作
品
を
、
「
紡
績
女
工
が
自
分
の
お
母
さ
ん
の
こ
と
を
調
べ
る
と
い
う
仕
方
で
、
現
代
史
を
書
き
直
す
仕
事
で
す
。
こ
の
仕
事
は
、
ど

ん
な
人
も
現
代
史
の
書
き
直
し
に
は
参
加
で
き
る
ん
だ
と
い
う
方
向
を
打
ち
出
し
た
と
い
う
意
味
で
重
要
だ
と
思
う
」
と
評
価
す
る
鶴

見
。
さ
ら
に
鶴
見
は
、
森
伊
佐
雄
「
昭
和
に
生
き
る
』
(
五
七
)
を
、
「
遠
山
茂
樹
そ
の
他
の
歴
研
の
人
た
ち
の
書
い
た
『
昭
和
史
』
や

(
時
)

『
日
本
近
代
史
』
の
裏
返
し
と
な
る
よ
う
な
仕
事
」
で
あ
る
と
し
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
。



(口}

既
存
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
批
判
し
、
民
衆
か
ら
の
知
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
た
め
『
思
想
の
科
学
』
研
究
会
を
組
織
し
た
鶴
見

俊
輔
に
と
っ
て
、
歴
史
と
は
既
存
の
歴
史
学
が
一
方
的
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た
。
「
ど
ん
な
人
も
現
代
史
の
書
き

直
し
に
は
参
加
で
き
る
」
と
い
う
方
向
を
、
「
ど
ん
な
人
」
も
歴
史
の
「
書
き
直
し
に
は
参
加
で
き
る
」
と
い
う
方
向
へ
と
転
換
さ
せ
る

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
鶴
見
の
発
言
自
体
は
五
五
年
の
日
本
共
産
党
の
第
六
回
全
国
協
議
会
に
よ
る
路
線
転
換
、
五
六
年
に
日
本
に
も
伝
播
す
る
ス
タ

「記憶Jと「記録」の狭間で

ー
リ
ン
批
判
、
同
じ
く
五
六
年
の
『
昭
和
史
』
論
争
以
後
の
言
葉
で
あ
る
が
、

五
0
年
代
前
半
の
生
活
記
録
運
動
な
ど
に
お
け
る
歴
史

叙
述
の
試
み
が
、

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
へ
の
一
定
の
批
判
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
代
表
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
者
で

あ
る
石
母
田
正
の
言
葉
を
超
え
て
国
民
的
歴
史
学
運
動
が
歴
史
学
批
判
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
で
あ
る
。

五
0
年
代
前
半
に
は
梅
樟
自
身
も
『
思
想
の
科
学
』
研
究
会
の
一
員
と
し
て
参
加
し
、
研
究
会
の
手
に
な
る
『
人
間
科
学
の
事
典
」

一
九
五
一
)
に
積
極
的
に
関
わ
り
、
生
態
学
関
係
の
多
く
の
部
分
を
執
筆
し
た
。
ま
た
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
と
も
重
な

(
児
)

る
大
衆
文
化
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
「
大
衆
小
説
研
究
の
一
つ
の
試
み
|
|
『
宮
本
武
蔵
』
は
読
者
に
ど
う
受
け
と
ら
れ
る
か

i
l」(『息

(
河
出
書
房

'*目
""、も~

一
九
五
一
年
八
月
号
)
に
も
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
っ
た
。

(
川
口
)

『
人
間
科
学
の
事
典
』
が
「
最
近
の
英
、
米
、
諸
国
に
お
い
て
発
展
し
た
近
代
理
論
、
あ
る
い
は
統
一
化
学
の
理
論
」
を
中
心
と
し

(
初
)

た
人
間
科
学
を
、
単
に
紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、
「
今
一
度
、
血
肉
の
あ
る
人
聞
の
中
を
通
過
」
さ
せ
て
い
く
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
後

に
強
ま
る
知
を
民
衆
の
も
の
へ
と
い
う
方
向
性
の
萌
芽
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
大
衆
文
化
を
独
立
し
た
文
化
と
し
て
評
価
す

る
道
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
吉
川
英
治
『
宮
本
武
蔵
」

の
読
者
分
析
の
作
業
は
ま
た
、
民
衆
を
、
受
動
的
な
存
在
と
し
て
で
は
な
く
絶

31 

え
ず
声
を
発
し
て
い
る
存
在
と
し
て
受
け
止
め
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
大
衆
文
化
の
再
評
価
と
い
う
作
業
も
、
鶴
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(
幻
)

見
が
評
価
し
た
生
活
記
録
運
動
な
ど
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
延
長
線
上
に
、
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣

善
一
己
は
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
一
吉
己
の
目
指
す
こ
と
、

(
幻
)

そ
れ
は
「
思
想
は
使
う
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
思
想

を
単
な
る
道
具
に
堕
す
る
よ
う
に
も
み
え
る
そ
の
言
葉
の
背
景
に
は
、

思
想
が
思
想
界
の
専
門
家
に
独
占
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

対
す
る
梅
梓
な
り
の
反
発
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
こ
の
ご
ろ
思
想
を
論
ず
る
の
が
は
や
っ
て
い
る
が

(
:
・
)
読
ん
で
わ
か
る
の
は
、

お
そ
ら
く
少
数
の
|
|
日
本
で
は
あ
ん
が
い
多

数
か
も
し
れ
な
い
が
|
|
プ
ロ
思
想
家
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
ろ
う
と
に
は
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
」
。
市
中
に
出
回
っ
て

い
る
「
思
想
書
」
が
専
門
家
を
対
象
と
し
た
「
思
想
学
の
専
門
書
」
で
な
く
「
一
般
の
人
間
に
、
思
想
を
あ
た
え
よ
う
と
し
て
い
」
な

が
ら
も
、
結
局
そ
れ
が
「
プ
ロ
入
門
」
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
。
「
読
ん
で
わ
か
ら
ぬ
の
は
、
読
み
方
が
わ
る
い
の
で
は
な
く
て
、
は
じ

(
幻
)

め
か
ら
わ
か
ら
ぬ
よ
う
に
で
き
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
専
門
の
思
想
家
は
自
ら
の
存
在
を
特
別
視
が
ち
だ
が
、
思
想
を
論
ず
る
に
し
て
も
「
幾
人
か
の
人
々
を
感
動
さ
せ
、
な
っ

と
く
さ
す
」
と
い
う
こ
と
が
基
本
に
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
「
感
動
ゃ
な
っ
と
く
の
仕
方
と
い
う
も
の
は
、
じ
つ
に
い
ろ
い
ろ
あ
る
も

の
で
」
あ
っ
て
、

そ
れ
を
他
派
と
種
別
化
す
る
た
め
に
「
何
々
思
想
、
何
々
主
義
」
と
い
う
「
ラ
ベ
ル
」
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
思
想
界
も
他
の
世
界
と
類
似
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
思
想
界
が
、
「
一
般
の
人
々
」
を
対
象
と
し
な
が
ら
も
「
業
者
と

マ
ニ
ア
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
産
業
と
し
て
の
現
実
を
隠
蔽
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
梅
梓
は
、
戦
後
の
思

(
鈍
)

想
界
に
内
在
す
る
権
威
主
義
的
な
要
素
を
挟
り
出
そ
う
と
す
る
。

そ
の
上
で
梅
樟
が
思
想
の
先
に
設
定
す
る
の
が
、
「
生
活
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
日
本
の
思
想
界
に
お
い
て
は
と
か
く
思
想
を
体
系



的
に
語
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
て
い
る
が
、
梅
樟
は
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
生
活
も
ま
た
そ
う
い
う
も
の
で
、
思
想
の
本

を
読
ん
で
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
ん
で
も
、

生
き
て
ゆ
く
の
に
差
し
支
え
は
な
い
、
生
活
と
い
う
も
の
は
、
そ
ん
な
本
を
読
ま
ん
で
も
、

(
お
)

う
や
ら
成
り
立
つ
よ
う
に
は
で
き
て
い
る
」
の
で
は
な
い
か
と
。

ど

こ
う
言
い
切
る
に
値
す
る
確
信
が
、
梅
樟
に
は
あ
っ
た
。
「
思
想
は
決
し
て
全
て
で
は
な
い
。
そ
の
中
で
、
す
べ
て
が
処
理
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
。
現
実
の
社
会
に
お
け
る
現
実
の
人
聞
の
生
活
と
、

「記憶jと「記録Jの狭間で

言
う
な
ら
ば
、

か
か
わ
り
が
あ
る
。
体
系
と
い
う
こ
と
を

(
お
)

思
想
は
、
生
活
と
い
う
大
き
な
体
系
の
中
の
一
要
素
」
だ
と
い
う
確
信
で
あ
る
。

い
ろ
い
ろ
の
点
で
、

も
ち
ろ
ん
梅
樟
自
身
も
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
生
活
に
「
役
に
立
た
ぬ
と
言
っ
て
い
る
の
は
思
想
の
本
、
思
想
の
雑
誌
の
こ
と
な
の

(
幻
)

で
あ
っ
て
、
思
想
そ
の
も
の
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
梅
樟
が
目
指
す
の
は
、
思
想
を
ど
の
よ
う
に
使
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

「
そ
も
そ
も
思
想
の
こ
な
し
方
に
は
二
種
類
あ
る
。

一
つ
は
、
思
想
を
論
ず
る
。
も
う
一
つ
は
、
思
想
を
使
う
」
こ
と
だ
と
梅
樟
は

思
想
へ
の
向
き
あ
い
方
を
区
分
け
す
る
。
「
プ
ロ
の
思
想
家
」
に
担
わ
れ
る
「
思
想
を
論
ず
る
」
と
い
う
作
業
、
そ
れ
は
体
系
的
に
「
考

え
を
の
べ
る
こ
と
」
、
「
考
え
を
考
え
と
し
て
語
り
、

紹
介
し
、
批
評
す
る
こ
と
」

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
体
系
的
に
考
え
る
こ
と
が
悪
い

わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
「
西
洋
の
思
想
を
そ
の
体
系
の
ま
ま
日
本
へ
移
植
」
、
も
し
く
は
も
っ
と
隠
徴
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
傾
向
の
な

か
で
は
、
「
プ
ロ
の
思
想
家
た
ち
に
は
、
土
民
の
生
活
よ
り
も
思
想
の
体
系
を
保
つ
方
が
重
大
な
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
の
梅
棒
の
危
倶

(
お
)

は
、
現
実
味
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
い
。

西
洋
思
想
を
体
系
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
絶
対
的
な
命
題
と
す
る
当
時
の
思
想
界
に
潜
在
す
る
西
洋
文
明
崇
拝
の
傾
向
が
、

オ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
視
点
を
内
在
化
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
り
、
非
文
明
と
さ
れ
た
地
域
を
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
枠
内
に
収
め
て
し
ま

33 

う
の
に
対
し
て
梅
梓
は
、
非
文
明
か
ら
の
抵
抗
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
。
梅
梓
い
う
と
こ
ろ
の
「
土
民
」
が
、
文
明
を
逆
用
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
西
洋
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
端
緒
を
探
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
ハ
イ
ヒ
ー
ル
で
思
い
出
し
た
が
、
興
安
嶺
の
森
の
中
を
、
ト
ナ
カ
イ
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
歩
い
て
い
る
オ
ロ
チ
ョ
ン
娘
が
、

ち
ゃ
ん
と

ハ
イ
ヒ
ー
ル
を
も
っ
て
い
た
。
ネ
パ

l
ル
の
山
の
中
の
村
に
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
腕
輪
を
売
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
チ
ベ
ッ
ト
人
の
汚

い
天
幕
に
カ
メ
ラ
を
向
け
た
ら
、
こ
ん
ど
は
天
幕
の
中
か
ら
カ
メ
ラ
を
も
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
人
が
出
て
き
て
こ
ち
ら
を
、
つ
つ
し
た
そ
う
で

す
」
。
非
西
洋
H
未
開
と
み
な
す
視
点
か
ら
は
発
見
で
き
な
い
、
複
雑
化
さ
れ
た
文
化
の
交
錯
の
場
面
か
ら
梅
樟
は
、
非
西
洋
の
人
々
が

(
m
m
}
 

ひ
い
て
は
文
明
を
使
い
、
そ
れ
を
抵
抗
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
。

田川町一想、「
土
民
に
は
土
性
骨
が
あ
る
。
こ
れ
が
植
民
地
化
に
抵
抗
す
る
」
の
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
な
ど
と
い
う
こ

と
に
、

か
ん
た
ん
に
と
び
っ
く
」
こ
と
が
抵
抗
に
な
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
思
想
、

そ
し
て
文
明
を
分
解
し
て
「
体
系
の
外
」

.A，. 

取

り
出
し
、
「
土
民
」
の
「
新
た
な
る
体
系
」
に
組
み
入
れ
、
「
い
ろ
い
ろ
修
正
さ
れ
て
変
形
さ
れ
る
」
な
か
で
、

そ
れ
は
抵
抗
の
道
具
と

な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
古
今
東
西
の
思
想
が
断
片
的
に
た
く
さ
ん
つ
ま
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
場
合
に
応
じ
て
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
発

(
初
)

動
」
す
る
能
力
を
も
っ
「
土
民
」
に
は
、
そ
の
組
換
え
を
行
な
う
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
」

な
ど
の
西
洋
の
抵
抗
の
形
を
絶
対
化
し
、
そ
れ
を
日
本
に
当
て
は
め
て
い
こ
う
と
す
る
日
本
の
思
想
界
に
内
在
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
が
、
「
土
民
」
の
抵
抗
の
あ
り
方
を
見
え
な
い
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
を
、
そ
こ
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
よ

、「
J

。日
本
の
思
想
界
へ
の
批
判
か
ら
、
思
想
の
利
用
の
可
能
性
、

そ
し
て
そ
れ
を
植
民
地
化
へ
の
抵
抗
に
ま
で
活
か
し
て
い
こ
う
と
す
る

梅
梓
の
議
論
。
わ
ず
か
の
字
数
の
な
か
に
詰
め
込
ま
れ
た
盛
り
沢
山
の
内
容
、

そ
れ
ら
が
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
」
で
あ
る
梅
樟
に
よ

っ
て
組
み
か
え
ら
れ
接
続
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
は
あ
っ
た
。
権
威
と
化
し
た
思
想
を
拒
否
し
、



思
想
を
使
っ
て
い
く
方
法
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
抵
抗
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
方
法
が
そ
こ
で
は
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
ア
マ
チ
ユ

ア
」
と
し
て
の
民
衆
に
と
っ
て
、

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
鎖
を
断
ち
つ
つ
自
ら
の
言
葉
を
構
築
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
そ
の
テ
ク
ス
ト

に
は
現
わ
れ
て
い
る
。
既
存
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
対
す
る
こ
の
痛
烈
な
批
判
こ
そ
、
『
思
想
の
科
学
』
研
究
会
が
、
そ
し
て
鶴
見
た
ち
が

梅
樟
に
求
め
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
は
そ
の
要
求
に
応
え
得
る
、
五

0
1
六
0
年
代
に
お
け
る
知
の

(
担
}

可
能
性
を
代
表
す
る
論
文
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「記憶Jと f記録Jの狭間で

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
思
想
を
占
有
し
て
い
る
現
状
を
批
判
し
、
民
衆
が
思
想
を
能
動
的
に
使
っ
て
い
く
方
法
を
模
索
し
よ
う
と
し
た
「
ア

マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
。
そ
れ
は
著
作
に
再
録
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
梅
樟
自
身
に
よ
っ
て
も
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
「
思

想
を
使
う
」
と
い
う
発
想
自
体
は
そ
の
後
も
終
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

か
な
り
ね
じ
れ
た
形
で
、
情
報
化
社
会
に
生
き
る
個
々
人
が

情
報
を
自
ら
発
信
し
て
い
く
方
法
を
模
索
し
よ
う
と
し
た
六
九
年
の
『
知
的
生
産
の
技
術
」
(
岩
波
書
底
)
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
梅
樟
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
批
判
は
だ
が
、

五
0
年
代
に
お
い
て
突
如
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
震
源
は
一

O
年

以
上
前
の
戦
前
戦
中
の
様
々
な
体
験
へ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
単
純
に
あ
る
体
験
が
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
未
来
を
規
定

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
体
験
は
状
況
の
な
か
で
語
り
直
さ
れ
て
い
く
な
か
で
再
ぴ
生
き
直
さ
れ
て
い
く
も
の
で
も
あ
り
、
こ
の
往

還
関
係
こ
そ
私
の
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
に
梅
樟
に
お
い
て
、
震
源
と
し
て
の
戦
前
戦
中
の
体
験
と
戦
後
の
体
験
と
が
ど
の

よ
う
に
交
差
し
て
い
く
の
か
を
み
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
「
序
説
」
を
き
ち
ん
と
読
み
解
く
た
め
の
準
備
レ
ッ
ス
ン
と

な
る
だ
ろ
う
。

35 
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、
歴
史
の
批
判
/
行
動
の
た
め
に
歴
史

(
辺
)

「
思
想
を
使
う
と
い
う
場
合
(
・
:
)
思
想
は
行
動
に
か
か
わ
り
を
も
っ
て
く
る
」
。
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
に
お
い
て
こ
う
断

言
し
た
梅
梓
に
と
っ
て
、

思
想
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
あ
る
歴
史
的
思
考
と
は
、

や
は
り
行
動
に
関
わ
り
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
場
合
の
行
動
は
漠
然
た
る
行
動
で
は
な
く
、
組
織
化
さ
れ
た
特
定
の
行
動
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
梅
樟
に
と
っ
て

そ
れ
は
、
戦
前
以
来
数
多
く
行
な
っ
た
探
検
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
体
験
の
な
か
で
梅
樟
は
、
「
思
想
と
行
動
」
と
の

か
か
わ
り
を
発
見
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
梅
樟
が
探
検
に
ど
の
よ
う
に
出
会
い
、

そ
の
な
か
で
何
を
発
見
し
て
い

っ
た
の
か
。
次
に
こ
の
点
を
、
今
西
錦
司
な
ど
と
の
関
係
を
通
じ
て
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

梅
梓
と
探
検
と
の
出
会
い
は
、
戦
争
と
い
う
も
の
を
媒
介
せ
ず
に
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
戦
争
が
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
梅
梓
が
探
検
に
あ
れ
ほ
ど
に
ま
で
の
め
り
こ
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
は
疑
問
が
残
る
。
「
大
き
な
変
動
が
な
か
っ
た
ら
、
わ

た
し
は
こ
ん
な
追
及
(
数
々
の
探
検
|
|
引
用
者
)
を
試
み
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」
と
率
直
に
述
べ
た
「
ア
ジ
ア
意
識
と
近
代
化
」

(
『
芽
』
八
号

一
九
五
三
年
七
月
)
に
明
ら
か
な
よ
う
に
梅
樟
に
と
っ
て
、
探
検
と
戦
争
と
は
不
可
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。

梅
樟
を
数
々
の
探
検
へ
と
誘
っ
た
京
都
探
検
地
理
学
会
が
、
日
本
の
大
陸
そ
し
て
南
方
へ
の
侵
略
に
対
し
て
、
「
之
が
実
現
の
為
力
を

(
お
)

致
し
、
学
術
の
進
歩
と
国
運
の
発
展
を
助
長
す
べ
き
義
務
を
感
ず
る
」
こ
と
を
趣
旨
に
掲
げ
て
い
る
こ
と
に
も
、
探
検
と
戦
争
と
の
距

離
の
近
さ
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
本
会
は
互
ひ
に
協
力
し
て
学
術
探
検
を
行
ひ
、
資
源
調
査
を
な
さ
ん
と
志
す
一
騎
当

(

引

剖

)

千
の
人
達
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
ゐ
る
」
の
だ
と
の
今
西
錦
司
の
言
葉
か
ら
、
そ
の
関
係
は
む
し
ろ
強
固
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か



る
。
探
検
と
戦
争
と
の
関
係
は
、

切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

梅
梓
を
積
極
的
に
戦
争
協
力
し
た
「
右
翼
知
識
人
」
と
み
な
す
意
見
は
、
例
え
ば
梅
樟
の
「
探
検
と
地
政
学
」
(
『
探
検
』
四
号

九
四
三
年
一

O
月
)
を
文
面
の
み
読
む
な
ら
ば
、
妥
当
な
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
そ
こ
か
ら
は
極
端
な
ま
で
に
戦
争
協
力
的
な
梅
梓

の
像
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
こ
の
文
章
が
梅
樟
の
著
作
集
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
梅
梓
を
守
ろ
う
と
す
る
周
囲
の
政

(
お
)

治
的
意
図
を
感
じ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

「記憶Jと「記録Jの狭間で

「
近
世
欧
羅
巴
的
世
界
の
世
界
制
覇
、
世
界
植
民
地
化
の
先
駆
運
動
」
と
し
て
の
「
探
検
」
の
廃
止
を
主
張
す
る
地
政
学
者
小
牧
賓

(
お
)

繁
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
「
独
立
せ
る
主
体
的
行
為
」
と
し
て
探
検
の
意
義
を
強
調
す
る
な
か
で
梅
樟
は
、
積
極
的
に
探
検
を
侵
略
と

結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
「
最
も
未
開
な
地
域
に
お
け
る
諸
種
の
事
業
(
・
:
)
の
着
手
さ
れ
る
以
前
に
、
何
の
事
業

が
行
は
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
(
:
・
)
、
知
何
な
る
方
針
を
も
っ
て
そ
の
土
地
に
向
ふ
べ
き
で
あ
る
か
」
を
考
え
る
「
綜
合
的
、
基
礎
的
な

(
お
)

科
学
的
根
拠
を
与
へ
る
仕
事
」
に
探
検
の
意
義
を
求
め
よ
う
と
す
る
梅
樟
が
確
か
に
そ
こ
に
は
い
る
。

例
え
ば
文
献
資
料
に
頼
る
従
来
の
歴
史
研
究
が
「
歴
史
が
存
在
せ
ぬ
土
地
」
と
し
て
放
逐
し
て
き
た
大
東
亜
共
栄
圏
下
の
、
「
今
後
ど

れ
だ
け
の
価
値
を
生
ず
る
か
わ
か
ら
ぬ
未
開
の
土
地
」
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
梅
梓
は
探
検
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
れ

ら
の
土
地
を
有
効
に
「
開
発
」
し
「
偉
大
な
生
産
力
を
も
っ
た
土
地
に
改
編
」
す
る
た
め
に
必
要
な
の
が
、
「
実
証
精
神
」
に
基
づ
い
た
、

{
羽
)

「
日
本
の
主
体
的
行
為
」
と
し
て
の
探
検
だ
と
梅
樟
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

だ
が
梅
樟
に
と
り
、
戦
争
へ
の
協
力
と
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
「
此
所
(
白
頭
山
l
引
用
者
)
に
限
ら
ず
満
領
に

(ω) 

は
ブ
ラ
ン
ク
地
帯
が
多
い
。
未
知
を
渇
望
し
、
発
見
に
こ
そ
喜
び
を
見
出
す
私
達
で
あ
る
」
。
一
九
四
一
年
の
こ
の
言
葉
か
ら
う
か
が
わ

37 

れ
る
の
は
、
「
未
知
を
渇
望
し
、
発
見
に
こ
そ
喜
ぴ
を
見
出
」
そ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
既
に
日
中
戦
争
は
泥
沼
状
態
に
入
っ
て
い
た



38 

こ
の
時
期
、
満
州
の
抗
日
ゲ
リ
ラ
な
ど
と
の
遭
遇
と
い
う
危
険
を
犯
し
て
ま
で
も
梅
梓
た
ち
が
探
検
を
行
な
お
う
と
し
た
の
は
、
「
未
知
」

(
H
U
)
 

の
土
地
を
踏
破
し
、
「
ブ
ラ
ン
ク
地
帯
」
を
地
図
に
記
そ
う
と
す
る
欲
望
に
基
づ
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
文
面
だ
け
の
梅
樟
の
戦
争
協
力
的
姿
勢
で
は
な
い
。
真
に
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
探

検
を
残
す
た
め
に
は
戦
争
協
力
的
な
言
動
も
言
っ
て
し
ま
え
る
梅
樟
の
探
検
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
梅
樟
が

探
検
と
い
う
行
動
に
こ
だ
わ
る
理
由
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

第
三
高
等
学
校
時
代
に
は
山
岳
部
・
京
都
探
検
地
理
学
会
に
所
属
し
、
白
頭
山
を
登
項
(
四
O
)
、
ま
た
京
都
探
検
地
理
学
会
樺
太
踏

査
隊
に
参
加
(
四
O
)
。
京
都
帝
国
大
学
入
学
後
も
京
都
探
検
地
理
学
会
ポ
ナ
ペ
島
調
査
隊
に
加
わ
り
(
四
二
、
北
部
大
奥
安
嶺
探
検

隊
に
同
伴
(
四
二
)
す
る
と
い
う
数
多
く
の
探
検
体
験
が
梅
棒
に
も
た
ら
し
た
も
の
、

そ
れ
が
近
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
近
代
を

求
め
る
旅
へ
梅
樟
を
誘
っ
た
存
在
こ
そ
が
今
西
錦
司
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
京
都
帝
国
大
学
山
岳
部
が
は
じ
め
て
近
代
的
探
検
法
を
本
格
的
に
導
入
し
た
三
四
l
五
年
の
白
頭
山
登
山
に
つ
い
て
、
今
西

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
み
な
白
頭
山
へ
来
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
」
。
こ
の
満
足
感
は
、
「
単
な
る
自
然
鑑
賞
や
、
山
岳

征
服
感
」
と
い
う
前
近
代
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
小
さ
い
な
が
ら
も
、
エ
キ
ス
ペ
デ
ィ
シ
ヨ
ン
と
い
う
一
つ
の
登
山
形
式
を
通
し
て
求

(
必
}

め
ら
れ
た
白
頭
山
に
し
て
、
は
じ
め
て
与
え
る
こ
と
の
で
き
た
満
足
」
で
あ
っ
た
。
「
エ
キ
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
近
代
的
方
法
こ

そ
が
、
こ
の
よ
う
な
満
足
を
与
え
る
の
で
あ
り
、
近
代
的
方
法
こ
そ
が
、

さ
ら
に
広
い
地
域
へ
と
向
う
こ
と
を
助
け
る
こ
と
と
な
る
の

で
あ
る
。

登
山
、
そ
し
て
探
検
と
い
う
方
法
を
と
る
と
き
必
要
と
な
る
近
代
的
方
法
。
さ
ら
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
項
な
ど
を
も
目
指
そ
う
と
す
る
と

き
、
も
は
や
そ
れ
は
個
人
的
プ
レ
ー
で
は
な
く
、
チ
ー
ム
に
基
づ
く
行
動
、
「
極
端
に
い
え
ば
人
界
を
遠
く
隔
た
っ
た
高
山
に
、
数
週
間



に
わ
た
る
困
難
な
登
翠
を
試
み
よ
う
と
す
る
に
は
、

{
同
日
}

そ
の
チ
l
ム
自
身
が
一
つ
の
小
社
会
と
し
て
完
成
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
」
の
で

あ
る
。こ

の
チ
l
ム
に
は
、
様
々
な
人
々
が
参
加
し
て
お
り
、
各
人
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
「
あ
る
者
は
そ
の
冬
季
初
登
項
を
第
一
に
考
え
、

ま
た
あ
る
者
は
酷
寒
に
対
す
る
諸
研
究
を
、
ま
た
他
の
あ
る
者
は
輸
送
、
人
夫
の
操
縦
な
ど
遠
征
登
山
の
根
本
問
題
を
重
要
視
す
る
と

い
っ
た
個
人
的
差
異
は
あ
っ
た
」
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
遠
征
隊
全
体
と
し
て
の
目
的
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
諸
項
は
す
べ
て
そ
の

「記憶Jと「記録Jの狭間で

中
に
含
ま
れ
」
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
遠
征
隊
と
い
う
形
式
の
も
と
に
、
白
頭
山
を
対
象
と
し
て
終
始
統
制
あ
る
活
動
を
な

し
え
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
隊
員
の
分
担
任
務
の
い
か
ん
を
超
え
て
、

そ
こ
に
各
人
の
能
力
の
総
和
の
上
に
、
な
お
プ
ラ
ス
・
ア
ル
フ

ア
と
し
て
現
わ
さ
る
べ
き
も
の
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
「
単
な
る
娯
楽
と
し
て
の
、
趣
味
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
ス
ポ
ー
ツ
と

し
て
の
山
登
り
を
超
越
」
し
た
、
「
人
類
と
し
て
の
仕
事
」
の
達
成
は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
的
方
法
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
の
で
あ

(
H
H
)
 

ヲ
Q

。

(
必
)

「
人
類
と
し
て
の
仕
事
」
と
し
て
の
「
遠
征
」
日
「
探
検
」
を
行
な
い
未
知
の
領
野
を
征
服
す
る
こ
と
を
目
指
す
今
西
に
と
っ
て
、
障

害
と
な
る
の
が
チ
l
ム
内
の
「
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
「
封
建
的
な
考
え
」
を
撤
廃
し
、
「
各
方
面
の
ス
ペ
シ

ア
リ
ス
ト
が
有
機
的
に
つ
な
が
り
、
登
山
界
全
体
が
一
つ
の
大
き
な
、
強
力
な
有
機
体
と
し
て
、
更
生
す
る
こ
と
」
が
必
要
な
の
で
あ

る
。
「
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
登
山
界
と
い
う
一
つ
の
有
機
体
の
頭
脳
と
な
り
、
社
会
と
し
て
見
れ
ば
そ
の
統
制
機
関
と
な
る
べ
き
組
織

(
必
)

の
存
在
を
必
要
と
す
る
」
と
今
西
は
主
張
す
る
。
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探
検
に
お
け
る
近
代
組
織
や
近
代
的
登
山
術
を
通
じ
て
今
西
は
近
代
に
出
会
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
今
西
が
将
来
性
を
期
待
し
た
「
青

(
灯
)

年
学
徒
」
の
一
人
こ
そ
が
梅
樟
で
あ
っ
た
。
今
西
と
同
じ
く
梅
樟
も
「
隊
員
の
選
択
、
構
成
、
隊
の
編
成
」
、
「
天
測
」
な
ど
の
様
々
な
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(
必
)

「
探
検
技
術
」
を
通
じ
て
近
代
と
出
会
う
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
梅
梓
に
お
い
て
近
代
は
、
探
検
と
い
う
場
を
飛
び
越
え
さ
ら
に
広
い

(ω} 

領
域
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
探
検
に
お
い
て
「
能
率
」
と
い
う
も
の
が
重
視
さ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
梅
梓
の
場
合

は
戦
後
の
生
活
に
お
い
て
こ
の
「
能
率
」
と
い
う
基
準
が
適
用
さ
れ
、

そ
れ
が
生
活
改
善
の
契
機
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
伝
統
的
習
慣
よ
り
も
便
利
な
方
を
と
ろ
う
と
い
う
精
神
が
近
代
的
」

で
あ
る
と
す
る
梅
梓
に
と
っ
て
戦
後
直
後
の
物
資
不
足
の
時

代
と
は
、
「
生
活
を
合
理
主
義
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
梅
梓
は
こ
う
い
い
さ
え
す
る
。
「
戦
争
は
わ
た

(
印
)

し
に
生
活
に
お
け
る
合
理
主
義
を
お
し
え
た
の
で
す
」
と
。
探
検
に
お
け
る
組
織
内
の
封
建
的
側
面
、
諸
組
織
の
伝
統
と
も
い
う
べ
き

も
の
が
合
理
性
の
名
の
も
と
に
排
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
と
同
様
に
、
梅
梓
に
と
っ
て
は
「
生
活
」
の
合
理
化
の
名
の
も
と
に
、

(
日
)

「
フ
ァ
ミ
リ
・
カ
ル
チ
ュ
ア
に
沈
着
し
て
い
る
何
百
年
の
下
ら
な
い
カ
ス
」
が
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
の
封
建
的
側
面
と
は
、

日
常
生
活
の
な
か
に
地
層
の
よ
う
に
堆
積
し
て
い
る
歴
史
で
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史
と
は
大
文
字
の

歴
史
で
は
な
い
。
し
い
て
い
う
な
ら
ば
鶴
見
和
子
な
ど
の
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
理
解
の
な
か
で
「
個
人
歴
史
性
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ

(
臼
}

て
捉
え
ら
れ
た
「
習
慣
」
な
ど
の
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
人
を
中
心
と
し
て
「
生
活
」
を
捉
え
る
梅
梓
に
と
っ
て
排
除
さ
れ
る
べ
き

障
害
物
と
当
初
は
映
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
梅
梓
は
い
ざ
そ
れ
を
排
除
し
た
後
す
ぐ
個
人
史
も
大
文
字
の
歴
史
に
も
還
元
で
き
な
い
小
文
字
の
歴
史
の
喪
失
を
嘆
き
、
「
わ
た

(
臼
)

し
は
近
代
化
し
す
ぎ
ま
し
た
」
と
吐
露
す
る
。
こ
の
小
文
字
の
歴
史
こ
そ
が
「
土
民
」
に
と
っ
て
の
抵
抗
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
大
文
字
の
歴
史
に
よ
っ
て
は
対
象
化
さ
れ
得
な
か
っ
た
こ
の
側
面
こ
そ
、
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
善
一
己
に
お
い
て
強

調
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
梅
樟
の
歴
史
と
は
、
「
近
代
化
」
で
の
喪
失
を
経
て
再
発
見
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。



「
史
観
」
と
し
て
の
「
序
説
」
に
つ
い
て
も
、
単
に
歴
史
学
の
方
法
に
基
づ
く
歴
史
記
述
と
し
て
で
な
く
、
「
個
人
歴
史
性
」
を
含
ん

だ
歴
史
の
側
面
か
ら
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
は
げ
し
い
変
転
の
時
代
」
の
な
か
で
「
社
会
の
一
働
」
と
し
て
生
き
て
い
る
人
々

が
、
生
き
る
た
め
に
行
な
う
様
々
な
「
工
夫
」
、
例
え
ば
「
お
掃
除
を
ど
う
や
っ
た
ら
た
の
し
く
出
来
る
か
と
い
う
よ
う
な
工
夫
」
を
合

ん
だ
「
そ
の
人
た
ち
の
歴
史
」
。
「
一
人
一
人
の
人
」
の
「
生
き
方
」
を
書
き
、
討
論
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
個
々
人
が
「
新
し
い
人
間

「記憶jと「記録Jの狭間で

と
し
て
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
そ
し
て
そ
の
姿
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
」
の
「
新
し
い
途
」
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
過
程

(M} 

と
し
て
の
「
歴
史
」
の
観
点
か
ら
、
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
、
歴
史
と
は
既
存
の
歴
史
学
が
一
方
的
に
提
供
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
ど

(
弱
)

ん
な
人
」
も
歴
史
の
「
書
き
直
し
に
は
参
加
で
き
る
」
と
い
う
方
向
を
目
指
し
て
い
た
鶴
見
俊
輔
や
、
『
思
想
の
科
学
』
研
究
会
に
深
〈

関
わ
っ
た
竹
内
好
が
梅
樟
の
「
序
説
」
を
高
く
評
価
し
て
い
る
理
由
も
明
ら
か
と
な
ら
な
い
。

両
者
の
う
ち
特
に
竹
内
は
「
二
つ
の
ア
ジ
ア
史
観
|
1
梅
樟
説
と
竹
山
説
」
(
『
東
京
新
聞
』
八
月
一
五
日
i
七
日
)
で
、
「
序
説
」
を

高
く
評
価
す
る
。
「
梅
樟
説
の
な
か
に
は
、
反
共
に
利
用
さ
れ
る
も
の
が
本
来
的
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
争
ニ
応
は
踏
ま
え
つ
つ
も

(
日
)

竹
内
は
、
そ
れ
が
権
威
と
化
し
た
歴
史
学
に
も
っ
た
批
判
性
を
こ
そ
評
価
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
梅
樟
説
」
を
反
共
色
の
強
い
竹
山
道
雄
「
日
本
文
化
の
佐
置
」
(
『
新
潮
』

一
九
五
七
年
五
月
号
)

の
議
論
と
比
較
し
つ
つ
竹
内
は

両
者
が
「
日
本
と
西
欧
と
が
、
歴
史
発
展
の
型
と
し
て
同
質
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
点
で
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
の
発
想
の
動
機
、
理

{
貯
)

お
よ
び
内
容
は
か
な
り
ち
が
う
。
な
に
よ
り
も
歴
史
意
識
が
根
本
的
に
ち
が
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
例
え
ば

論
家
の
方
法
、

竹
山
だ
け
で
な
く
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
の
世
界
史
像
に
お
い
て
も
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
イ
ス
ラ
ム
世
界
を
梅
樟
が
独
自
の

世
界
と
し
て
評
価
し
得
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
見
失
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
差
異
と
し
て
あ
る
だ
ろ
う
。
京
都
大
学
カ
ラ
コ
ル
ム
・

41 

ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
探
検
隊
へ
の
参
加
で
得
た
実
感
が
、
そ
の
視
点
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
点
を
も
合



42 

め
て
竹
内
は
「
序
説
」
を
、
規
範
と
し
て
迫
っ
て
く
る
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
に
対
す
る
批
判
、
竹
内
自
身
の
言
葉
で
い
い
か
え
れ
ば
歴

(
日
}

史
の
「
ゼ
ロ
化
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

遠
山
茂
樹
に
代
表
さ
れ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
が
、
歴
史
を
克
服
さ
れ
る
べ
き
「
重
苦
し
い
所
与
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
対

し
て
歴
史
を
、
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
創
造
に
資
す
る
、
「
可
塑
的
な
、
分
解
可
能
な
構
築
物
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す

(
印
}

る
竹
内
だ
か
ら
こ
そ
出
来
た
評
価
と
も
い
え
よ
う
。
諸
学
の
王
と
し
て
の
歴
史
学
が
、

マ
ル
ク
ス
主
義
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
き

ら
に
権
威
を
帯
び
、
歴
史
学
の
専
門
研
究
者
以
外
に
は
た
だ
与
え
ら
れ
る
だ
け
の
所
与
と
し
て
し
か
な
い
よ
う
な
状
況
を
批
判
す
る
と

(ω) 

い
う
意
味
で
、
「
序
説
」
が
も
っ
た
意
味
は
大
き
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
き
「
序
説
」
は
、

既
存
の
大
文
字
の
歴
史
の
よ
う
に
所
与
の
存
在
と
し
て
追
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
く
、

行
動
と
思
想
と
の
絶
え
ざ
る
往
還
運
動
の
な
か
で
批
判
さ
れ
続
け
て
い
く
過
程
と
し
て
歴
史
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え

ょ
う
。
そ
も
そ
も
「
序
説
」
自
体
が
梅
梓
の
長
年
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
理
論
化
と
の
往
還
運
動
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の

(
日
)

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
永
続
す
る
往
還
運
動
の
最
初
の
一
歩
と
し
て
の
「
序
説
」
と
は
、
あ
く
ま
で
「
デ
ッ
サ
ン
の
第
一
号
」
と
い

う
仮
説
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
逆
に
「
デ
ッ
サ
ン
」
で
あ
る
が
故
に
、
竹
山
な
ど
の
「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
歴
史
家
が
歴
史
を
論
じ

る
様
々
な
道
具
と
し
て
、
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

一
方
で
は
「
生
活
」
の
「
能
率
」
化
の
伴
な
う
排
除
の
な
か
で
逆
説
的
に
小
文
字
の
歴
史
が
発
見
さ
れ
、

一
方
で
は
「
生
活
」
と
切

り
離
さ
れ
た
大
文
字
の
歴
史
が
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
矛
盾
の
な
か
に
「
序
説
」
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
広
く
受
け
入
れ

ら
れ
た
の
は
、
高
い
経
済
成
長
率
が
続
く
現
在
の
日
本
を
肯
定
す
る
と
い
う
側
面
だ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
堀
田
善
衡
は
、

日
本

を
西
欧
と
併
行
進
化
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
梅
樟
の
「
序
説
」
を
、
「
外
国
人
に
説
明
す
る
の
に
工
合
に
も
出
来
」
て
い
て
、
「
わ
れ
わ



れ
の
奇
妙
な
虚
栄
心
を
く
す
ぐ
る
」
だ
け
で
な
く
、
「
結
果
的
に
は
、
西
欧
自
由
主
義
陣
営
と
称
さ
れ
る
も
の
に
属
し
て
い
る
に
つ
い
て
、

(
目
出
)

そ
れ
を
文
化
史
的
に
正
当
化
」
し
て
い
る
と
評
す
る
。
高
度
経
済
成
長
以
後
の
時
代
か
ら
見
れ
ば
確
か
に
そ
れ
は
結
果
と
し
て
は
正
し

{
的
)

い
の
だ
が
、
竹
山
と
梅
樟
を
一
括
し
て
い
る
こ
と
に
も
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
梅
樟
の
方
法
に
ま
で
迫
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い

(
山
間
)

え
な
い
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
む
し
ろ
、
テ
ク
ス
ト
の
表
面
に
現
わ
れ
る
思
想
よ
り
も
、
そ
の
思
想
を
扱
う
梅
梓
の
方
法
こ
そ

真
の
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
技
術
と
も
い
う
べ
き
こ
の
方
法
に
対
し
て
、
単
純
に
善
悪
の
結
論
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

む

「記憶」と「記録Jの狭間で

し
ろ
方
法
と
い
う
一
見
価
値
中
立
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
程
は
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
そ
の
方
法
と
思
想
と
の
絡
み
合
い
を
検

討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
梅
悼
の
問
題
性
を
探
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

次
に
梅
椋
が
研
究
の
方
法
を
提
示
し
た
書
物
で
あ
る
『
知
的
生
産
の
技
術
」
を
中
心
と
し
て
、
梅
梓
の
可
能
性
を
は
ら
ん
だ
問
題
性

の
あ
り
か
を
、

一
つ
の
ス
ケ
ッ
チ
と
し
て
描
い
て
い
き
た
い
と
思
う
。

四
、
「
記
憧
」
と
「
記
録
」

の
狭
間
で

『
思
想
の
科
学
』
研
究
会
な
ど
の
文
脈
の
な
か
で
読
み
解
く
と
き
、

五
0
年
代
の
梅
樟
の
テ
ク
ス
ト
と
は
、
既
存
の
学
問
体
制
を
批

判
し
、
民
衆
が
思
想
を
使
い
歴
史
を
語
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
い
え
よ
う
。
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
単
純
に
梅

梓
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
論
断
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。

む
し
ろ
問
題
は
、
危
険
性
と
絡
み
合
っ
た
可

能
性
を
、
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。

六
0
年
代
以
降
の
梅
梓
に
関
し
て
は
、
厳
し
い
評
価
が
存
在
す
る
。

日
本
文
化
論
の
代
表
的
存
在
と
す
る
意
見
も
あ
り
、
大
阪
万
博
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の
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
な
り
国
立
民
族
学
博
物
館
の
設
立
の
中
心
に
な
っ
た
こ
と
で
ま
す
ま
す
深
ま
っ
た
政
府
関
係
者
と
の
人
脈
は
、

現
在
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に
続
く
保
守
的
知
識
人
梅
梓
の
相
貌
の
始
ま
り
か
も
し
れ
な
い
。

と
は
い
え
梅
悼
の
可
能
性
は
五

0
年
代
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
し
、
そ
れ
以
後
の
梅
棒
を
単
純
な
意
味

で
の
転
向
と
し
て
捉
え
る
の
に
は
、
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
現
在
の
梅
樟
が
保
守
知
識
人
と
な

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
か
。

む
し
ろ
私
と
し
て
は
、
梅
梓
の
方
法
の
変
遷
の
な
か
に
、

そ
の
問
題
性
が
立
ち
現

わ
れ
て
く
る
姿
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。
戦
中
の
体
験
と
交
錯
す
る
な
か
で
、
梅
樟
が
提
示
し
よ
う
と
し
た
方
法
の
問
題
が
ど
の
よ
う

に
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
。
次
に
六
九
年
の
『
知
的
生
産
の
技
術
』
(
岩
波
書
底
)
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
と
思
う
。

「
大
量
の
情
報
」
が
溢
れ
て
い
る
情
報
社
会
の
な
か
で
、
「
研
究
者
、
学
生
、
文
筆
業
者
、
あ
る
い
は
ひ
ろ
く
情
報
産
業
従
事
者
」
と

い
う
範
囲
を
超
え
た
「
ひ
と
ぴ
と
」
が
、
「
情
報
を
え
て
、
整
理
し
、
か
ん
が
え
、
結
論
を
だ
し
、
他
の
個
人
に
そ
れ
を
伝
達
し
、
行
動

(
釘
)

す
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
『
知
的
生
産
の
技
術
」
の
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
は
、
確
か
に
「
ア
マ
チ
ュ

ア
思
想
家
宣
言
」
と
の
つ
な
が
り
を
み
る
が
で
き
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
が
文
明
の
逆
用
を
、
植
民
地
化
へ
の
「
土
民
」
の
抵
抗
に
結
び
付
け
よ
う
と
し
た

の
に
対
し
て
『
知
的
生
産
の
技
術
」
は
あ
く
ま
で
、
既
存
の
社
会
を
前
提
と
し
て
論
を
進
め
て
い
る
。
今
後
一
層
進
む
で
あ
ろ
う
情
報

化
の
な
か
で
変
容
す
る
社
会
を
前
提
す
る
筆
の
下
で
は
、
も
は
や
植
民
地
化
な
ど
大
し
た
問
題
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
。

も
ち
ろ
ん
梅
樟
は
「
組
織
の
目
標
に
個
人
が
い
か
に
適
応
す
る
か
を
き
ぐ
ろ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
」
。
「
情
報
の
時
代
に
お
け
る
個

人
の
あ
り
か
た
を
十
分
に
か
ん
が
え
て
お
か
な
い
と
、
組
織
の
敷
設
し
た
合
理
主
義
の
路
線
を
、
個
人
は
た
だ
ひ
た
す
ら
に
は
し
ら
さ

れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
」
こ
と
を
危
倶
し
、
「
あ
た
ら
し
い
時
代
に
お
け
る
、
個
人
の
知
的
武
装
の
必
要
」
を
強
調
し



(
白
山
)

ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

表
題
に
も
あ
る
よ
う
に
梅
棒
は
「
技
術
」
の
重
要
さ
を
強
調
し
、

そ
の
「
技
術
」
を
組
織
に
対
し
て
有
効
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
を

目
指
し
て
い
る
。
梅
梓
自
身
は
『
知
的
生
産
の
技
術
』
は
企
業
や
官
庁
の
組
織
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
強
調
す
る
が
、
実
際

(
釘
)

こ
の
「
技
術
」
は
企
業
や
官
庁
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
だ
が
梅
樟
が
組
織
を
能
率
的
に
運
営
し
改
革

し
得
る
主
体
的
な
個
人
を
作
り
出
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
結
論
付
け
る
の
は
、
あ
ま
り
に
性
急
過
ぎ
る
結
論
で
あ
ろ
う
。

「記憶」と「記録Jの狭間で

戦
前
以
来
の
梅
樟
の
友
人
で
あ
る
川
喜
田
二
郎
が
発
案
し
た

K
J法
な
ど
に
限
ら
ず
、
今
西
を
中
心
に
探
検
を
行
な
っ
た
人
び
と
は
、

方
法
と
い
う
も
の
を
重
視
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
今
西
が
組
織
し
た
近
代
的
な
方
法
に
基
づ
く
探
検
と
そ
こ
に
お
け
る
組
織
論
が
色
濃

い
影
を
落
と
し
て
い
る
。
そ
の
梅
樟
の
方
法
の
中
心
に
あ
っ
た
の
が
、

カ
ー
ド
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

(ω} 

も
ち
ろ
ん
梅
梓
の
カ
l
ド
法
は
戦
中
の
探
検
を
通
じ
て
の
み
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
。
京
大
カ

l
ド
自
体
は
、
直
接
は
戦

後
の
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
桑
原
武
夫
と
の
共
同
研
究
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

カ
ー
ド
に
よ
る
記
録
と

い
う
発
想
自
体
は
梅
梓
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
。

戦
争
中
に
研
究
し
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
の
遊
牧
民
の
大
量
の
「
調
査
資
料
」
を
梅
梓
は
敗
戦
後
、
日
本
に
も
ち
か
え
っ
て
き
た
。
「
ち
ょ

い
ち
ょ
い
と
頁
を
め
く
っ
て
結
論
」
を
ま
と
め
る
に
は
「
材
料
が
豊
富
」
過
ぎ
る
「
ぎ
し
り
か
き
こ
ん
だ
数
十
冊
の
野
帳
を
ま
え
に
し

て
、
さ
て
、
こ
れ
を
ど
う
処
理
し
よ
う
か
と
思
案
」
し
た
梅
梓
は
、
「
こ
の
資
料
全
部
を
項
目
に
ば
ら
し
て
、
カ
ー
ド
に
し
て
し
ま
う
と

い
う
方
法
」
を
思
い
つ
い
た
。
そ
し
て
「
そ
れ
を
基
礎
」
に
し
て
、
「
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
に
つ
い
て
の
論
文
」
を
書
く
こ
と
と
な
る
の
で

(ω) 

あ
る
。
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「
野
帳
の
内
容
を
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
項
目
」
に
ば
ら
し
写
し
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
数
千
枚
の
カ
l
ド
」
。
だ
が
そ
の
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変
換
過
程
の
な
か
で
、

(
初
)

一
体
何
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「ヵ
l
ド
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
に
て
い
る
」
と
す
る
梅
樟
は
、
両
者
が
「
人
聞
の
か
わ
り
に
機
械
が
記
憶
」
す
る
「
装
置
」
で
あ

(n) 

り
「
忘
却
の
装
置
」
で
あ
る
と
す
る
。
だ
が
梅
梓
は
機
械
に
よ
る
「
記
憶
」
を
「
記
録
」
と
み
な
す
。

つ
ま
り

「
記
憶
」
と
「
記
録
」

と
を
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
う
。
そ
の
上
で
「
も
の
ご
と
は
、
記
憧
せ
ず
に
記
録
す
る
。
は
じ
め
か
ら
、

(η) 

あ
き
ら
め
て
、
な
る
だ
け
こ
ま
め
に
記
録
を
と
る
こ
と
に
努
力
す
る
」
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。

記
憶
し
よ
う
と
い
う
努
力
は

「
記
録
」
化
と
「
忘
却
」
と
は
梅
梓
に
と
っ
て
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
こ
か
ら
は
な
に
が
「
忘
却
」
さ
れ
る
の
だ
ろ

、.。

よ
J
A
M例

え
ば
梅
樟
の
方
法
か
ら
は
戦
争
の
記
憶
が
忘
却
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
六
四
年
、
『
知
的
生
産
の
技

(η} 

術
』
の
も
と
に
な
る
連
載
が
始
ま
る
一
年
前
、
梅
樟
は
『
東
南
ア
ジ
ア
紀
行
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
す
。
藤
岡
喜

愛
と
と
も
に
タ
イ
の
メ

l
・ホ
l
イ
村
を
訪
れ
た
梅
樟
は
、
「
人
類
学
者
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
ロ

l
ル
シ
ヤ
ハ
ラ
l
」
で
あ
る
藤
岡
と
と

も
に
「
ロ

l
ル
シ
ャ
ハ
・
テ
ス
ト
を
用
い
て
、
各
民
族
の
パ
!
ス
ナ
リ
テ
ィ
を
研
究
」
し
よ
う
と
す
る
。

「
終
戦
の
ま
え
、

メ
l
・
ホ
l
イ
の
村
に
ふ
た
り
の
日
本
兵
が
逃
げ
て
き
た
。

ビ
ル
マ
の
方
か
ら
、
ド
i
イ
・
イ
ン
タ
ノ
ン
の
山
群

を
こ
え
て
、
こ
こ
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、

メ
l
・
ホ

l
イ
の
村
で
、

マ
ラ
リ
ア
に
か
か
っ
て

ふ
た
り
と
も
死
ん

だ
。
村
の
人
た
ち
は
、
外
国
人
が
来
て
も
、
目
に
つ
か
ぬ
よ
う
に
、
こ
っ
そ
り
と
ほ
う
む
っ
て
や
っ
た
:
:
:
」
と
の
逸
話
を
長
老
か
ら

聞
い
て
い
た
梅
樟
は
、
だ
が
そ
の
件
を
調
べ
よ
う
と
は
し
な
い
。
「
わ
た
し
が
く
わ
し
く
調
べ
る
機
会
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
の
裏
に
は
、

こ
の
問
題
に
・
あ
ま
り
深
入
り
し
た
く
な
い
、
と
い
う
気
持
」
も
あ
っ
た
と
梅
樟
は
告
白
す
る
。
「
こ
れ
か
ら
、
パ

l
ス
ナ
リ
テ
ィ
の
テ
ス

ト
な
ど
と
い
う
、

か
な
り
微
妙
な
調
査
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
の
ま
え
に
、

へ
た
に
波
風
を
た
て
た
く
な
い
と
思
っ
た



(
は
)

の
で
あ
る
」
と
。

五
七
年
に
お
け
る
タ
イ
で
の
出
来
事
を
記
す
梅
樟
の
筆
か
ら
は
、
戦
争
の
問
題
に
固
執
す
る
こ
と
が
探
検
の
障
害
と
な
る
と
す
る
意

識
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
戦
争
の
忘
却
と
い
う
べ
き
事
態
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
梅
樟
を
反
動
イ
デ
オ
ロ

l
グ

と
し
て
切
り
捨
て
て
い
く
こ
と
に
は
、
私
は
い
さ
さ
か
の
た
め
ら
い
を
覚
え
る
。

例
え
ば
梅
梓
が
『
知
的
生
産
の
技
術
』

の
も
と
に
な
っ
た
連
載
を
始
め
た
同
じ
月
、
高
橋
和
巳
の
エ
ッ
セ
イ
が
『
図
書
』

の
同
じ
号

「記憶Jと「記録Jの狭間で

に
載
っ
て
い
る
。
「
精
神
の
網
」
と
題
さ
れ
た
そ
の
エ
ッ
セ
イ
で
高
橋
は
、
「
精
神
に
も
お
そ
ら
く
、

た
ま
た
ま
役
立
つ
網
目
の
背
後
に

広
大
な
無
駄
の
部
分
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
に
カ
l
ド
式
に
整
理
さ
れ
す
ぎ
た
精
神
は
か
え
っ
て
不
毛
と
な
る
だ
ろ
う
」
と

(
万
)

主
張
し
て
い
た
。

見
事
す
ぎ
る
ほ
ど
に
タ
イ
ミ
ン
グ
の
よ
い
例
ゆ
え
に
か
え
っ
て
使
い
に
く
い
の
か
、

少
し
苦
笑
い
を
浮
か
べ
な
が
ら
引
用
す
る
梅
梓

の
姿
を
想
像
で
き
る
の
だ
が
、

そ
こ
で
梅
樟
は
、
高
橋
た
ち
が
「
カ
l
ド
」
を
忌
避
す
る
原
因
を
「
有
限
へ
の
恐
怖
」
と
し
て
説
明
し

ょ
う
と
す
る
。
「
無
限
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
心
の
さ
さ
え
」
に
し
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
「
カ
l
ド
は
、

そ
の
幻
想
を
こ
わ
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
。
「
無
限
に
ゆ
た
か
で
あ
る
は
ず
の
、
わ
た
し
た
ち
の
知
識
や
思
想
を
、
貧
弱
な
物
量
の
形
に
か
え
て
、
わ
れ
わ

(
祁
)

れ
の
自
の
ま
え
に
つ
き
つ
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
と
。

個
人
の
記
憶
の
強
調
は
、

と
も
す
れ
ば
記
憶
を
個
人
の
占
有
物
に
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
特
に
文
学
者
に
お
い
て
は
、
近
代
的

自
我
と
い
う
枠
組
み
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

記
憶
が
近
代
的
自
我
内
部
の
問
題
と
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
近
代
的
自
我
と
い
う
内
部
に
「
記
憶
」
を
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
傾
向
を
批
判
す
る
意
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昧
で
、
徹
底
的
な
「
記
録
」
を
対
置
す
る
こ
と
に
意
味
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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同
様
の
こ
と
は
戦
争
の
記
憶
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
記
憶
、
特
に
太
平
洋
戦
争
の
記
憶
を
、

ひ
い
て
は

中
国
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
る
記
憶
を
め
ぐ
っ
て
様
々
に
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

五
0
年
代
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
そ
の
議
論
は
、
単
に
戦
争
の
記
憶
を
大
事
に
す
る
こ
と
で
、
体
験
を
個
人
の
閉
じ
込
め
て
い
く
こ
と

を
提
唱
し
て
終
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
久
野
収
・
鶴
見
俊
輔
・
藤
田
省
三
「
戦
争
体
験
か
ら
何
を
汲
み
取
っ
た
か
」
(
『
中
央
公
論
』

一
九
五
八
年
二
一
月
号
)
だ
け
で
な
く
日
高
六
郎
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
「
戦
争
の
記
憶
を
も
た
な
い
世
代
、
戦
争
に
よ
っ
て
心
に
傷
を
う

(

η

)

(

刊

印

)

け
な
か
っ
た
世
代
が
増
え
つ
つ
あ
る
」
こ
と
が
危
倶
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
乃
}

戦
争
体
験
の
風
化
は
も
は
や
止
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
な
か
で
体
験
を
、
ど
の
よ
う
に
語
り
継
い
で
い
く
の
か
が
問
題
と
な

っ
た
の
で
あ
り
、
体
験
の
語
り
直
し
の
道
を
探
ろ
う
と
し
た
の
が
、
梅
梓
を
高
く
評
価
し
た
竹
内
好
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
竹
内
は
、
権
威
主
義
的
な
歴
史
叙
述
を
批
判
し
な
が
ら
、
体
験
を
個
人
の
も
の
と
し
て
絶
対
化
し
よ
う
と
も
し
な
い
。
「
日
本

か
ら
何
百
万
の
兵
隊
が
行
っ
て
い
ま
す
が
(
・
:
)
こ
の
ひ
と
た
ち
が
何
を
見
た
か
と
い
う
と
、
何
も
見
て
い
な
い
。
(
・
:
)
自
分
の
ほ
う

(

的

)

(

山

町

)

た
だ
行
っ
た
っ
て
、
何
も
見
え
る
も
の
で
は
な
い
」
。
「
体
験
に
埋
没
し
て
い
る
体
験
は
、
真
の
体
験
で
は
な
い
」

に
問
題
が
な
く
て
、

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
真
の
体
験
」
へ
と
昇
華
す
る
た
め
に
は
、
「
戦
争
体
験
を
戦
後
体
験
と
重
ね
あ
わ
せ
て
処
理
す
る
と
い
う
方
法
」

が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
戦
争
体
験
を
戦
後
体
験
と
重
ね
あ
わ
せ
て
処
理
す
る
」
と
い
う
、
「
記
録
」
と
「
記
憶
」
の
往
還
運

動
と
い
う
べ
き
作
業
こ
そ
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
往
還
運
動
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
『
知
的
生
産
の
技
術
』
は
薄
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
一
旦
「
記
録
」
と
い
う
体

裁
を
と
る
こ
と
が
、
「
記
憶
」
を
め
ぐ
る
ま
た
新
た
な
語
り
の
出
発
点
と
な
る
の
も
ま
た
、
竹
内
た
ち
の
主
張
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
記
録
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
ま
た
、
梅
梓
が
中
心
と
な
っ
て
設
立
さ
れ
た
国
立
民
族
学
博
物
館
(
以
下
民
博
と
略
称
)
に
つ
い
て
も



い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
梅
樟
は
、
こ
の
『
知
的
生
産
の
技
術
』
と
民
博
と
を
対
と
な
る
補
完
物
と
し
て
み
よ
う
と
し
て
い
た
と

も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

民
博
の
設
立
準
備
に
伴
う
多
忙
さ
の
た
め
、
『
知
的
生
産
の
技
術
』
の
続
編
の
連
載
を
中
断
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
七
三
年
、
そ
の
連

載
が
「
尻
き
れ
ト
ン
ボ
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
「
い
い
わ
け
」
の
た
め
に
お
こ
な
っ
た
講
演
「
民
族
学
と
博
物
館
」
は
、
ま
さ
に
こ

{
回
出
)

の
二
つ
が
不
可
分
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
き
わ
め
て
た
か
い
知
的
水
準
に
達
し
た
今
日
の
国
民
大
衆
」
の
知
的
欲
求

「記憶Jと「記録Jの狭間で

に
応
え
、
そ
の
人
々
が
発
信
す
る
情
報
の
基
礎
と
し
て
民
族
学
博
物
館
の
意
義
を
強
調
す
る
梅
梓
に
と
っ
て
、
閉
じ
く
情
報
化
社
会
の

な
か
で
の
市
民
の
能
動
的
な
情
報
発
信
の
方
法
を
説
い
た
『
知
的
生
産
の
技
術
』
と
は
、
補
完
的
関
係
に
あ
る
二
つ
の
存
在
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
民
博
は
、
知
識
を
集
積
し
、
分
類
し
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
「
日
本
の
政
治
、
経
済
、
外
交
に
対
し

て
有
益
な
情
報
」
を
提
供
で
き
る
地
域
研
究
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
も
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
梅
梓
に
お
い
て
そ
の
こ
と
は
、
市
民
を

(
m
M
}
 

対
象
と
す
る
『
知
的
生
産
の
技
術
』
の
延
長
線
上
に
あ
る
民
博
と
い
う
姿
と
背
反
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
不
特
定
多
数
の

市
民
が
利
用
で
き
る
た
め
に
は
そ
の
情
報
は
徹
底
的
な
「
記
録
」
化
を
経
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
、
「
記
録
」
化
さ
れ
た
情
報
は
、
市

民
に
お
い
て
も
政
府
に
お
い
て
も
等
価
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
市
民
の
情
報
発
信
の
障
害
を
排
除
す
る

(
削
凶
}

た
め
な
ら
ば
、
官
僚
機
構
や
経
済
界
と
の
つ
な
が
り
を
強
め
る
こ
と
に
も
決
し
て
踊
躍
し
な
い
の
が
梅
樟
の
流
儀
で
あ
っ
た
。

梅
樟
の
政
策
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、
既
に
戦
中
の
「
探
検
と
地
政
学
」
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
梅
梓
は
、
文
献
資
料
に

頼
る
従
来
の
歴
史
研
究
、
「
政
治
史
あ
る
ひ
は
文
化
史
」
を
主
要
な
対
象
と
す
る
歴
史
研
究
は
、
「
文
献
的
資
料
が
歴
史
的
叙
述
を
可
能

な
ら
し
め
得
る
ほ
ど
豊
富
な
地
域
」
の
み
を
対
象
と
し
、
そ
れ
以
外
の
地
域
を
人
聞
の
「
歴
史
が
存
在
せ
ぬ
地
域
」
と
し
て
放
逐
し
て

49 

い
る
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
「
歴
史
が
存
在
せ
ぬ
土
地
」
を
有
効
に
「
開
発
」
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
探
検
の
重
要
性
を
説
く
の
で
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ぁ

モS侵
略
に
与
す
る
御
用
学
者
と
い
う
像
す
ら
浮
か
び
上
が
る
か
も
し
れ
な
い
部
分
で
は
あ
る
が
、
現
実
に
お
い
て
梅
梓
が
政
策
に
関
与

で
き
る
可
能
性
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
。
確
か
に
探
検
に
は
軍
の
協
力
が
不
可
欠
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
の
こ
と
は
た
だ
ち
に
探
検
が
現
実

の
政
策
に
関
与
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
梅
梓
は
声
高
に
、
探
検
と
政
策
と
の
結
び
付
き
を
主
張
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
戦
後
の
梅
梓
の
行
動
に
あ
る
だ
ろ
う
。

五
五
年
の
カ
ラ
コ
ラ
ム
・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
学
術
探
検
隊
が
記
録
映
画
『
カ
ラ
コ
ル
ム
」

の
制
作
に
協
力
す
る
と
と
も
に
新
聞
に
数
多

く
の
記
事
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
後
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
深
い
関
わ
り
を
生
む
こ
と
と
な
る
。
五
九
年
に
は
梅
梓
自
身
が
朝
日
放

送
の
番
組
審
議
会
の
委
員
を
務
め
、
そ
れ
は
「
情
報
産
業
論
」
(
『
放
送
朝
日
』

一
九
六
三
年
一
月
号
、
後
に
同
年
三
月
の
『
中
央
公
論
』

に
転
載
)
を
晴
矢
と
す
る
情
報
論
と
い
う
新
た
な
フ
ィ
ー
ル
ド
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、
梅
悼
を
大
阪
万
博
の
プ
ラ
ン
ナ
ー
へ
と
導

(

郎

)

(

肘

引

)

く
こ
と
と
な
る
。
最
終
的
に
は
、
当
時
の
首
相
で
あ
る
佐
藤
栄
作
の
万
国
博
開
催
演
説
原
稿
を
代
筆
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
-
。

こ
の
経
歴
こ
そ
梅
樟
が
国
立
民
族
学
博
物
館
設
立
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
な
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
た
だ
梅
樟
が
状
況
に
流
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
こ
に
は
、
戦
中
は
果
た
せ
な
か
っ
た
政
策

へ
の
関
与
を
、
積
極
的
に
進
め
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
す
ら
見
え
る
。

「
序
説
」
が
発
表
さ
れ
た
五
七
年
、
「
ま
だ
未
開
拓
の
東
南
ア
ジ
ア
す
な
わ
ち
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ビ
ル
マ
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
」
に
既
に
進
出
し
て
い
る
日
本
の
企
業
と
「
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
」
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
、
東
南
ア
ジ
ア
探
検
の
未
来
を
明
る
く
す
る

(ω
∞} 

と
梅
梓
は
述
べ
る
。
だ
が
六

0
年
代
、
探
検
を
通
じ
て
政
策
へ
の
関
与
を
強
め
る
に
つ
れ
梅
樟
は
、
企
業
や
政
府
な
ど
と
の
関
わ
り
を

深
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

日
本
企
業
が
進
出
し
た
地
域
を
よ
り
う
ま
く
開
発
す
る
た
め
に
人
類
学
が
い
か
に
役
立
つ
か
と
い
う
こ
と
が



語
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

(ω) 
ヲ@。

そ
の
貢
献
の
た
め
の
中
心
拠
点
と
し
て
民
博
の
設
立
が
佐
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
否
め
な
い
事
実
で
あ

(
卯
)

だ
が
同
時
に
梅
樟
が
民
博
を
「
あ
た
ら
し
い
タ
イ
プ
の
「
市
民
運
動
」
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、
そ
の
な
か

(
m
m
}
 

か
ら
は
梅
樟
が
目
指
し
た
「
文
化
の
国
際
交
流
」
の
前
提
と
し
て
の
「
「
国
民
文
化
」
研
究
」
を
批
判
す
る
、
新
た
な
研
究
の
枠
組
み
が

「記憶Jと「記録」の狭間で

生
ま
れ
て
き
て
も
い
る
。
「
記
録
」
化
の
徹
底
は
、
「
記
録
」
化
と
い
う
作
業
そ
の
も
の
の
不
可
能
性
を
指
し
示
す
よ
う
に
も
な
っ
て
き

(
m出
)

て
い
る
。
「
カ
l
ド
は
精
神
を
不
毛
に
す
る
か
ど
う
か
も
、
や
っ
て
み
た
う
え
で
の
こ
と
だ
」
と
の
梅
樟
の
言
葉
が
、
今
ま
さ
に
試
さ
れ

ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
只
中
で
、
あ
れ
か
/
こ
れ
か
の
二
者
択
一
で
な
い
方
向
性
が
私
た
ち
に
は
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

玉
、
終
わ
り
に

梅
樟
忠
夫
と
い
う
存
在
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
。
こ
の
命
題
は
お
そ
ら
く
、
思
想
を
ど
の
よ
う
じ
捉
え
る
と
い
う
命
題
と
同
じ

も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
小
熊
の
よ
う
に
思
想
を
、
個
人
の
思
想
家
に
よ
っ
て
文
字
と
し
て
書
か
れ
た
過
去
の
資
料
と
し
て
の
み
扱
う

な
ら
ば
、
梅
悼
と
は
全
く
陳
腐
で
相
手
に
す
る
価
値
も
な
い
存
在
と
し
て
し
か
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。
文
字
と
文
字
、
テ
ク
ス
ト

と
テ
ク
ス
ト
と
の
間
隙
に
あ
る
、
言
葉
に
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
を
、
国
民
感
情
な
ど
と
し
て
で
は
な
く
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
な
い
な
ら
ば
、

お
そ
ら
く
永
久
に
梅
樟
と
い
う
存
在
は
放
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
は
高
度
経
済
成
長
も
日
本
企
業
の
海

外
進
出
も
関
係
な
い
、
も
し
く
は
単
に
そ
れ
に
従
属
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
い
う
、

ひ
ど
く
痩
せ
こ
け
た
思
想
の
姿
し
か
浮
か
び
上
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が
っ
て
こ
な
い
。
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お
そ
ら
く
思
想
史
研
究
に
も
通
底
す
る
だ
ろ
う
そ
の
問
題
点
と
は
、
思
想
が
現
代
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
国
民
国
家

や
日
本
社
会
の
連
続
性
と
い
う
以
外
の
連
続
性
に
お
い
て
今
な
お
生
き
続
け
て
い
る
も
の
と
し
て
思
想
を
読
む
こ
と
が
、
行
な
わ
れ
て

こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

私
た
ち
は
梅
樟
が
提
示
し
た
地
域
研
究
の
方
法
か
ら
離
れ
て
地
域
研
究
を
構
想
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
な
か
に
存
在
し
て
い

る
。
た
と
え
梅
梓
の
名
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
そ
の
影
響
力
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
私
た
ち
を
縛
っ
て
い
る
と
も
い
え
る

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
私
た
ち
は
、
梅
樟
の
生
き
、
今
な
お
生
き
て
い
る
現
代
、
後
期
資
本
主
義
の
現
代
に
今
な
お
生
き
て
い
る
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
梅
樟
と
は
、
対
象
と
し
て
十
分
に
歴
史
化
さ
れ
え
る
存
在
に
は
、
未
だ
な
り
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
だ
が
、
思
想
を
読
む
作
業
全
般
に
つ
い
て
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
思
想
を
読
む
と
は
、

そ
れ
を
客
観
的
な
対

象
と
し
て
の
み
突
き
放
す
の
で
は
な
く
、
今
な
お
生
き
て
い
る
存
在
と
し
て
蘇
ら
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
今
な
お
発
し
続

け
ら
れ
て
い
る
思
想
の
声
を
、
聞
き
取
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
様
々
に
絡
み
合
っ
た
そ
の
声
を
、
国
民
や
社
会
と
い
う
概

念
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
捉
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

だ
が
私
た
ち
は
未
だ
、
現
代
と
い
う
時
代
を
見
る
た
め
の
方
法
を
手
に
入
れ
て
は
い
な
い
し
、
手
に
入
る
も
の
で
も
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。
あ
く
ま
で
そ
の
な
か
で
も
が
く
だ
け
し
か
方
法
は
遣
さ
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
必
然
的
に
、
現
在
の
地
点
か
ら
思

想
を
裁
断
し
た
く
な
る
誘
惑
は
、
絶
え
ず
訪
れ
る
こ
と
と
な
る
。

確
か
に
九
八
年
に
は
、
「
デ
ッ
サ
ン
」
で
し
か
な
か
っ
た
自
ら
の
「
序
説
」
を
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
崩
壊
や
来
る
べ
き
太
平
洋
地
域
の

{
m
m
)
 

海
洋
国
家
連
合
に
お
け
る
日
本
の
役
割
を
予
言
し
た
書
と
す
る
こ
と
で
そ
の
可
能
性
の
芽
を
つ
ぶ
す
梅
樟
が
い
る
。
鶴
見
や
竹
内
た
ち

が
評
価
し
よ
う
と
し
た
文
脈
か
ら
遠
く
離
れ
て
し
ま
っ
た
現
在
の
梅
樟
が
い
る
。



だ
が
そ
の
梅
樟
を
現
在
の
立
場
か
ら
倫
理
的
に
裁
断
し
て
も
、
有
効
な
批
判
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
は
今
ま
で
論
じ
て
き
た
通
り
で

あ
る
。
む
し
ろ
私
た
ち
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
梅
樟
の
残
し
た
様
々
な
遺
産
、
私
た
ち
が
言
葉
を
発
し
語
る
と
き
に
絶
え
ず
関
わ
る

そ
の
遺
産
を
ど
の
よ
う
に
逆
用
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
思
想
を
使
う
」
こ
と
を
提
唱
し
た
梅
樟
を
「
使
う
」

こ
と
が
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ま
少
し
私
た
ち
は
、
梅
樟
と
い
う
こ
の
迷
宮
に
さ
ま
よ
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
の
な
か
で
こ
そ
、
簡
単
に
峻
別
で
き
な
い
梅
梓
の
危
険
性
と
可
能
性
と
は
、
姿
を
現
わ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「記憶Jと「記録Jの狭間で53 

註

(
1
)

「
汚
辱
の
記
憶
を
め
ぐ
っ
て
」
『
群
像
』
一
九
九
五
年
三
月
号
。

{
2
)

「
不
穏
な
墓
標
/
「
悼
み
」
の
政
治
学
と
「
対
抗
」
記
念
碑

l
l
加
藤
典
洋
『
敗
戦
後
論
』
を
読
む
」
『
世
界
』
別
冊
六
五
五
号
、

九
八
年
一

O
月
号
。

(
3
)

『
〈
民
主
v

と
〈
愛
国
V

』
八
二
九
頁
。

(
4
)

『
〈
民
主
〉
と
〈
愛
国
〉
』
八
二
七
頁
。

(
5
)

『
〈
民
主
v
と
〈
愛
国
V

』
八
二
九
頁
。

{
6
)

「
筆
者
の
著
作
で
あ
る
前
掲
『
〈
民
主
〉
と
〈
愛
国
V

』
で
は
「
戦
後
思
想
と
は
戦
争
体
験
の
思
想
化
で
あ
っ
た
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
打

ち
出
し
た
。
そ
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
清
水
の
著
作
が
「
戦
後
思
想
」
の
範
噌
に
入
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
彼
に
一
貫

し
た
「
思
想
」
が
存
在
し
た
の
か
も
疑
問
で
あ
ろ
う
。
清
水
は
「
戦
後
」
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
人
物
で
あ
り
、
ま
た
個
別
事
項

と
し
て
は
興
味
深
い
存
在
で
あ
る
が
、
上
記
の
よ
う
な
理
由
か
ら
「
戦
後
思
想
」
を
テ
l
マ
と
し
た
『
〈
民
主
v

と
〈
愛
国
v

に
は
収
録

せ
ず
、
別
個
の
論
文
と
し
て
公
表
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
」
小
熊
『
清
水
幾
多
郎
あ
る
戦
後
知
識
人
の
軌
跡
』
御
茶
の

水
書
房
二

O
O三。

(
7
)

『
〈
民
主
v
と
〈
愛
国
V

』
二
五
頁
。

九
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(
8
)

思
想
を
定
義
し
、
分
類
し
て
い
く
分
析
者
と
し
て
の
自
ら
へ
の
小
熊
の
批
判
的
視
点
の
欠
如
は
、
最
初
の
著
作
『
単
一
民
族
神
話
の

起
源

l
l
「
日
本
人
」
の
自
画
像
の
系
譜
』
{
新
曜
社
一
九
九
五
)
の
書
評
で
富
山
一
郎
が
指
摘
し
た
問
題
が
、
未
だ
に
引
き
継
が
れ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
(
冨
山
「
小
熊
英
二
著
『
単
一
民
族
神
話
の
起
源
』
」
『
日
本
史
研
究
』
一
九
九
七
年
一
月
号
)
。

(
9
)

『
〈
民
主
V

と
〈
愛
国
V

』
八
二
九
頁
。

(
叩
)
歴
史
学
に
お
け
る
梅
梓
の
扱
い
に
つ
い
て
は
成
瀬
治
『
世
界
史
の
意
識
と
理
論
』
(
岩
波
書
底
一
九
七
七
)
を
参
照
。

{
日
)
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
に
よ
る
梅
棒
の
「
黙
殺
」
を
批
判
し
た
上
山
春
平
「
歴
史
観
の
模
索
」
(
『
思
想
の
科
学
』
一
九
五
九
年
一
一
月

号
)
は
、
逆
に
「
序
説
」
を
歴
史
認
識
の
問
題
系
の
な
か
に
定
置
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(
ロ
)
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
(
『
思
想
の
科
学
』
一
九
五
四
年
四
月
号
)
。

{
日
)
孫
歌
「
ア
ジ
ア
を
語
る
こ
と
の
ジ
レ
ン
マ
』
一
九
七
頁
岩
波
書
底
二

O
O
二。

(M)

鶴
見
俊
輔
・
上
野
千
鶴
子
・
小
熊
英
二
『
戦
争
が
遺
し
た
も
の
鶴
見
俊
輔
に
戦
後
世
代
が
聞
く
』
二

O
九
l
一
一
一
六
頁
(
新
曜
社

二
O
O四
)
参
照
。
ま
た
「
大
衆
路
線
」
期
の
五
四
年
、
『
思
想
の
科
学
』
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
竹
内
好
は
雑
誌
の
目
指
す
方

向
性
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
読
者
は
、
こ
の
雑
誌
全
体
が
あ
な
た
へ
あ
て
た
手
紙
だ
と
思
っ
て
、
こ
の
雑
誌
を
よ
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
私
た
ち
雑
誌
の
製
作

者
は
、
あ
な
た
が
た
読
者
と
ま
と
も
に
向
き
あ
っ
て
話
し
あ
う
姿
勢
で
、
雑
誌
を
作
っ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
」
(
竹
内
「
読
者

へ
の
手
紙
」
『
思
想
の
科
学
』
一
九
五
四
年
五
月
号
、
『
竹
内
好
全
集
』
一
三
巻
筑
摩
書
房
一
九
八

O
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
の
竹

内
の
引
用
は
『
竹
内
好
全
集
』
全
一
七
巻
(
筑
摩
書
房
一
九
八

O
i
八
一
}
か
ら
行
な
っ
た
。
)
。

{
国
)
国
民
的
歴
史
学
運
動
に
つ
い
て
は
遠
山
茂
樹
『
戦
後
の
歴
史
学
と
歴
史
意
識
』
(
岩
波
書
底
一
九
六
八
)
を
参
照
。

{
珂
)
鶴
見
俊
輔
「
大
衆
の
思
想
」
久
野
牧
・
鶴
見
俊
輔
・
藤
田
省
三
『
戦
後
日
本
の
思
想
』
一
二
三
'3
四
頁
勤
草
書
房
一
九
六
六

初
版
は
一
九
五
九
。

(
口
)
『
思
想
の
科
学
』
研
究
会
の
こ
の
よ
う
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
安
田
常
雄
「
民
主
主
義
科
学
と
「
思
想
の
科
学
」

l
l
戦
後
思
想
の
思

想
と
方
法
」
、
天
野
正
子
「
民
衆
思
想
へ
の
方
法
的
実
験
|
|
「
ひ
と
び
と
の
哲
学
」
か
ら
「
身
上
相
談
」
へ
の
位
相
」
(
と
も
に
安
田
・

天
野
編
『
戦
後
「
啓
蒙
」
思
想
の
遺
し
た
も
の
』
久
山
社
一
九
九
二
)
を
参
照
。



「記憶Jと「記録Jの狭間で

(
国
)
な
お
梅
梓
以
外
に
は
桑
原
武
夫
・
鶴
見
俊
輔
・
樋
口
謹
一
・
藤
岡
喜
愛
・
多
国
道
太
郎
が
参
加
し
て
い
た
。

(
凹
)
青
山
秀
夫
・
阿
部
行
蔵
・
岡
本
太
郎
・
南
博
「
『
人
間
科
学
の
事
典
』
ま
え
が
き
」
『
人
間
科
学
の
事
典
』
。

(
却
}
南
博
「
人
間
科
学
の
立
場
」
『
人
間
科
学
の
事
典
』
。

(
幻
}
例
え
ば
鶴
見
は
「
日
本
の
大
衆
的
な
思
考
」
に
内
在
す
る
、
「
お
金
を
か
せ
い
で
、
そ
れ
か
ら
円
満
な
家
庭
を
作
る
と
か
、
そ
う
い
う

こ
と
以
外
は
、
結
局
重
大
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
か
ん
が
え
る
や
つ
は
偽
善
者
」
だ
と
み
な
す
「
欲
望
ナ
チ
ュ

ラ
リ
ズ
ム
」
を
批
判
す
る
手
段
と
し
て
生
活
記
録
運
動
を
設
定
し
て
い
る
(
「
大
衆
の
思
想
」
一
二
七
頁
)
。
生
活
記
録
運
動
に
大
衆
批

判
の
視
座
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
鶴
見
の
意
図
が
ま
た
大
衆
文
化
研
究
に
も
通
底
し
て
い
る
こ
と
は
、
『
鶴
見
俊
輔
集
』
六
巻
(
筑
摩
書

房
一
九
九
一
}
を
参
照
。

(n)
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
。

(
お
)
「
ア
マ
チ

ι
ア
思
想
家
宣
言
」
。

(M}

「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
、

(
お
)
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
。

(
却
)
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
。

(
幻
)
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
。

(
犯
)
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
。

(
却
)
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
。

{
初
)
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
。

(
幻
)
「
『
思
想
の
科
学
』
の
四
十
三
年
間
に
、
創
刊
号
の
武
谷
三
男
「
哲
学
は
知
何
に
し
て
有
効
性
を
取
り
戻
し
得
る
か
」
と
梅
樟
忠
夫
の

「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
の
二
つ
が
、
そ
の
さ
し
示
す
コ

l
ス
か
ら
し
ば
し
ば
は
ず
れ
る
こ
の
コ

l
ス
か
ら
し
ば
し
ば
は
ず
れ
る

こ
の
雑
誌
に
つ
い
て
今
も
未
来
を
指
さ
し
て
お
り
、
そ
れ
は
梅
棒
の
退
会
以
後
も
か
わ
ら
な
い
。
「
思
想
の
科
学
』
は
草
野
球
と
お
な
じ

く
草
学
問
の
一
つ
の
場
で
あ
り
、
そ
れ
を
テ
l
ゼ
と
し
て
書
き
の
こ
し
た
の
が
梅
梓
忠
夫
で
あ
る
。
」
(
鶴
見
俊
輔
「
梅
樟
忠
夫
頒
」
『
『
梅

棒
忠
夫
著
作
集
』
第
五
巻
月
報
」
』
一
九
八
九
年
一

O
月
、
後
に
「
鶴
見
俊
輔
集
』
一

O
巻
筑
摩
書
房
一
九
九
二
、
に
収
録
)
。

55 
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(
泣
)
「
ア
マ
チ
ュ
ア
思
想
家
宣
言
」
。

(
お
)
「
本
会
設
立
の
趣
旨
」
『
京
都
探
検
地
理
学
会
年
報
』
第
三
輯
一
九
四
二
年
五
月
。

(
川
品
)
今
西
錦
司
「
三
ヶ
年
の
回
顧
」
『
京
都
探
検
地
理
学
年
報
』
第
三
輯
一
九
四
二
年
五
月
。

(
お
)
梅
樽
「
探
検
と
地
政
学
」
に
つ
い
て
は
山
野
正
彦
「
探
検
と
地
政
学
大
戦
期
に
お
け
る
今
西
錦
司
と
小
牧
実
繁
の
志
向
」
{
大
阪
市

立
大
学
『
人
文
研
究
』
五
一
巻
一
二
分
冊
一
九
九
九
)
を
参
照
。
た
だ
梅
樟
の
「
実
証
精
神
」
が
学
問
の
自
由
を
守
る
た
め
の
主
張

だ
っ
た
と
す
る
山
野
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
私
は
評
価
を
異
に
す
る
。

(
お
)
小
牧
賓
繁
「
探
検
と
地
政
学
」
『
地
理
論
叢
』
一
二
輯
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
地
理
学
教
室
編
一
九
四
二
。

(
幻
)
梅
樟
「
探
検
と
地
政
学
」
『
探
検
』
四
号
一
九
四
三
年
一

O
月。

(
招
)
梅
樟
「
探
検
と
地
政
学
」
。

{
却
)
梅
棒
「
探
検
と
地
政
学
」
。

(
叫
)
梅
樟
「
白
頭
山
を
越
え
て
満
洲
へ
」
『
京
都
探
検
地
理
学
年
報
』
第
二
輯
一
九
四
一
年
五
月
。

{
H
U
)

梅
樟
「
白
頭
山
を
越
え
て
満
洲
へ
」
。

(
必
)
「
白
頭
山
登
行
雑
記
」
『
今
西
錦
司
全
集
』
一
巻
講
談
社
一
九
七
四
、
初
出
は
一
九
三
五
年
。

(
必
)
「
白
頭
山
遠
征
に
つ
い
て
」
『
今
西
錦
司
会
集
』
一
巻
、
初
出
は
一
九
三
五
年
。

{
叫
)
「
白
頭
山
遠
征
に
つ
い
て
」
『
今
西
錦
司
全
集
』
一
巻
。

{
必
)
「
わ
た
く
し
は
い
ま
ま
で
は
、
探
検
と
い
う
言
葉
よ
り
も
、
遠
征
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
を
、
多
く
用
い
て
き
た
。
そ
の
関
係
で
あ
ろ
う

か
、
自
分
か
ら
探
検
に
出
か
け
る
な
ど
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
気
は
ず
か
し
さ
を
感
ず
る
」
(
「
探
検
の
前
夜
」
『
今
西
錦
司
全
集
』
一
巻
、

初
出
は
一
九
四
二
年
)
。

(
必
)
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
と
わ
が
登
山
界
の
現
状
」
『
今
西
錦
司
全
集
』
一
巻
、
初
出
は
一
九
三
六
。

(
幻
)
「
一
方
か
ら
い
え
ば
、
ま
だ
十
分
な
学
問
的
貢
献
の
能
力
が
な
い
青
年
学
徒
に
対
し
て
も
、
事
情
の
許
す
限
り
、
探
検
に
参
加
す
る
機

会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
将
来
ひ
と
か
ど
の
探
検
家
と
し
て
活
躍
す
る
た
め
に
は
、
若
い
う
ち
に
、
や
は
り
あ
る
程
度
の

経
験
と
訓
練
と
を
経
て
お
く
こ
と
が
、
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
「
探
検
の
前
夜
」
『
今
西
錦
司
全
集
』
一
巻
、
初
出
は
一
九
四
二



年。

(
必
)
土
倉
九
三
・
梅
樟
忠
夫
「
大
奥
安
嶺
探
検
の
技
術
面
よ
り
・
探
検
の
平
常
主
義
と
非
常
主
義
・
合
成
主
義
と
養
成
主
義
」
『
探
検
』
第
三

号
一
九
四
三
年
五
月
。

(
品
目
)
「
大
奥
安
嶺
探
検
の
技
術
面
よ
り
」
。

(
印
)
「
ア
ジ
ア
意
識
と
近
代
化
」
『
芽
』
八
号
一
九
五
三
年
七
月
。

(
日
)
「
ア
ジ
ア
意
識
と
近
代
化
」
。

{
臼
)
「
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
歴
史
理
論
l
個
人
歴
史
性
に
つ
い
て
」
『
思
想
』
一
九
五
一
年
二
月
号
。

(
回
}
「
ア
ジ
ア
意
識
と
近
代
化
」
。

{
同
)
「
生
活
綴
方
運
動
の
問
題
点
」
(
『
思
想
の
科
学
』
一
九
五
四
年
八
月
)
の
座
談
会
に
お
け
る
鶴
見
和
子
の
発
言
。

(
日
)
鶴
見
俊
輔
「
大
衆
の
思
想
」
一
二
三
1
四
頁
勤
草
書
房
一
九
六
六
初
版
は
一
九
五
九
。

(
回
)
「
二
つ
の
ア
ジ
ア
史
観
|
|
梅
樟
説
と
竹
山
説
」
『
竹
内
好
全
集
』
五
巻
。

(
町
)
「
二
つ
の
ア
ジ
ア
史
観
|
l
梅
棒
説
と
竹
山
説
」
。

(
珂
}
「
二
つ
の
ア
ジ
ア
史
観
|
l
梅
樟
説
と
竹
山
説
」
。

(
印
)
「
学
者
の
責
任
に
つ
い
て
」
『
展
望
』
一
九
六
六
年
六
月
号
、
引
用
は
「
竹
内
好
全
集
』
八
巻
(
筑
摩
書
房
一
九
八

0
1

(
印
)
鷲
田
小
漏
太
は
「
序
説
」
が
、
「
歴
史
的
現
実
の
本
質
は
、
そ
れ
が
発
生
し
た
起
源
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
は
じ
め
て
究
明
で
き
る
と
す
る
、

歴
史
起
源
説
H
歴
史
主
義
に
反
対
」
し
て
い
る
と
す
る
(
『
昭
和
思
想
全
史
』
三
二
四
頁
三
一
書
房
一
九
九
二
。

(
臼
)
「
序
説
」
、
引
用
は
『
文
明
の
生
態
史
観
』
中
央
公
論
社
・
中
公
文
庫
版
一
九
七
四
、
初
版
は
一
九
六
六
。

(
位
}
堀
田
善
衛
「
日
本
の
知
識
人
」
岩
波
講
座
「
現
代
思
想
』
一
一
巻
岩
波
書
底
一
九
五
七
年
一
一
月
。

{
回
)
「
(
「
序
説
」
が
出
た
五
七
年
は
l
引
用
者
)
社
会
的
に
は
戦
後
日
本
の
復
興
が
繁
栄
へ
の
ス
テ
ッ
プ
を
快
調
に
歩
み
は
じ
め
た
時
期
に

あ
た
る
。
敗
戦
の
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
立
ち
な
お
っ
て
日
本
人
が
「
自
己
証
明
」
を
強
〈
求
め
だ
し
た
時
代
で
あ
る
。
「
文
明
の
生
態
史
観
」

は
何
よ
り
も
力
強
い
日
本
人
の
「
自
己
証
明
」
と
読
め
る
」
(
青
木
保
「
明
る
い
文
明
論
|
|
梅
縛
忠
夫
」
言
論
は
日
本
を
動
か
す
⑨
『
文

明
を
批
評
す
る
』
講
談
社
一
九
八
六
)
。

「記憶Jと「記録Jの狭間で57 
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(
制
)
堀
田
の
こ
の
発
言
は
、
思
想
的
「
デ
ッ
ド
・
ロ
ッ
ク
」
(
「
座
談
会
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
」
『
世
界
』
一
九
五
八
年
五
月
号
、
参
加

者
は
他
に
竹
内
好
・
石
田
雄
・
加
藤
周
こ
の
な
か
で
諮
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
真
の
意
味
で
の
梅
樟
に
対
す
る
応
答
は
、
『
上
海
に
て
』

(
一
九
五
九
)
に
よ
っ
て
間
接
的
に
な
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
臼
)
『
知
的
生
産
の
技
術
」
一
二
頁
。

(
伺
}
『
知
的
生
産
の
技
術
』
一
八
頁
。

{
町
)
そ
の
点
、
「
企
業
界
・
技
術
界
・
教
育
界
の
多
く
の
か
た
が
た
の
共
鳴
」
を
得
て
、
組
織
を
能
率
的
に
運
営
す
る
能
動
的
な
個
人
を
創

造
し
よ
う
と
し
た
盟
友
川
喜
田
二
郎
『
発
想
法
』
(
中
央
公
論
社
一
九
六
七
、
引
用
は
同
室
固
ま
え
が
き
よ
り
)
と
同
じ
意
図
を
も
っ
て

い
た
と
い
え
よ
う
。

(
侃
)
こ
の
こ
と
は
川
喜
田
の
以
下
の
よ
う
な
発
言
か
ら
も
明
ら
か
と
な
る
。

「
今
西
錦
司
さ
ん
を
は
じ
め
、
私
の
学
問
の
先
達
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
道
を
教
え
て
く
れ
た
。
知
ら
れ
ざ
る
園
、
知
ら
れ
ざ
る
土
地

に
わ
け
入
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
聞
か
ら
取
材
す
る
。
そ
れ
ら
の
デ

l
タ
を
ノ

l
ト
に
書
き
つ
け
る
。
そ
こ
ま
で
は
先
輩
た
ち
が
指
導
し

て
く
れ
た
。
そ
こ
ま
で
は
先
輩
た
ち
が
指
導
し
て
く
れ
た
。
だ
が
、
そ
こ
か
ら
先
、
そ
れ
ら
の
揮
沌
た
る
デ
l
タ
を
、
ど
う
し
て
ま
と

め
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
も
う
坦
々
た
る
道
路
は
な
か
っ
た
。
」
(
『
川
喜
田
二
郎
著
作
集
』
五
巻
五
八
四
頁
中
央
公
論
社
一
九
九
六
三

(
的
}
『
知
的
生
産
の
技
術
』
四
一
頁
。

(
河
)
『
知
的
生
産
の
技
術
』
四
一
頁
。

(n)
「
知
的
生
産
の
技
術
』
五
四
頁
。

(η)
『
知
的
生
産
の
技
術
』
二
ハ
九
i
一
七

O
真。

(η)
『
東
南
ア
ジ
ア
紀
行
』
一
九
九
l
二
O
一
頁
中
央
公
論
証
・
中
公
文
庫
版
一
九
七
九
、
初
版
は
一
九
六
因
。

(
刊
)
『
東
南
ア
ジ
ア
紀
行
』
一
九
九
l
二
O
一頁。

(
花
)
「
精
神
の
網
」
『
図
書
』
一
九
六
五
年
四
月
、
引
用
は
『
現
代
の
青
春
』
(
旺
文
社
一
九
七
三
)
よ
り
。

(
沌
)
「
知
的
生
産
の
技
術
』
六
一
頁
。

(
円
)
「
戦
争
体
験
と
戦
後
体
験
|
世
代
の
な
か
の
断
絶
と
連
続
1

」
『
世
界
』
一
九
五
六
年
八
月
号
、
引
用
は
日
高
『
現
代
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』



「記憶Jと「記録Jの狭間で

(
勤
草
書
房
一
九
六
O
)
か
ら
行
な
っ
た
。

(
市
)
鶴
見
た
ち
ゃ
日
高
な
ど
に
よ
る
戦
争
体
験
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
例
え
ば
小
熊
に
よ
っ
て
は
、
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
が
増
え
て
き
た

こ
と
に
よ
っ
て
戦
争
体
験
が
失
わ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
戦
後
思
想
が
カ
を
失
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
だ
け
し
か
読
ま
れ
て
い
な
い

が
、
そ
の
読
み
は
議
論
に
お
け
る
実
践
的
な
側
面
を
全
く
捨
象
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
(
小
熊
宍
民
主
〉
と
〈
愛
国
V

』
五
五

九
1
六
三
頁
)
。

(
乃
)
「
戦
争
体
験
は
、
も
の
す
ご
い
勢
い
で
腐
食
し
て
い
る
ら
し
い
。
腐
る
ま
ま
に
ま
か
せ
る
の
も
一
案
だ
ろ
う
。
も
う
「
戦
争
体
験
」
と

い
う
こ
と
ば
も
廃
語
に
し
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
」
(
竹
内
「
「
戦
争
体
験
」
雑
感
」
「
思
想
の
科
学
』
一
九
六
四
年
八
月
、
引
用
は

『
竹
内
好
全
集
』
八
巻
)
。

(
加
)
「
方
法
と
し
て
の
ア
ジ
ア
」
、
武
田
清
子
編
『
思
想
史
の
方
法
と
対
象
』
創
文
社
一
九
六
て
引
用
は
『
竹
内
好
全
集
』
五
巻
か
ら
。

(
創
)
「
戦
争
体
験
の
一
般
化
に
つ
い
て
」
『
文
学
』
一
九
六
一
年
一
一
一
月
、
『
竹
内
好
全
集
』
八
巻
。

(
位
}
「
民
族
学
と
博
物
館
」
『
図
書
』
一
九
七
四
年
一
月
号
、
引
用
は
『
梅
樟
忠
夫
著
作
集
』
一
五
巻
一

O
八
頁
中
央
公
論
社
一
九
九

。。
(
邸
)
「
国
立
民
族
学
博
物
館
の
誕
生
」
『
文
部
時
報
』
一
九
七
五
年
一
月
、
『
梅
樟
忠
夫
著
作
集
』
一
五
巻
一
五
六
頁
。

(
加
)
梅
棒
の
官
僚
制
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
岡
本
太
郎
と
の
対
談
「
人
聞
の
根
源
的
な
生
命
力
」
『
民
博
誕
生
』
{
中
央
公
論
社
一

九
七
八
)
を
参
照
。

(
部
)
梅
樟
「
探
検
と
地
政
学
」
。

(
部
)
「
東
京
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
ひ
ら
か
れ
た
の
は
一
九
六
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ぎ
は
大
阪
で
万
国
博
が
開
催
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
の
で
、
わ
た
し
た
ち
は
模
索
を
は
じ
め
た
。
こ
の
話
を
最
初
に
も
っ
て
き
た
の
は
、
当
時
朝
日
放
送
の
広
報
誌
『
放
送
朝
日
』

を
編
集
し
て
い
た
り
和
鋭
氏
と
五
十
嵐
道
子
さ
ん
で
あ
っ
た
。
」
梅
樟
『
行
為
と
妄
想
わ
た
し
の
履
歴
書
』
一
九
一
頁
(
中
央
公
論
社
・

中
公
文
庫
版
二

O
O
二
、
初
版
は
一
九
九
七
)
。

(
釘
)
梅
梓
『
行
為
と
妄
想
わ
た
し
の
履
歴
書
』
八
・
九
章
を
参
照
。

(
回
)
「
(
座
談
会
)
夢
は
ア
ジ
ア
を
か
け
め
ぐ
る
海
外
へ
出
か
け
る
京
大
生
」
(
参
加
者
は
梅
棒
忠
夫
・
本
多
勝
一
・
岩
坪
五
郎
・
岡
崎
正
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孝
・
田
中
琢
)
『
学
園
新
聞
』
八
八
六
号
一
九
五
七
年
五
月
二

O
目。

(
的
)
「
経
済
開
発
と
人
類
学
」
『
研
修
』
一
九
六
九
年
二
月
号
、
引
用
は
『
地
球
時
代
の
日
本
人
』
(
中
央
公
論
社
・
中
公
文
庫
版

。
、
初
版
は
一
九
七
四
)
。

(
卯
)
小
松
左
京
と
の
対
談
「
市
民
と
博
物
館
」
『
民
博
誕
生
』
。

(
m
m
)

「
国
立
民
族
学
博
物
館
の
誕
生
」
「
梅
棒
忠
夫
著
作
集
』
一
五
巻
一
五
七
頁
。

{
位
)
『
知
的
生
産
の
技
術
』
六
二
頁
。

(
回
}
川
勝
平
太
と
の
対
談
「
日
本
よ
、
縦
に
飛
べ

f
l
l
文
明
の
未
来
を
語
る
」
『
文
義
春
秋
』
一
九
九
八
年
八
月
号
、
後
に
梅
樟
編
『
文

明
の
生
態
史
観
は
い
ま
』
(
中
央
公
論
新
社
二

O
O
こ
に
「
日
本
文
明
の
未
来
を
か
た
る
」
と
改
題
し
て
収
録
。

(
大
学
院
後
期
課
程
学
生
)

一
九
八
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SUMMARY 

Between "Memory" and "Record": on the Experience of 
Tadao Umesao in Wartime and Postwar Era 

Shigeyuki HANAMORI 

This paper, focusing on Tadao Umesao (1920-), a Japanese 
anthropologist, aims to criticize the method of the study about postwar 
Japanese thought, and remap the politics of memory in postwar Japan. 

In the study of postwar Japanese, texts having written by post
war scholars, though containing plural and complex meanings, are 
treated as only materials, from which researchers seem to extract only 
one meaning. 

Principally, I have made clear the complex expression of memory 
in the postwar text, through analyzing Umesao's two texts, "the Decla
ration of an Amature Thinker" (1954), and "Technique for the Intel
lectual production" (1968). 

In wartime era, Umesao went to colonies, trust territories and the 
occupied area of Japan, and those experiences became essential for 

Umesao's fieldwork tech-nique. 
Umesao analyzed the postwar Japanese society by using the same 

technique in wartime. His memory and experience in wartime were 
expressed complexly through the presentation of the technique and 
method of anthropology. 

Believing the superiority of technique to thought, Umesao could 
criticize the contemporary intellectuals. His critique to the authority of 
contemporary intellectuals is also connected with the critique of 
colonialism. Accomplishing the critique, he even collaborated with the 
government and the bureaucracy as if he compensated for the fail of 
the collaboration with Japanese Empire in wartime. 


