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『
学
問
の
独
立
』
緒
言

　
近
年
、
我
が
日
本
に
お
い
て
、
都と
鄙ひ
上
下
の
別
な
く
、
学
問
の
流
行
す
る

こ
と
、
古
来
、
未
だ
そ
の
比
を
見
ず
。
実
に
文
運
降
盛
の
秋とき
と
称
す
べ
し
。

然
る
に
、
時
運
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
、
人
民
、
字
を
知
る
と
と
も
に
大
い

に
政
治
の
思
想
を
喚
起
し
て
、
世
事
せ
い
じ
よ
う
や
く
繁
多
な
る
に
際
し
、
政
治
家

の
一
挙
一
動
の
た
め
に
、
併
せ
て
天
下
の
学
問
を
左
右
進
退
せ
ん
と
す
る
の

勢
な
き
に
非
ず
。
実
に
国
の
た
め
に
歎
ず
る
に
堪
え
ず
と
て
、
福
沢
先
生
一

篇
の
論
文
を
立
案
し
、 

中 

上 

川 

な
か
み
が
わ

先
生
こ
れ
を
筆
記
し
、
「
学
問
と
政
治
と

分
離
す
べ
し
」
と
題
し
て
、
連
日
の
『
時
事
新
報
』
社
説
に
登
録
し
た
る
が
、
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大
い
に
学
者
な
ら
び
に
政
治
家
の
注
意
を
惹ひ
き
来
り
て
、
目
下
正
に
世
論
実

際
の
一
問
題
と
な
れ
り
。
よ
っ
て
今
、
論
者
諸
賢
の
た
め
全
篇
通
読
の
便
利

を
計
り
、
こ
れ
を
重
刊
し
て
一
冊
子
と
な
す
と
い
う
。

　
　
明
治
一
六
年
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
者
識
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学
問
の
独
立

　
学
問
も
政
治
も
、
そ
の
目
的
を
尋
ぬ
れ
ば
、
と
も
に
一
国
の
幸
福
を
増
進

せ
ん
と
す
る
も
の
よ
り
外
な
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
学
問
は
政
治
に
非
ず
し
て
、

学
者
は
政
治
家
に
異
な
り
。
け
だ
し
そ
の
異
な
る
ゆ
え
ん
は
何
ぞ
や
。
学
者

の
事
は
社
会
今
日
の
実
際
に
遠
く
し
て
、
政
治
家
の
働
は
日
常
人
事
の
衝
し
ょ
うに

あ
た
る
も
の
な
れ
ば
な
り
。
こ
れ
を
た
と
え
ば
、
一
国
は
な
お
一
人
の
身
体

の
如
く
に
し
て
、
学
者
と
政
治
家
と
相
と
も
に
こ
れ
を
守
り
、
政
治
家
は
病

に
あ
た
り
て
治
療
に
力
を
用
い
、
学
者
は
平
生
の
摂
生
法
を
授
く
る
者
の
如

し
。  

開    

闢  

か
い
び
ゃ
く

以
来
今
に
い
た
る
ま
で
、
智
徳
と
も
に
不
完
全
な
る
人
間
社

5



会
は
、
一
人
の
身
体
い
ず
れ
の
部
分
か
必
ず  

痛    

所  

い
た
み
ど
こ
ろ
あ
る
も
の
に
異
な
ら

ず
。
治
療
に
任
ず
る
政
治
家
の
繁
忙
な
る
、
も
と
よ
り
知
る
べ
し
。
然
る
に

学
者
が
平
生
よ
り
養
生
の
法
を
説
き
て
社
会
を
警
い
ま
しむ
る
こ
と
あ
れ
ば
、
あ
る

い
は
そ
の
病
や
ま
いを
未
発
に
防
ぎ
、
あ
る
い
は
た
と
い
発
病
に
及
ぶ
も
、
大
病
に

い
た
ら
ず
し
て
癒いゆ
る
を
得
べ
し
。
す
な
わ
ち
間
接
の
働
に
し
て
、
学
問
の
力

も
ま
た
大
な
り
と
い
う
べ
し
。

　
過
日
、
『
時
事
新
報
』
の
社
説
に
も
い
え
る
如
く
（
一
月
一
一
日
社
説
）
、

我
が
開
国
の
初
め
攘
夷
論
の
盛
な
る
時
に
あ
た
り
て
も
、
洋
学
者
流
が
平
生

よ
り
西
洋
諸
国
の
事
情
を
説
き
て
、
あ
た
か
も
日
本
人
に
開
国
の
養
生
法
を

授
け
た
る
に
非
ず
ん
ば
、
我
が
日
本
は
鎖
国
攘
夷
病
に
斃たお
れ
た
る
や
も
計
る

べ
か
ら
ず
。
学
問
の
効
力
、
そ
の 

洪  

大 

こ
う
だ
い

な
る
こ
と
か
く
の
如
し
と
い
え
ど
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も
、
そ
の
学
者
を
し
て
た
だ
ち
に
今
日
の
事
に
あ
た
ら
し
め
ん
と
す
る
も
、

あ
る
い
は
実
際
の
用
を
な
さ
ざ
る
こ
と
、
世
界
古
今
の
例
に
少
な
か
ら
ず
。

 

摂 

生 
学 

せ
っ
せ
い
が
く
専
門
の
医
師
に
し
て
当
病
の
治
療
に
活
溌
な
ら
ざ
る
も
の
と
一
様

の
道
理
な
ら
ん
。

　
さ
れ
ば
、
学
問
と
政
治
と
は
ま
っ
た
く
こ
れ
を
分
離
し
て
相
互
に
混
同
す

る
を
得
せ
し
め
ざ
る
こ
と
、
社
会
全
面
の
便
利
に
し
て
、
そ
の
双
方
の
本
人

の
た
め
に
も
ま
た
幸
福
な
ら
ん
。
西
洋
諸
国
に
て
も
、
執
政
の
人
が
文
学
の

差
図
し
て
世
の
害
を
な
し
、
有
名
な
る 

碩  

学 

せ
き
が
く

が
政
壇
に
上
り
て
人
に
笑
わ

れ
た
る
の
例
も
あ
り
。
ま
た
、
我
が
封
建
の
諸
藩
に
お
い
て
、
老
儒
先
生
を

重
役
に
登
用
し
て
何
等
の
用
も
な
さ
ず
、
か
え
っ
て
藩
土
の
た
め
に
不
都
合

を
起
し
て
、
そ
の
先
生
も
つ
い
に
身
を
喪
ほ
ろ
ぼし
た
る
も
の
少
な
か
ら
ず
。
ひ
っ
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き
ょ
う
、
摂
生
法
と
治
療
法
と
相
混
じ
た
る
の
罪
と
い
う
べ
き
も
の
な
り
。

　
学
問
と
政
治
と
分
離
す
る
こ
と
、
国
の
た
め
に
は
た
し
て
大
切
な
る
も
の

な
り
と
せ
ば
、
我
が
輩
は
、
今
の
日
本
の
政
治
よ
り
今
の
日
本
の
学
問
を
分

離
せ
し
め
ん
こ
と
を
祈
る
者
な
り
。
す
な
わ
ち
文
部
省
及
び
工
部
省
直
轄
の

学
校
を
、
本
省
よ
り
離
別
す
る
こ
と
な
り
。
そ
も
そ
も
維
新
の
初
に
は
百
事

皆みな
創
業
に
か
か
り
、
こ
れ
は
官
に
支
配
す
べ
き
事
、
そ
れ
は
私し
に
属
す
べ
き

も
の
と
、
明
ら
か
に
分
界
を
論
ず
る
者
さ
え
な
く
し
て
、
新
規
の
事
業
は
一

切
政
府
に
帰
し
、
工
商
の
細
事
に
い
た
る
ま
で
も
政
府
よ
り
手
を
出
だ
す
の

有
様
な
れ
ば
、
学
校
の
政
府
に
属
す
べ
き
は
む
ろ
ん
に
し
て
、
す
な
わ
ち
文

部
・
工
部
に
も
学
校
を
設
立
し
た
る
ゆ
え
ん
な
れ
ど
も
、
今
や
十
六
年
間
の

政
事
せ
い
じ
、
次
第
に
整
頓
す
る
の
日
に
あ
た
り
て
、
内
外
の
事
情
を
照
し
合
せ
、
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欧
米
文
明
国
の
事
実
を
参
考
す
れ
ば
、
我
が
日
本
国
に
お
い
て
、
政
府
が
た

だ
ち
に
学
校
を
開
設
し
て
生
徒
を
集
め
、
行
政
の
官
省
に
て
た
だ
ち
に
こ
れ

を
支
配
し
て
、
そ
の
官
省
の
吏
人
た
る
学
者
が
こ
れ
を
教
授
す
る
と
は
、
外

国
の
例
に
も
は
な
は
だ
稀まれ
に
し
て
、
今
日
の
時
勢
に
少
し
く
不
都
合
な
る
が

如
し
。

　
も
と
よ
り
学
問
の
事
な
れ
ば
、
行
政
官
の
学
校
に
学
ぶ
も
、
ま
た
い
ず
れ

の
学
問
所
に
学
ぶ
も
同
様
な
る
べ
き
に
似
た
れ
ど
も
、
政
治
社
会
の
実
際
に

お
い
て
然
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
け
だ
し
国
の
政
事
は
、
前
に
も
い
え
る
如
く
、

今
日
の
人
事
に
あ
た
り
て
臨
機
応
変
の
処
分
あ
る
べ
き
も
の
に
し
て
、
た
と

え
ば
饑
饉
に
は  

救    

恤  

き
ゅ
う
じ
ゅ
つ
の
備
え
を
な
し
、 
外  

患 
が
い
か
ん

に
は
兵
馬
を
用
意
し
、

紙
幣
下
落
す
れ
ば
金
銀
貨
を
求
め
、
貿
易
の
盛
衰
を
み
て
は
関
税
を
上
下
す
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る
等
、
俗
言
こ
れ
を
評
す
れ
ば 

掛  

引 

か
け
ひ
き

の
忙
わ
し
き
も
の
な
る
が
ゆ
え
に
、

も
し
も
国
の
学
校
を
行
政
の
部
内
に
入
る
る
と
き
は
、
そ
の
学
風
も
ま
た
、

お
の
ず
か
ら
こ
の
掛
引
の
た
め
に
左
右
せ
ら
る
る
な
き
を
期
す
べ
か
ら
ず
。

掛
引
は
日
夜
の
臨
機
応
変
に
し
て
、
政
略
上
に
も
っ
と
も
大
切
な
る
部
分
な

れ
ば
、
政
治
家
の
常
に
怠
る
べ
か
ら
ざ
る
事
な
れ
ど
も
、
学
問
は
一
日
一
夜

の
学
問
に
非
ず
、
容
易
に
変
易
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
も
と
よ
り
今
の
文
部
省
の
学
制
と
て
も
、
決
し
て
政
治
に
関
係
す
る
に
非

ず
。
そ
の
学
校
の
教
則
の
如
き
、
我
が
輩
の
見
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
大
な
る

異
論
あ
る
な
し
。
徳
育
を
重
ん
じ
智
育
を
貴
び
、
そ
の
術
学
、
た
い
が
い
皆
、

西
洋
文
明
の
元
素
に
と
り
て
、
体
育
養
生
の
法
に
い
た
る
ま
で
も
遺
す
と
こ

ろ
な
き
は
、
美
な
り
と
い
う
べ
し
と
い
え
ど
も
、
い
か
ん
せ
ん
、
こ
の
美
な
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る
学
制
を
施
行
す
る
者
が
、
行
政
官
の
吏
人
た
る
の
み
な
ら
ず
、
た
だ
ち
に

生
徒
に
接
し
て
教
授
す
る
者
も
ま
た
吏
人
に
し
て
、
か
つ
学
校
教
場
の
細
事

務
と
一
般
の
気
風
と
は
学
則
中
に
記
す
べ
き
に
も
非
ざ
れ
ば
、
そ
の
気
風
精

神
の
よ
り
て
生
ず
る
源
み
な
も
とは
、
こ
れ
を
目
下
の
行
政
上
に
と
ら
ざ
る
を
え
ず
。

而しこ
うし
て
そ
の
行
政
な
る
も
の
は
、
全
体
の
性
質
に
お
い
て
遠
年
に
持
続
す
べ

き
も
の
に
非
ず
。
ま
た
、
持
続
し
て
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
政
治

の
針
路
の
変
化
す
る
に
し
た
が
い
て
、
学
校
の
気
風
精
神
も
ま
た
変
化
せ
ざ

る
を
え
ず
。
学
問
の  

本    

色  

ほ
ん
し
ょ
く

に
背そむ
く
も
の
と
い
う
べ
し
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
政
治
は
活
溌
に
し
て
動
く
も
の
な
り
、
学
問
は
沈
深

に
し
て
静
な
る
も
の
な
り
。
静
者
を
し
て
動
者
と
歩
を
と
も
に
せ
し
め
ん
と

す
、
そ
の
際
に
幣
を
見
る
な
か
ら
ん
と
す
る
も
得
べ
か
ら
ず
。
た
と
え
ば
、
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青
年
の
学
生
に
し
て
漫
み
だ
りに
政
治
を
談
じ
、
ま
た
は
政
談
の
新
聞
紙
等
を
読
み

て
世
間
に  

喋    

々  

ち
ょ
う
ち
ょ
う
す
る
は
、
我
が
輩
も
好
ま
ざ
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
こ
れ

を
と
ど
む
る
は
す
な
わ
ち
静
者
を
し
て
静
な
ら
し
め
、
学
者
の
た
め
に
学
者

の
本
色
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
の
趣
意
な
れ
ど
も
、
も
し
も
こ
れ
を
と
ど
む

る
者
が
行
政
官
吏
の
手
よ
り
出
ず
る
と
き
は
、
学
者
の
た
め
に
す
る
に
か
ね

て
ま
た
、
行
政
の
便
利
の
た
め
に
す
る
の
嫌
疑
な
き
を
得
ず
。

　
然
る
に
行
政
の
性
質
は
も
っ
と
も
活
溌
に
し
て
、
随
時
に
変
化
す
べ
き
が

ゆ
え
に
、
一
時
、
静
を
命
ず
る
も
、
ま
た
時
と
し
て
動
を
勧
む
る
な
き
を
期

す
べ
か
ら
ず
。
あ
る
い
は
他
の
動
者
に
反
対
し
て
静
を
守
る
の
極
端
は
、
己
お
の

れ
自
か
ら
静
の
境
界
を
こ
え
て
、
反
動
の
態てい
に
移
る
な
き
を
期
す
べ
か
ら
ず
。

ひ
っ
き
ょ
う
、
学
問
と
政
治
と
相
密
着
す
る
の
余
弊
な
ら
ん
。
我
が
輩
が
そ

12学問の独立



の
分
離
を
祈
る
ゆ
え
ん
な
り
。

　
学
問
と
政
治
と
密
着
せ
し
む
る
の
不
利
は
、
ひ
と
り
我
が
輩
の
発
明
に
非

ず
。
古
来
、
我
が
日
本
国
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
趣
旨
を
明
言
し
た
る
者
こ

そ
な
け
れ
ど
も
、
実
際
に
お
い
て
そ
の
趣
旨
の
行
わ
れ
た
る
は
不
思
議
な
り

と
い
う
べ
し
。
往
古
の
事
は
し
ば
ら
く
さ
し
お
き
、
徳
川
の
時
代
に
お
い
て

中
央
政
府
は
む
ろ
ん
、
三
百
藩
に
も
儒
臣
な
る
者
を
置
き
、
子
弟
の
教
育
を

司
る
の
慣
行
に
し
て
、
こ
れ
を
尊
敬
せ
ざ
る
に
は
非
ず
、
藩
主
な
お
か
つ
儒

臣
に
対
し
て
は
師
と
称
す
る
ほ
ど
の
こ
と
に
し
て
、
栄
誉
少
な
か
ら
ず
と
い

え
ど
も
、
そ
の
こ
れ
を
尊
ぶ
や
、
た
だ
学
問
上
に
限
る
の
み
に
し
て
、
政
治

に
関
し
て
は
か
つ
て
儒
臣
の
喙
く
ち
ば
しを
い
れ
し
め
ず
、
は
な
は
だ
し
き
は
こ
れ
を

  

長    

袖  

ち
ょ
う
し
ゅ
う
の
身
分
と
称
し
て
、
神
官
、
僧
侶
、
医
師
の
輩
と
同
一
視
し
て
、
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政
庁
に
入
れ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
他
士
族
と
歯
よ
わ
いす
る
を
許
さ
ざ
る
の
風
な
り

き
。

　
徳
川
の
儒
臣 

林   

大   

学   

頭  

は
や
し
だ
い
が
く
の
か
み

は
、
世よ
よ々

大
学
頭
に
し
て
、
そ
の
身
分
は
、

  

老    

中  

ろ
う
じ
ゅ
う

、
若
年
寄
の
次
に
し
て
旗
下
の
上
席
な
れ
ど
も
、
徳
川
の
施
政
上

に
釐
毫
り
ご
う
の
権
力
を
持
た
ず
、
あ
る
い
は
国
家
の
大
事
に
あ
た
り
て
は
、
大
政

府
よ
り 

諮  

詢 

し
じ
ゅ
ん

の
こ
と
も
あ
れ
ど
も
、
た
だ
顧
問
に
と
ど
ま
る
の
み
。
け
だ

し
そ
の
然しか
る
ゆ
え
ん
は
、
武
人
の
政
府
、
文
を
軽
ん
ず
る
の
幣
な
ど
と
て
、

嘆
息
す
る
者
も
あ
り
し
か
ど
も
、
我
が
輩
の
所
見
は
ま
っ
た
く
こ
れ
に
反
し
、

政
府
の
文
武
に
か
か
わ
ら
ず
、
子
弟
の
教
育
を
司
る
学
者
を
し
て
政
事
に
参

与
せ
し
む
る
は
国
の
大
害
に
し
て
、
徳
川
の
制
度
・
慣
行
こ
そ
当とう
を
得
た
る

も
の
と
信
ず
る
な
り
。
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当
時
も
し
も
大
学
頭
を
し
て
実
際
の
行
政
官
た
ら
し
め
ん
か
、
林
家
り
ん
け
の
党

類
は
な
は
だ
多
く
し
て
、
い
ず
れ
も
論
説
に
は
富
む
者
な
れ
ば
、
政
府
の
中

に
た
ち
ま
ち
林
家
の
一
政
党
を
な
し
、
而
し
こ
うし
て
そ
の
党
類
の
力
、
よ
く
全
国

を
圧
倒
す
る
に
は
足
ら
ず
し
て
、
か
え
っ
て
反
対
の
敵
を
生
じ
、
林
家
支
配

の
官
立
学
校
に
て
政
談
の
主
義
は
か
く
の
如
し
、
こ
れ
を
実
際
に
施
し
た
る

政
府
の
針
路
は
云
々
と
称
す
れ
ば
、
都
下
の
家
塾
は
む
ろ
ん
、
地
方
に
も
藩

立
・
私
立
の
学
校
も
盛
な
れ
ば
、
あ
る
い
は
林
家
に
従
属
し
、
あ
る
い
は
こ

れ
に
反
対
し
、
学
問
の
談
論
よ
り
た
だ
ち
に
政
治
の
主
義
に
推お
し
及
ぼ
し
て
、

た
だ
に
中
央
政
府
中
の
不
和
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
い
は
全
国
の
変
乱
に
い
た

る
も
計
る
べ
か
ら
ざ
り
し
に
、
徳
川
政
府
の
始
終
、
か
つ
て
そ
の
弊
害
を
見

ざ
り
し
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
す
る
に
、
教
育
の
学
者
を
し
て
常
に
政
治
社
外
に

15



あ
ら
し
め
た
る
の 

功  

徳 

こ
う
と
く

と
い
わ
ざ
る
を
え
ざ
る
な
り
。

　
人
、
あ
る
い
は
い
わ
く
、
学
問
と
政
治
と
は
も
と
よ
り
異
な
り
、
異
な
る

が
ゆ
え
に
、
学
問
所
に
政
談
を
禁
じ
て
、
多
く
政
治
の
書
を
読
ま
し
め
ざ
る

な
り
、
そ
の
制
法
・
規
則
さ
え
定
ま
れ
ば
、
二
者
の
分
界
明
白
に
し
て
人
を

誤
る
こ
と
な
し
、
と
の
説
あ
れ
ど
も
、
た
だ
説
に
い
う
べ
く
し
て
、
教
育
の

実
際
に
行
わ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
言
な
り
。
た
と
い
、
い
か
な
る
法
則
を
設
け

て
学
問
所
を
検
束
す
る
も
、
い
や
し
く
も
そ
の
教
育
を
支
配
す
る
学
頭
に
し

て
行
政
部
内
の
人
な
れ
ば
、
教
育
を
受
く
る
学
生
を
禁
じ
て
政
治
の
心
な
か

ら
し
め
ん
と
す
る
は
、
難
易
を
問
わ
ず
し
て
ま
ず
そ
の
よ
く
す
べ
か
ら
ざ
る

を
知
る
べ
し
。

　
あ
る
い
は
生
徒
を
教
訓
警
戒
し
て
、
政
談
に
喋
々
す
る
な
か
れ
、
世
上
に
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何
々
を
談
ず
る
者
あ
り
、
何
々
に
熱
心
す
る
者
あ
り
、
は
な
は
だ  

心  

得  

こ
こ
ろ
え
ち
が

違  い
な
れ
ば
こ
れ
に
な
ら
う
な
か
れ
と
禁
ず
れ
ば
、
そ
の
禁
止
の
言
葉
の
中

に
お
の
ず
か
ら
他
の
党
派
に
反
対
し
て
こ
れ
を
嫌
忌
け
ん
き
す
る
の
意
味
を
含
有
す

る
が
ゆ
え
に
、
た
と
い
こ
れ
を
禁
じ
了おわ
る
も
、
そ
の
学
生
の
一
類
は
、
か
の

禁
止
の
言
中
、
お
の
ず
か
ら
政
治
の
意
味
あ
る
を
知
る
者
な
れ
ば
、
た
だ
口

に
こ
そ
政
ま
つ
り
ご
とを
談
ぜ
ざ
れ
ど
も
、
そ
の 

成  

跡 

せ
い
せ
き

は
あ
た
か
も
政
談
を
談
ぜ
ざ
る

の
政
党
た
る
べ
き
の
み
。

　
元
来
政
治
の
主
義
・
針
路
を
殊
に
す
る
は
、
異
宗
旨
の
如
き
も
の
に
し
て
、

た
と
え
ば
今
、 

法 

華 

宗 

ほ
っ
け
し
ゅ
う
の
僧
侶
が
衆
人
に
向
い
て
、
念
仏
を
唱
う
る
な
か

れ
と
い
う
の
み
に
て
、
あ
え
て
自
家
の
題
目
を
唱
え
よ
と
勧
む
る
に
は
非
ざ

る
も
、
そ
の
念
仏
を
禁
ず
る
の
際
に
、
法
華
宗
に 
教  

化 
き
ょ
う
げ

せ
ん
と
す
る
の
意

17



味
は
十
分
に
見
る
べ
き
が
如
し
。
結
局
、
学
校
の
生
徒
を
し
て
政
治
社
外
に

教
育
せ
ん
と
す
る
に
は
、
そ
の
首
領
な
る
者
が
、
真
実
に
行
政
の
外
に
あ
り

て
、
中
心
よ
り
無
偏
・
無
党
な
る
に
非
ざ
れ
ば
、
か
な
わ
ざ
る
こ
と
と
知
る

べ
し
。
真
実
に
念
仏
を
禁
じ
て
仏
法
の
念
な
か
ら
し
め
ん
と
欲
せ
ば
、
念
仏

も
禁
じ
題
目
も
禁
ず
る
か
、
ま
た
は
念
仏
も
題
目
も
、
と
も
に
嫌
忌
け
ん
き
せ
ず
し

て
勝
手
に
唱
え
し
め
、
た
だ
一
身
の
自
家
宗
教
を
信
ぜ
ず
し
て
、
こ
れ
を
放ほ

     

却   

う
き
ゃ
く

す
る
の
外
に
方
略
あ
る
べ
か
ら
ず
。

　
首
領
の
心
事
と
地
位
と
、
実
に
偏
党
な
き
に
お
い
て
は
、
そ
の
学
校
に
何

の
書
を
読
み
何
事
を
談
ず
る
も
、
な
ん
ら
の
害
を
も
な
さ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、

学
問
の
本
色
に
お
い
て
、
社
会
の
現
事
に 
拘  
泥 
こ
う
で
い

す
る
こ
と
な
く
し
て
、
目

的
を
永
遠
の
利
害
に
期
す
る
と
き
は
、
そ
の
読
書
談
論
は
、
か
え
っ
て
傍
観
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者
の
品
格
を
も
っ
て
、
大
い
に
他
の
実
業
家
を
警いま
し
む
る
の
大
効
を
奏
す
る

に
足
る
べ
し
。
前
に
い
え
る
林
家
及
び
そ
の
他
の
儒
流
、
な
お
上
り
て
徳
川

の
初
代
に
あ
り
て
は
天
海
僧
正
の
如
き
、
か
つ
て
幕
政
に
関
せ
ず
し
て
、
か

え
っ
て
時
と
し
て
大
い
に
政
機
を
助
け
た
る
は
、
決
し
て
偶
然
に
非
ざ
る
な

り
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
支
那
の  

趙    

宋  

ち
ょ
う
そ
う

に
お
い
て
学
者
の
朋
党
、
近
世
日
本

の
水
戸
藩
に
お
い
て
正
党
奸
党
の
騒
乱
の
如
き
は
、
い
ず
れ
も
皆
、
教
育
家

に
し
て
国
の
行
政
に
あ
ず
か
り
、
学
校
の
朋
党
を
も
っ
て
政
治
に
及
ぼ
し
、

政
治
の
党
派
論
を
も
っ
て
学
校
の
生
徒
を
煽
動
し
、
つ
い
に
そ
の
余
毒
を
一

国
の
社
会
に
及
ぼ
し
た
る
の
悪
例
な
り
。
教
育
の
首
領
た
る
者
が
学
校
の
生

徒
を
左
右
す
る
に
あ
た
り
て
は
、
も
と
よ
り
そ
の
首
領
の
意
見
次
第
に
て
、

19



他
の
学
校
と
主
義
を
殊
に
し
て
、
学
派
の
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
も
あ
ら
ん
、

は
な
は
だ
し
き
は
相
互
に
敵
視
す
る
こ
と
も
あ
ら
ん
と
い
え
ど
も
、
政
事
に

関
係
せ
ざ
る
間
は
た
だ
学
問
上
の
敵
対
に
し
て
、
武
術
の
流
儀
を
殊
に
し
、

書
画
の
風ふう
を
殊
に
す
る
も
の
に
ひ
と
し
く
、
毫ごう
も
世
の
妨
害
た
ら
ざ
る
の
み

な
ら
ず
、
か
え
っ
て
競
争
の
方
便
た
る
べ
し
と
い
え
ど
も
、
い
や
し
く
も
そ

の
学
派
を
し
て
政
治
上
の
性
質
を
帯
び
し
む
る
と
き
は
、
沈
静
の
色
は
た
ち

ま
ち
変
じ
て
苛
烈
活
動
の
働
を
現
わ
し
、
そ
の
禍
わ
ざ
わ
いの
い
た
る
と
こ
ろ
、
実
に

測
量
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
経
世
家
の
あ
く
ま
で
も
注
意
用
心
す
べ
き

と
こ
ろ
の
も
の
な
り
。

　
我
が
国
に
お
い
て
も
数
年
の
後
に
は
国
会
を
開
設
す
る
と
の
こ
と
に
し
て
、

世
上
に
は
往
々
政
党
の
沙
汰
も
あ
り
。
国
会
開
設
の
後
に
は
、
い
ず
れ
公
然
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た
る
党
派
の
政
治
と
な
る
こ
と
な
ら
ん
か
。
か
つ
て
日
本
に
先
例
も
な
き
こ

と
な
れ
ば
、
開
設
後
の
事
情
は
今
よ
り
臆
測
す
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
れ
ど

も
、
政
事
の
主
義
に
つ
い
て
は
、
色
々
に
仲
間
を
わ
か
ち
て
ず
い
ぶ
ん
喧
か
し
まし

き
こ
と
な
ら
ん
。
あ
る
い
は
政
府
が
随
時
に
交
代
す
る
こ
と
、
西
洋
諸
国
の

例
の
如
く
な
ら
ん
か
。
た
と
え
あ
る
い
は
交
代
せ
ざ
る
に
も
せ
よ
、
ま
た
交

代
す
る
に
も
せ
よ
、
政
の
針
路
は
随
時
に
変
更
せ
ざ
る
を
え
ず
。
然
る
時
に

あ
た
り
て
、
全
国
の
学
校
は
そ
の
時
の
政
府
の
文
部
省
に
附
属
し
、
教
場
の

教
員
に
い
た
る
ま
で
も
政
府
の
官
吏
に
し
て
、
政
府
の
針
路
一
変
す
れ
ば
学

風
も
ま
た
一
変
す
る
が
如
き
有
様
に
て
は
、
天
下
文
運
の
不
幸
こ
れ
よ
り
大

な
る
は
な
し
。

　
た
と
え
ば
政
府
の
当
局
者
が
、
貿
易
の
振
わ
ず
し
て
一
両
年
間
輸
出
入
の

21



不
平
均
な
る
を
憂
い
、
こ
れ
は
我
が
国
人
が
殖
産
工
商
の
道
に
迂
闊
う
か
つ
な
る
が

ゆ
え
な
り
、
工
業
起
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
商
法
講
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
て
、

し
き
り
に
こ
れ
を
奨
励
し
て
、
後
進
の
青
年
を
商
工
の
一
方
に
教
育
せ
ん
と

す
る
そ
の  
最    
中  
さ
い
ち
ゅ
う

に
、
外
国
政
治
上
の
報
告
を
聞
け
ば
、
近
来
は
な
は
だ

穏おだ
や
か
な
ら
ず
、
欧
洲
各
国
の
形
勢
云
々
な
る
の
み
な
ら
ず
、
近
く
隣
国
の
支
那

に
お
い
て
、
大
臣
某
氏
が
政
権
を
と
り
て
、
そ
の
政
略
は
か
く
の
如
し
、
あ

る
い
は
東
洋
全
面
の
風
波
も
計
る
べ
か
ら
ず
、
不ふ
虞ぐ
に
予
備
す
る
は  

廟    

び
ょ
う
さ

算  ん
の
極
意
ご
く
い
に
し
て
、
目
下
の
急
は
武
備
を
拡
張
し
て
士
気
を
振
起
す
る
に

あ
り
、
学
校
教
育
の
風
も
文
弱
に
流
れ
ず
し
て 

尚  

武 

し
ょ
う
ぶ

の
気
を
奨
励
す
る
こ

そ
大
切
な
れ
と
て
、
そ
の
針
路
に
向
う
と
き
は
、
さ
き
に
工
芸
商
法
を
講
習

し
て
ま
さ
に
殖
産
の
道
を
学
ば
ん
と
し
た
る
学
生
も
、
た
ち
ま
ち
経
済
書
を
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廃
し
て
兵
書
を
読
み
、
筆
を
投
じ
て  

戎    

軒  

じ
ゅ
う
け
ん

を
事
と
す
る
の
念
を
発
す
べ

し
。

　
少
年
の
心
事
、
そ
の
軟
弱
な
る
こ
と 

杞  

柳 

き
り
ゅ
う

の
如
く
、
他
の
指
示
す
る
と

こ
ろ
に
し
た
が
い
て
変
化
す
る
こ
と
、
は
な
は
だ
や
す
し
。
而しか
し
て
そ
の
指

示
の
原
因
は
い
ず
れ
よ
り
す
と
尋
ぬ
る
に
、
一
両
年
間
、
貿
易
輸
出
入
の
不

平
均
か
、
も
し
く
は
隣
国
一
大
臣
の
進
退
に
す
ぎ
ず
。
内
国
貿
易
の
景
況
、

隣
国
交
際
の
政
略
、
当
局
の
政
治
家
に
お
い
て
は
実
に
大
切
に
し
て 

等  

閑 

と
う
か
ん

に
附ふ
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
れ
ど
も
、
こ
れ
が
た
め
に
所
期
百
年
の
教
育
上

に
影
響
を
及
ぼ
す
と
は
憐
む
べ
き
次
第
な
ら
ず
や
。
か
く
政
治
と
学
問
と
密

着
す
る
と
き
は
、
甲
者
の
変
勢
に
さ
い
し
て
常
に
乙
者
の
動
揺
を
生
じ
、
そ

の
変
い
よ
い
よ
は
な
は
だ
し
け
れ
ば
そ
の
余
波
も
ま
た
、
い
よ
い
よ
劇
な
り
。
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こ
こ
に
一
例
を
あ
ぐ
れ
ば
、
旧
幕
府
の
時
代
、
江
戸
に
開
成
学
校
な
る
も

の
を
設
立
し
て
学
生
を
教
育
し
、
そ
の
組
織
ず
い
ぶ
ん
盛
大
な
る
も
の
に
し

て
、
あ
た
か
も
日
本
国
中
洋
学
の
中
心
と
も
称
す
べ
き
姿
な
り
し
が
、  

一  

い
っ
ち

  

朝  

ょ
う

幕
政
府
の 
顛  

覆 
て
ん
ぷ
く

に
際
し
て
、
生
徒
教
員
も
た
ち
ま
ち
四
方
に
散
じ
て

行
く
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
東
征
の
王
師
、
必
ず
し
も
開
成
校
を
敵
と
し
て
こ

れ
を
滅
ほ
ろ
ぼさ
ん
と
す
る
の
意
も
な
か
り
し
こ
と
な
ら
ん
と
い
え
ど
も
、
学
者
の

輩
が
か
く
も 

狼  

狽 

ろ
う
ば
い

し
て
、
一
朝
に
し
て
一
大
学
校
を  

空    

了  

く
う
り
ょ
う

し
て
、
日

本
国
の
洋
学
が
幕
府
と
と
も
に
廃
滅
し
た
る
は
何
ぞ
や
。
開
成
校
は
幕
政
府

中
の
学
校
に
し
て
、
時
の
政
治
に
密
着
し
た
る
が
ゆ
え
な
り
。

　
語
を
か
え
て
い
え
ば
、
開
成
校
は
幕
府
政
党
に
く
み
し
て
、
そ
の
生
徒
教

員
も
お
の
ず
か
ら
そ
の
党
派
の
人
な
り
し
が
ゆ
え
な
り
。
こ
の
輩
が
学
者
の
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本    

色  
ほ
ん
し
ょ
く

を
忘
却
し
て
世
変
に
眩
惑
し
、
目
下
の
利
害
を
論
じ
て
東
走
西
馳

に
忙
わ
し
く
し
、
あ
る
い
は 

勤  

王 

き
ん
の
う

と
い
い
、
ま
た
佐
幕
さ
ば
く
と
称
し
、
学
者
の

身
を
も
っ
て
政
治
家
の
事
を
行
わ
ん
と
し
た
る
の
罪
な
り
。

　
当
時
も
し
こ
の
開
成
校
を
し
て
幕
府
の
政
権
を
離
れ
、
政
治
社
外
に  

逍  

し
ょ
う

  

遥  

よ
う

し
て
真
実
に
無
偏
・
無
党
の
独
立
学
校
な
ら
し
め
、
そ
の
教
員
等
を
し

て
真
実
に
豪
胆
独
立
の
学
者
な
ら
し
め
な
ば
、
東
征
の
騒
乱
、
何
ぞ
恐
る
る

に
足
ら
ん
や
。
弾
丸
雨
飛
の
下もと
に
も
、
咿い
唔ご
の
声
を
断
た
ず
し
て
、
学
問
の

命
脈
を
持
続
す
べ
き
は
ず
な
り
し
に
、
学
校
組
織
の
不
完
全
な
る
と
学
者
輩

の
無
気
力
な
る
と
に
よ
り
、
つ
い
に
然
る
を
得
ず
し
て
、
見
る
に
忍
び
ざ
る

の
醜
体
を
呈
し
、
維
新
の
後
、
よ
う
や
く
文
部
省
の
設
立
に
逢
う
て
、
辛かろ
う

じ
て
日
本
の
学
問
を
蘇
生
せ
し
め
、
そ
の
際
に
前
後
数
年
を
空むな
し
ゅ
う
し
た
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る
は
、
学
問
の
一
大
不
幸
な
り
と
断
言
し
て
可
な
り
。
も
と
よ
り
今
の
政
府

は
旧
幕
府
に
異
な
り
、
騒
乱
再
来
す
べ
き
に
非
ざ
る
は
無
論
な
れ
ど
も
、
政

治
と
学
問
と
附
着
し
て
不
利
な
る
は
、
政
ま
つ
り
ご
との
良
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
古
今
欺
あ
ざ
む

く
べ
か
ら
ざ
る
の
事
実
と
知
る
べ
し
。

　
ま
た
、
維
新
の
初
に
、
神
道
な
る
も
の
は
日
本
社
会
の
た
め
に
い
か
な
る

事
を
な
し
た
る
か
を
見
よ
。
そ
の 

功  

徳 

こ
う
と
く

未
だ
現
わ
れ
ず
し
て
、
ま
ず
廃
仏

の
議
論
を
生
じ
、
そ
の 

成  
跡 

せ
い
せ
き

は
神
仏
同
居
を
禁
じ
、
僧
侶
の
生
活
を
苦
し

め
、
信
者
の
心
を
傷
ま
し
め
、
全
国
神
社
・
仏
閣
の
勝
景
美
観
を
破
壊
し
て
、

今
日
の
殺
風
景
を
い
た
し
た
る
の
み
。
そ
も
そ
も
神
道
な
る
も
の
は
、
我
が

輩
の
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
れ
ど
も
、
一
種
の
学
問
な
ら
ん
の
み
。

　
い
や
し
く
も
学
問
と
あ
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
主
義
の
見
る
べ
き
も
の
あ
る
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は
無
論
な
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
学
問
の
主
義
を
も
っ
て
他
の
学
流
と
競
争
す

る
も
可
な
り
、
相
互
に
敵
視
す
る
も
可
な
り
。
政
治
に
密
着
せ
ざ
る
間
は
、

た
だ
そ
の
学
流
自
然
の
力
に
任
し
て
、
お
の
ず
か
ら
強
弱
の
帰
す
る
と
こ
ろ

あ
る
べ
き
は
ず
な
る
に
、
王
政
維
新
の
際
に
お
い
て
、
大
い
に
政
府
に
近
づ

き
、
そ
の
政
権
に
依
頼
し
た
る
が
た
め
に
、
と
み
に
活
動
を
た
く
ま
し
ゅ
う

し
、
そ
の
学
問
に
不
相
当
な
る
大
変
動
を
生
じ
て
、
日
本
国
の
全
面
に
波
及

し
た
る
は
、
こ
れ
ま
た
学
問
と
政
治
と
附
着
し
た
る
の
弊
害
と
い
う
べ
し
。

　
右
等
は
維
新
前
後
の
大
事
変
な
れ
ど
も
、
大
変
の
時
勢
は
し
ば
ら
く
さ
し

お
き
、
平
時
と
い
え
ど
も
、
世
の
政
談
の
熱
度
、
次
第
に
増
進
す
れ
ば
、
そ

の
気
は
お
の
ず
か
ら
学
校
に
波
及
し
て
、
校
中
多
少
の
熱
を
催
お
す
べ
き
は
、

自
然
の
勢
に
お
い
て
ま
ぬ
か
れ
難
き
こ
と
な
ら
ん
。
全
国
の
学
校
を
行
政
官

27



に
支
配
し
、
ま
た
行
政
官
の
手
を
も
っ
て
そ
の
教
授
を
司
ど
り
、
か
え
り
み

て
各
地
方
の
政
治
家
を
見
れ
ば
、
時
の
政
府
と
意
見
を
殊
に
し
て
、
こ
れ
に

反
対
す
る
者
あ
る
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
反
対
の
働
は
、
単
に
政
治
の

事
項
に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
、
行
政
部
内
に
あ
る
諸
学
校
に
ま
で
及
ぼ
し
て
、

本
来
無む
辜こ
の
学
問
に
対
し
て
無
縁
の
政
敵
を
出
現
す
る
に
い
た
る
べ
し
。

　
す
で
に
今
日
に
あ
り
て
も
、
学
校
の
教
員
等
を
採
用
す
る
に
、
そ
の
政
治

の
主
義
い
か
ん
を
問
う
て
、
何
々
政
党
に
縁
あ
る
者
は
用
い
難
し
と
、
き
わ

め
て
窮
窟
な
る
こ
と
を
い
う
者
あ
れ
ば
、
ま
た
一
方
に
は
小
学
の
教
員
を
雇

う
に
、
何
某
は
い
ず
れ
の
政
談
演
説
会
に
聴
衆
の
喝
采
を
得
た
る
人
物
な
れ

ば
、
少
し
く
そ
の
給
料
を
豊
に
し
て
こ
れ
を
遇
す
べ
し
と
て
、
学
識
の
深
浅

を
問
わ
ず
し
て
、
小
政
談
の
巧
拙
を
も
っ
て
品
評
を
下
す
者
あ
り
。
双
方
と

28学問の独立



も
に
政
治
の
熱
心
を
も
っ
て
学
校
を
弄
も
て
あ
そぶ
も
の
と
い
う
べ
し
、
双
方
と
も
に

学
問
の
た
め
に
敵
を
求
む
る
も
の
と
い
う
べ
し
。

　
元
来
学
問
は
、
他
の
武
芸
ま
た
は
美
術
等
に
ひ
と
し
く
、
ま
っ
た
く
政
治

に
関
係
を
持
た
ず
、
如
何
な
る
主
義
の
者
に
て
も
、
た
だ
そ
の
学
術
を
教
授

す
る
の
技
倆
あ
る
者
に
さ
え
あ
れ
ば
、
教
員
と
し
て
妨
な
き
は
ず
な
る
に
、

こ
れ
を
用
う
る
に
、
そ
の
政
治
上
の
主
義
如
何
を
問
い
、
ま
た
そ
の
政
談
の

巧
拙
を
評
す
る
が
如
き
は
、
今
日
こ
そ
世
人
の 

軽  

々 

け
い
け
い

看
過
す
る
と
こ
ろ
な

ら
ん
と
い
え
ど
も
、
そ
の
実
は
恐
る
べ
き
禍
乱
の
徴
候
に
し
て
、
我
が
輩
は

天
下
後
日
ご
じ
つ
の
世
相
を
臆
測
し
、
日
本
の
学
問
は
不
幸
に
し
て
政
治
に
附
着
し

て
、
そ
の
惨
状
の
極
度
は
か
の
趙
末
、
旧
水
戸
藩
の 

覆  

轍 

ふ
く
て
つ

に
陥
る
こ
と
は

な
か
る
べ
き
や
と
、
憂
苦
に
堪
え
ざ
る
な
り
。
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さ
れ
ば
今
日
こ
の
禍
を
未
然
に
防
ぐ
は
、
実
に
焦
眉
の
急
に
し
て
、
決
し

て
怠
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
ら
ん
。
そ
の
法
い
か
に
し
て
可
な
ら
ん
と
い
う

に
、
我
が
輩
の
持
論
は
、
今
の
文
部
省
ま
た
は
工
部
省
の
学
校
を
、
本
省
よ

り
分
離
し
て
一
旦
帝
室
の 

御  

有 

ぎ
ょ
ゆ
う

と
な
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
民
間
の
有
志
有

識
者
に
附
与
し
て
、
共
同
私
有
私
立
学
校
の
体てい
を
な
さ
し
め
、
帝
室
よ
り
一

時
巨
額
の
金
円
を
下
附
せ
ら
れ
て
永
世
保
存
の
基
本
を
立たつ
る
か
、
ま
た
、
年

々
帝
室
の 

御 

分 

量 

ご
ぶ
ん
り
ょ
う
中
よ
り
、
学
事
保
護
の
た
め
に
と
て
定
額
を
賜
わ
る
か
、

二
様
の
内
い
か
よ
う
に
も
す
べ
き
な
れ
ど
も
、
一
時
下
附
の
法
も
は
な
は
だ

難
事
に
非
ず
。

　
た
と
え
ば
、
目
今
、
本
省
に
て
そ
の
直
轄
学
校
の
た
め
に
費
つ
い
やす
と
こ
ろ
、

毎
年
五
十
万
円
な
れ
ば
、
資
金
五
百
万
円
を
一
時
に
下
附
し
て
そ
の
共
同
の
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私
有
金
と
な
し
、
こ
の
金
を
も
っ
て
実
価
五
百
万
円
の
公
債
証
書
を
買
う
て
、

こ
れ
を
政
府
に
預
け
、
年
々
お
よ
そ
五
十
万
円
の
利
子
を
収
領
す
べ
し
。
名

は
五
百
万
円
を
下
附
す
と
い
う
も
、
そ
の
実
は
現
金
を
受
授
す
る
に
非
ず
、

大
蔵
省
中
貯
蓄
の
公
債
証
書
に
記
名
を
改
あ
ら
た
むる
の
み
。
ま
た
、
こ
の
大
金
を
人

民
に
下
附
す
る
と
は
い
え
ど
も
、
そ
の
人
の
私
わ
た
く
しに
恵
与
す
る
に
非あら
ざ
る
は
む

ろ
ん
に
し
て
、
私
の
字
に
冠
す
る
に
共
同
の
字
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
も
と
よ

り
一
個
人
の
私
す
べ
か
ら
ざ
る
や
明
ら
か
な
り
。

　
私
立
学
校
は
す
で
に
五
百
万
円
の
資
金
を
得
て
、
維
持
の
法
は
な
は
だ
や

す
し
。
こ
こ
に
お
い
て
な
お
、
全
国
の 
碩  

学 
せ
き
が
く

に
し
て
才
識
徳
望
あ
る
人
物

を
集
め
て
、
つ
ね
に
学
事
の
会
議
を
開
き
、
学
問
社
会
の
中
央
局
と
定
め
て
、

文
書
学
芸
の
全
権
を
授
け
、
教
育
の
方
法
を
議
し
、
著
書
の
良
否
を
審
査
し
、
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古
事
を
探
索
し
、
新
説
を
研
究
し
、
語
法
を
定
め
、
辞
書
を
編
成
す
る
等
、

百
般
の
文
事
を
一
手
に
統
轄
し
、
い
っ
さ
い
政
府
の
干
渉
を
許
さ
ず
し
て
、

あ
た
か
も
文
権
の
本
局
た
る
べ
し
。

　 

在  

昔 

ざ
い
せ
き

、
徳
川
政
府  

勘    

定    

所  

か
ん
じ
ょ
う
ど
こ
ろ

の
例
に
、 

旗  

下 

は
た
も
と

の
士
が 

廩  

米 

り
ん
ま
い

を

受
取
る
と
き
、
米
何
石
何
斗
と
書
く
米
の
字
は
、
そ
の 

竪  

棒 

た
て
ぼ
う

を
上
に
通
さ

ず
し
て 

俗  

様 

ぞ
く
よ
う

に
※
と
記
す
べ
き
法
な
る
を
、
あ
る
時
、
林
大
学
頭
よ
り
出

し
た
る
受
取
書
に
、
楷
書
を
も
っ
て
尋
常
に
米
と
記
し
け
れ
ば
、
勘
定
所
の

俗
吏
輩
、
い
か
で
こ
れ
を
許
す
べ
き
や
、
成
規
に
背そむ
く
と
て
却
下
し
た
る
に
、

林
家
に
お
い
て
も
こ
れ
に
服
せ
ず
、
同
家
の
用
人
と
勘
定
所
の
俗
吏
と
一
場

の
争
論
と
な
り
て
、
つ
い
に
勘
定
奉
行
と
大
学
頭
と 

直  

談 

じ
き
だ
ん

の
大
事
件
に
及

び
た
る
と
き
に
、
大
学
頭
の
申
し
分
に
、
日
本
国
中
文
字
の
こ
と
は
拙
者
一
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人
の
心
得
に
あ
り
、
米
は
米
の
字
に
て
よ
ろ
し
と
の
一
言
に
て
、
政
府
中
の

全
権
と
称
す
る
勘
定
奉
行
も
、
こ
れ
が
た
め
に
失
敗
し
た
り
と
の
一
話
あ
り
。

右
は
事
実
か
、
あ
る
い
は
好
事
家

こ
う
ず
か

の
作
り
た
る
奇
話
か
、
こ
れ
を
知
る
べ
か

ら
ず
と
い
え
ど
も
、
林
家
に
文
権
の
帰
し
た
る
事
情
は
、
推
察
す
る
に
足
る

べ
し
。

　
今
日
は
時
勢
も
ち
が
い
、
か
か
る
奇
話
あ
る
べ
き
よ
う
も
な
し
と
い
え
ど

も
、
も
し
も
幸
に
し
て
学
事
会
の
設
立
も
あ
ら
ば
、
そ
の
権
力
は
昔
日
の
林

家
の
如
く
な
ら
ん
こ
と
、
我
が
輩
の
祈
る
と
こ
ろ
な
り
。
ま
た
、
学
事
会
な

る
も
の
が
、
か
く
文
事
の
一
方
に
つ
い
て
全
権
を
有
す
る
そ
の
代
り
に
は
、

こ
れ
を
し
て
断
じ
て
政
事
に
関
す
る
を
得
せ
し
め
ず
、
如
何
な
る
場
合
に
お

い
て
も
、
学
校
教
育
の
事
務
に
関
す
る
者
を
し
て
、
か
ね
て
政
事
の
権
を
と

33



ら
し
む
る
が
如
き
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
れ
を
禁
制
と
し
て
、
政
権
よ
り
見
れ
ば
、

学
者
は
い
わ
ゆ
る  

長    

袖  

ち
ょ
う
し
ゅ
う
の
身
分
た
ら
ん
こ
と
、
こ
れ
ま
た
我
が
輩
の
祈

る
と
こ
ろ
に
し
て
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、
学
問
を
も
っ
て
政
事
の
針
路
に
干

渉
せ
ず
、
政
事
を
も
っ
て
学
問
の
方
向
を
妨
げ
ず
、
政
事
と
学
権
と
両
立
し

て
、
両
ふ
た
つな
が
ら
、
そ
の
処
を
得
せ
し
め
な
ば
、
政
を
施
す
に
も
易
く
、
学
を

勉
む
る
に
も
易
く
し
て
、
双
方
の
便
利
、
こ
れ
よ
り
大
な
る
も
の
な
か
る
べ

し
と
信
ず
る
も
の
な
り
。

　
右
の
如
く
し
て
、
文
部
省
は
ま
っ
た
く
廃
す
る
に
非
ず
、
文
部
省
は
行
政

官
に
し
て
、
全
国
の
学
事
を
管
理
す
る
に
行
政
の
権
力
を
要
す
る
も
の
、
は

な
は
だ
少
な
か
ら
ず
。
た
と
え
ば
、
各
地
方
に
令
し
て
就
学
適
齢
の
人
員
を

調
査
し
、
就
学
者
の
多た
寡か
を
か
ぞ
え
、
人
口
と
就
学
者
と
の
割
合
を
比
例
し
、
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ま
た
は
諸
学
校
の
地
位
・
履
歴
、
そ
の
資
本
の
出
処
・
保
存
の
方
法
を
具
申

せ
し
め
、
時
と
し
て
は
吏
人
を
地
方
に
派
出
し
て
諸
件
を
監
督
せ
し
む
る
等
、

す
べ
て
学
校
の
管
理
に
関
す
る
部
分
の
事
は
、
文
部
省
の
政
権
に
非
ざ
れ
ば
、

よ
く
す
べ
か
ら
ず
。
い
わ
ん
や
強
迫
教
育
法
の
如
き
、
必
ず
政
府
の
権
威
に

よ
り
て
は
じ
め
て
行
わ
る
べ
き
の
み
。

　
た
だ
し
我
が
輩
は
も
と
よ
り
強
迫
法
を
賛
成
す
る
者
に
し
て
、
全
国
の
男

女
生
れ
て
何
歳
に
い
た
れ
ば
必
ず
学
に
つ
く
べ
し
、
学
に
つ
か
ざ
る
を
え
ず

と
強
い
て
こ
れ
に
迫
る
は
、
今
日
の
日
本
に
お
い
て
は
な
は
だ
緊
要
な
り
と

信
ず
れ
ど
も
、
そ
の
学
問
の
風ふう
を
か
く
の
如
く
し
て
、
そ
の
教
授
の
書
籍
は

何
を
用
い
て
何
を
読
む
べ
か
ら
ず
な
ど
と
、
教
場
の
教
授
法
に
ま
で
命
令
を

下
す
が
如
き
は
、
ま
た
事
の
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
も
の
と
信
ず
。
こ
れ
を
要
す
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る
に
、
学
問
上
の
事
は
一
切
学
者
の
集
会
た
る
学
事
会
に
任
し
、
学
校
の
監

督
報
告
等
の
事
は
文
部
省
に
任
し
て
、
い
わ
ば
学
事
と
俗
事
と  

相    

互  

あ
い
た
が
い

に

分
離
し
、
ま
た
相
互
に
依
頼
し
て
、
は
じ
め
て
事
の
全
面
に
美
を
い
た
す
べ

き
な
り
。

　
た
と
え
ば
海
陸
軍
に
お
い
て
も
、
軍
艦
に
乗
り
て
海
上
に
戦
い
、
馬
に
跨

ま
た
が
っ

て
兵
隊
を
指
揮
す
る
は
、
真
に
軍
人
の
事
に
し
て
、
身
み
ず
か
ら
軍
法
に
明

ら
か
に
し
て
実
地
の
経
験
あ
る
者
に
非
ざ
れ
ば
、
こ
の
任
に
堪
え
ず
。
さ
れ

ど
も
海
陸
軍
、
必
ず
し
も
軍
人
の
み
を
も
っ
て
支
配
す
べ
か
ら
ず
。
軍
律
の

裁
判
に
は
、
法
学
士
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
患
者
の
た
め
に
は
、
医
学
士
な
か

る
べ
か
ら
ず
。
行
軍
の
時
に
、 

輜  

重 

し
ち
ょ
う

・  
兵    

粮  
ひ
ょ
う
ろ
う

の
事
あ
り
。
平
時
に
も
、

も
と
よ
り
会
計
簿
記
の
事
あ
り
。
そ
の
事
務
、 
千  
緒  

万  

端 
せ
ん
し
ょ
ば
ん
た
ん

、
い
ず
れ
も
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皆
、
戦
隊
外
の
庶
務
に
し
て
、
そ
の
大
切
な
る
は
戦
務
の
大
切
な
る
に
異
な

ら
ず
、
庶
務
と
戦
務
と  

相    

互  

あ
い
た
が
い

に
助
け
て
、
は
じ
め
て
海
陸
軍
の
全
面
を

維
持
す
る
は
、
あ
ま
ね
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
な
ら
ん
。

　
然
ら
ば
す
な
わ
ち
全
国
学
問
の
事
に
お
い
て
も
、
教
育
の
針
路
を
定
め
て

後
進
の
学
生
を
導
き
、
文
を
教
え
芸
学
を
授
く
る
者
は
、
必
ず
少
年
の
時
よ

り
身
み
ず
か
ら
教
育
を
受
け
て
、
ま
た
他
人
を
教
育
し
、
教
場
実
際
の
経
験

あ
る
者
に
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
任
に
あ
た
る
べ
し
。
す
な
わ
ち
学
者
を
し

て
学
問
教
育
の
事
を
司
ら
し
む
べ
き
ゆ
え
ん
な
れ
ど
も
、
ま
た
一
方
よ
り
見

れ
ば
、
全
国
の
教
育
事
務
は
ひ
と
り
学
者
の
み
に
任
す
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を

管
理
し
て
そ
の
事
を
整
斉
せ
し
む
る
に
は
、
行
政
の
権
力
を
用
い
て
、
い
わ

ゆ
る
事
務
家
の
働
に
依
頼
せ
ざ
る
を
え
ず
。
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学
者
が
政
権
に
よ
り
て
学
問
を
人
に
強し
い
ん
と
し
、
事
務
家
が
学
問
の
味

を
知
ら
ず
し
て
漫
み
だ
りに
こ
れ
を
支
配
せ
ん
と
す
る
は
、
軍
人
が
海
陸
軍
の
庶
務

を
か
ね
て
、
庶
務
の
吏
人
が
戦
陣
の
事
を
差
図
せ
ん
と
す
る
に
異
な
ら
ず
。

両ふた
つな
が
ら
労
し
て
効
な
き
の
み
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
全
国
の
成
跡
を
妨
ぐ
る

に
足
る
べ
き
の
み
。
海
陸
軍
の
医
士
、
法
学
士
、
ま
た
は
会
計
官
が
、
戦
士

を
指
揮
し
て
操
練
せ
し
め
、
ま
た
は
戦
場
の
時
機
進
退
を
令
す
る
の
難
き
は
、

人
皆
こ
れ
を
知
り
な
が
ら
、
政
治
の
事
務
家
が
教
育
の
法
方
を
議
し
、
そ
の

書
籍
を
撰
定
し
、
ま
た
は
教
場
の
時
間
、
生
徒
の
進
退
を
指
令
す
る
の
難
き

を
知
ら
ざ
る
者
あ
ら
ん
や
。
我
が
輩
の
開
陳
す
る
と
こ
ろ
、
必
ず
し
も 

妄  

も
う
ま

漫 ん
な
ら
ざ
る
を
許
す
者
あ
る
べ
し
と
、
あ
え
て
自
か
ら
こ
れ
を
信
ず
る
な

り
。
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帝
室
よ
り
私
学
校
を
保
護
せ
ら
る
る
の
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
金
を
い

か
ん
す
る
や
と
の
問
題
も
あ
れ
ど
も
、
こ
の
一
条
は
も
っ
と
も
容
易
な
る
こ

と
に
し
て
、
心
を
労
す
る
に
足
ら
ず
。
我
が
輩
の
持
論
は
、
今
の
帝
室
費
を

は
な
は
だ
不
十
分
な
る
も
の
と
思
い
、
大
い
に
こ
れ
を
増
す
か
、
ま
た
は
帝

室 

御  

有 

ぎ
ょ
ゆ
う

の
不
動
産
に
て
も
定
め
ら
れ
た
き
と
の
こ
と
は
、
毎
度
陳
述
す
る

と
こ
ろ
に
し
て
、
も
し
も
幸
に
し
て
我
が
輩
の
意
見
の
如
く
な
る
こ
と
も
あ

ら
ば
、
私
学
校
の
保
護
の
如
き
、
全
国
わ
ず
か
に
幾
十
万
円
を
も
っ
て
足
る

べ
し
。

　
あ
る
い
は
一
時
巨
額
の
資
本
を
附
与
せ
ら
る
る
と
て
、
ま
た
、
た
だ
幾
百

万
円
の
金
を
無
利
足
に
し
て
永
代
貸
下
ぐ
る
の
姿
に
異
な
ら
ず
。
決
し
て
帝

室
の
大
事
と
称
す
べ
き
ほ
ど
の
も
の
に
非
ず
。
あ
る
い
は
今
の
政
府
の
財
政
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困
難
に
し
て
、
帝
室
費
を
も
増
す
に
い
と
ま
あ
ら
ず
と
い
わ
ん
か
。
極
度
の

場
合
に
お
い
て
は
、
国
庫
の
出
納
を
毫ごう
も
増
減
せ
ず
し
て
、
実
際
の
事
は
挙

行
す
べ
し
。

　
そ
の
法
、
他た
な
し
、
文
部
省
、
工
部
省
の
学
校
を
分
離
し
て
御
有
と
な
す

と
き
は
、
本
省
に
お
い
て
は
、
従
来
学
校
に
給
し
た
る
定
額
を
省はぶ
く
べ
き
は

当
然
の
算
数
に
し
て
、
こ
の
定
額
金
は
必
ず
大
蔵
省
に
帰
す
る
こ
と
な
ら
ん
。

大
蔵
省
に
お
い
て
は
期
せ
ず
し
て
歳
出
を
減
じ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
そ
の
金

額
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
帝
室
費
を
増
加
し
、
帝
室
は
こ
の
増
額
を
も
っ
て
学

校
保
護
の
用
に
あ
て
ら
れ
た
ら
ば
、
さ
ら
に
出
納
の
実
際
に
心
配
な
く
し
て

事
を
弁
ず
る
こ
と
、
は
な
は
だ
容
易
な
る
べ
し
。
た
だ
に
実
際
に
心
配
な
き

の
み
な
ら
ず
、
学
校
の
官
立
な
り
し
も
の
を
私
立
に
変
ず
る
と
き
は
、
学
校
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の
当
局
者
は
必
ず
私
有
の
心
地
こ
こ
ち
し
て
、
百
事
自
然
に
質
素
勤
倹
の
風
を
生
じ
、

旧
慣
に
比
し
て
大
い
に
費
用
を
減
ず
べ
き
は
む
ろ
ん
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
減

ぜ
ざ
れ
ば
、
旧
時
同
様
の
資
金
を
も
っ
て
さ
ら
に
新
た
に
学
事
を
起
す
に
足

る
べ
し
。
今
の
官
立
校
と
て
、
い
た
ず
ら
に
金
円
を
浪
費
乱
用
す
る
と
い
う

に
は
非
ざ
れ
ど
も
、
事
の
官
た
り
私
た
る
の
別
に
よ
り
て
、
費
用
も
ま
た
お

の
ず
か
ら
多
少
の
差
あ
る
は
、
社
会
に
ま
ぬ
か
れ
ざ
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
世

人
の
明
知
す
る
事
実
な
れ
ば
、
今
回
も
し
幸
に
し
て
官
私
の
変
革
あ
ら
ば
、

国
庫
よ
り
見
て
学
校
の
資
本
は
必
ず
豊
な
る
を
さ
と
る
こ
と
な
ら
ん
。

　
ま
た
あ
る
い
は
人
の
説
に
、
官
立
の
学
校
を
廃
し
て
共
同
私
立
の
体てい
に
変

じ
、
そ
の
私
立
校
の
総
理
以
下
教
員
に
い
た
る
ま
で
も
、
従
前
、
官
学
校
に

従
事
し
た
る
者
を
用
い
、
学
事
会
を
開
き
て
学
問
の
針
路
を
指
示
す
る
が
如
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き
は
、
は
な
は
だ
佳よ
し
と
い
え
ど
も
、
そ
の
総
理
教
員
な
る
者
は
、
以
前
は

在
官
の
栄
誉
を
辱
か
た
じ
け
のう
し
た
る
身
分
に
し
て
、
に
わ
か
に
私
立
の
身
と
な
り
て

は
、
あ
た
か
も
栄
誉
を
失
う
の
姿
に
し
て
、
心
を
痛
ま
し
む
る
の
情
実
あ
る

べ
し
と
い
う
も
の
あ
り
。

　
我
が
輩
ひ
と
通
り
の
考
に
て
は
、
こ
の
言
は
ま
っ
た
く
俗
吏
論
に
し
て
、

学
者
の
心
事
を
知
ら
ざ
る
も
の
な
り
と
一
抹
し
去
ら
ん
と
し
た
れ
ど
も
、
ま

た
退
し
り
ぞい
て
再
考
す
れ
ば
、
学
者
先
生
の
中
に
も
ず
い
ぶ
ん
俗
な
る
者
な
き
に

非
ず
、
あ
る
い
は
稀
に
は
何
官
・
何
等
出
仕
の
栄
を
も
っ
て 

得  

々 

と
く
と
く

た
る
者

も
あ
ら
ん
。
然しか
り
と
い
え
ど
も
、
学
者
中
た
と
い
こ
の
臭
気
の
人
物
あ
り
と

す
る
も
、
こ
れ
を
処
す
る
こ
と
ま
た
、
は
な
は
だ
易やす
し
。
ま
ず
利
禄
を
も
っ

て
い
え
ば
、
学
校
の
官
私
を
問
わ
ず
、
俸
給
は
い
ぜ
ん
と
し
て
旧もと
の
如
く
な
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る
べ
し
。
ま
た
、
利
禄
を
さ
り
て
身
分
の
一
段
に
い
た
り
て
は
、
帝
室
よ
り

天
下
の
学
者
を
網
羅
し
て
こ
れ
に
位
階
勲
章
を
賜
わ
ら
ば
、
そ
れ
に
て
十
分

な
る
べ
し
。

　
そ
も
そ
も
位
階
勲
章
な
る
も
の
は
、
た
だ
政
府
中
に
限
る
べ
き
も
の
に
非

ず
。
官
吏
の
辞
職
す
る
は
政
府
を
去
る
も
の
な
れ
ど
も
、
そ
の
去
る
と
き
に

位
階
勲
章
を
失
わ
ず
、
あ
る
い
は
華
族
の
如
き
、
か
つ
て
政
府
の
官
途
に
入

ら
ざ
る
も
必
ず
位
階
を
賜
わ
る
は
、
そ
の
家
の
栄
誉
を
表
せ
ら
る
る
の
意
な

ら
ん
。
さ
れ
ば
位
階
勲
章
は
、
官
吏
が
政
府
の
職
を
勤
む
る
の
労
に
酬むく
い
る

に
非
ず
し
て
、
た
だ
普
通
な
る
日
本
人
の
資
格
を
も
っ
て
、
政
府
の
官
職
を

も
勤
む
る
ほ
ど
の
才
徳
を
備
え
、
日
本
国
人
の
中
に
て
抜
群
の
人
物
な
り
と

て
、
そ
の
人
物
を
表
す
る
の
意
な
ら
ん
。
官
吏
の
内
に
て
も
、
一
等
官
の
如
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き
は
も
っ
と
も
易やす
か
ら
ざ
る
官
職
に
し
て
、
尋
常
の
才
徳
に
て
は
任
に
堪
え

難
き
も
の
な
る
に
、
よ
く
そ
の
職
を
奉
じ
て
過
失
も
な
き
は
、
日
本
国
中
稀け

有う
の
人
物
に
し
て
、
そ
の 

天  

稟 

て
ん
ぴ
ん

の
才
徳
、
生
来
の
教
育
、
と
も
に
第
一
流

な
り
と
て
、
一
等
勲
章
を
賜
わ
り
て
貴
き
位
階
を
授
く
る
こ
と
な
ら
ん
。

　
さ
れ
ば
官
吏
が
職
を
勤
む
る
の
労
に
酬
い
る
に
は
月
給
を
も
っ
て
し
、
数

を
も
っ
て
い
え
ば
、
百
の
労
と
百
の
俸
給
と
ま
さ
し
く
相
対
し
て
、
そ
の
有

様
は
ほ
と
ん
ど
売
買
の
主
義
に
異
な
ら
ず
。
こ
の
点
よ
り
論
ず
る
と
き
は
、

仕
官
も
ま
た
営
業
渡
世
と
せ
い
の
一
種
な
れ
ど
も
、
俸
給
の
他
に
位
階
勲
章
を
あ
た

う
る
は
、
そ
の
労
力
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
日
本
国
中
の
人
物

を
排
列
し
て
そ
の 

段  

等 

だ
ん
と
う

を
区
別
す
る
も
の
に
し
て
、
官
途
に
は
お
の
ず
か

ら
抜
群
の
人
物
多
き
が
ゆ
え
に
、
位
階
勲
章
を
得
る
者
の
数
も
官
途
に
多
き
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ゆ
え
ん
な
り
。
政
府
の
故こ
意い
に
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
官
途
の
人
の
み
に
こ
れ

を
あ
た
う
る
に
非
ず
、
官
職
の
働
は
あ
た
か
も
人
物
の
高
低
を
は
か
る
の
測

量
器
な
る
が
ゆ
え
に
、
ひ
と
た
び
測
量
し
て
こ
れ
を
表
す
る
に
位
階
勲
章
を

も
っ
て
し
て
、
そ
の
地
位
す
で
に
定
ま
る
と
き
は
、
本
人
の
働
は 

何  

様 

な
に
よ
う

に

て
も
こ
れ
に
関
す
る
こ
と
な
く
、
地
位
は
生
涯
そ
の
身
に
つ
き
て
離
れ
ざ
る

も
の
な
り
。
す
な
わ
ち
、
辞
職
の
官
吏
も
、
そ
の
位
階
勲
章
を
ば
生
涯
失
う

こ
と
な
き
を
見
て
、
こ
れ
を
知
る
べ
し
。

　
位
階
勲
章
は
た
だ
ち
に
帝
室
よ
り
出
ず
る
も
の
に
し
て
、
政
府
吏
人
の
毫
ご
う

も
あ
ず
か
り
知
る
べ
き
も
の
に
非
ず
。
而
し
こ
うし
て
そ
の
帝
室
は
日
本
国
全
体
の

帝
室
に
し
て
、
政
府
一
局
部
の
帝
室
に
非
ず
。
帝
室
も
と
よ
り
政
府
に
私
わ
た
く
しせ

ず
。
政
府
も
と
よ
り
帝
室
を
私
せ
ず
。
無
偏
・
無
党
の
帝
室
は
、
帝
国
の
全
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面
を
照
ら
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
に
厚
か
ら
ず
、
ま
た
い
ず
れ
に
薄
か
ら
ず
、

帝
室
よ
り
降
臨
す
れ
ば
、
政
治
の
社
会
も
学
問
の
社
会
も
、
宗
旨
も
道
徳
も

技
芸
も
農
商
も
、
一
切
万
事
、
要
用
な
ら
ざ
る
も
の
な
し
。
い
や
し
く
も
こ

れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
抜
群
の
人
物
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
賞
し
て
そ

の
抜
群
な
る
を
表
す
。
位
階
勲
章
の
精
神
は
、
け
だ
し
こ
こ
に
あ
っ
て
存
す

る
も
の
な
ら
ん
。

　
人
間
社
会
の
事
は 

千  
緒  
万  

端 

せ
ん
し
ょ
ば
ん
た
ん

に
し
て
、
た
だ
政
治
の
み
を
も
っ
て
組

織
す
べ
き
も
の
に
非
ず
。
人
の
働
も
ま
た
、
千
緒
万
端
に
分
別
し
て
こ
れ
に

応
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
す
な
わ
ち
人
事
の
分
業
分
任
な
り
。
す
で
に
こ
れ
を

分わか
ちて
こ
れ
に
任
ず
る
と
き
は
、
お
の
お
の
長
ず
る
と
こ
ろ
あ
る
べ
き
は
自
然

の
理
に
し
て
、
農
商
の
事
に
長
ず
る
も
の
あ
り
、
工
芸
技
術
に
長
ず
る
も
の
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あ
り
、
あ
る
い
は
学
問
に
長
じ
、
あ
る
い
は
政
治
に
長
ず
る
等
、
相
互
に
争

う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
事
に
長
ず
る
も
の
は
、
こ
の
事

の
長
者
と
し
て
こ
れ
を
貴
び
、
そ
の
業
に
長
ず
る
者
は
、
そ
の
業
の
長
者
と

し
て
こ
れ
に
最
上
の
栄
誉
を
あ
た
う
る
も
ま
た
、
自
然
の
理
に
お
い
て
許
す

べ
き
も
の
な
り
。
た
と
え
ば
大
関
が
相
撲
最
上
の
長
者
な
れ
ば
、
九
段
は
碁

将
棋
最
上
の
長
者
に
し
て
、
そ
の
長
者
た
る
や
、
一
等
官
が
政
事
の
長
者
た

る
に
異
な
ら
ざ
る
な
り
。

　
さ
れ
ば
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
学
に
志
し
、 

畢  

生 

ひ
っ
せ
い

の
精
神
を
自
身
の
研

究
と
他
人
の
教
導
と
に
用
い
て
、
そ
の
一
方
に
長
ず
る
者
は
、
学
問
社
会
の

長
者
に
し
て
、
こ
れ
ま
た
一
等
官
が
政
事
の
長
者
た
る
に
異
な
ら
ざ
る
や
、

も
と
よ
り
明
白
な
り
。
而
し
こ
うし
て
そ
の
相
撲
の
大
関
ま
た
は
碁
将
棋
の
九
段
な
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る
者
が
、
太
政
大
臣
と
同
一
様
の
栄
誉
を
得
ざ
る
は
何
ぞ
や
。
相
撲
と
碁
将

棋
と
は
、
そ
の
事
柄
に
お
い
て
、
こ
れ
を
政
事
に
比
し
て
軽
重
の
別
あ
る
が

ゆ
え
に
、
そ
の
軽
重
の
差
に
し
た
が
い
て
、
双
方
の
長
と
長
と
比
肩
す
る
を

得
ざ
る
も
の
な
り
と
い
え
ど
も
、
今
一
国
文
明
の
進
歩
を
目
的
に
定
め
て
、

政
事
と
学
事
と
相
互
に
比
較
し
た
ら
ば
、
い
ず
れ
を
重
し
と
し
、
い
ず
れ
を

軽
し
と
す
る
は
、
判
断
に
お
い
て
は
な
は
だ
難
き
事
な
ら
ん
。

　
学
者
を
し
て
学
問
の
貴
き
を
説
か
し
め
た
ら
ば
、
政
事
の
如
き
は
小
児
の

戯
に
し
て
論
ず
る
に
足
ら
ざ
る
も
の
な
り
と
い
い
、
政
事
家
も
ま
た
学
問
を

蔑
視
し
て
、
実
用
に
足
ら
ざ
る
老
朽
の
空
論
な
り
と
す
る
こ
と
な
ら
ん
と
い

え
ど
も
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
双
方
の 

偏 
頗 
論 

へ
ん
ぱ
ろ
ん

に
し
て
、
公
平
に
い
え
ば
、

政
事
も
学
問
も
と
も
に
人
事
の
至
要
に
し
て
、
双
方
と
も
に
一
日
も
空
し
ゅ
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う
す
べ
か
ら
ず
。
政
事
は
実
際
の
衝
に
あ
た
っ
て
大
切
な
り
。
学
問
は
永
遠

の
大
計
を
期
し
て
大
切
な
り
。
政
事
は
目
下
の
安
寧
を
保
護
し
て
学
者
の
業

を
安
か
ら
し
め
、
学
問
は
人
を
教
育
し
て
政
事
家
を
も
陶
冶
し
出
だ
す
。
双

方
と
も
に
毫ごう
も
軽
重
あ
る
こ
と
な
し
と
の
裁
判
に
て
、
双
方
に
不
平
な
か
る

べ
し
。

　
一
国
文
明
の
た
め
に
学
問
の
貴
重
な
る
こ
と
、
す
で
に
明
ら
か
な
れ
ば
、

そ
の
学
問
社
会
の
人
を
尊
敬
し
て
こ
れ
に
位
階
勲
章
を
あ
た
う
る
は
、
ま
こ

と
に
尋
常
の
法
に
し
て
、
さ
ら
に
天
下
の
耳
目
を
驚
か
す
ほ
ど
の
事
に
非
ず
。

す
な
わ
ち
学
問
社
会
上
流
の
人
物
は
、
政
事
社
会
上
流
の
人
物
と
、
正
し
く

同
等
の
地
位
に
立
ち
て
毫
も
軽
重
あ
る
べ
か
ら
ず
。
た
だ
、  

相    

互  

あ
い
た
が
い

に
そ

の
事
業
を
干
渉
せ
ざ
る
の
み
。
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朝
廷
に
は
位
を
貴
び
、
郷
党
に
は
齢
よ
わ
いを
貴
ぶ
と
い
う
は
、
政
府
の
官
職
貴

き
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
郷
党
民
間
の
交
際
を
軽
重
す
る
に
足
ら
ず
と
の
意
味

な
ら
ん
。
い
わ
ん
や
学
問
社
会
に
対
す
る
に
お
い
て
を
や
。
政
府
の
官
途
に

奉
職
す
れ
ば
と
て
、
そ
の
尊
卑
は
毫
も
効
な
き
も
の
と
知
る
べ
し
。
仏
蘭
西

の
大
学
校
に
て
、
第
一
世
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
そ
の
学
事
会
員
た
る
を
得
た
れ
ど

も
、
第
三
世
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
つ
い
に
こ
れ
を
許
さ
れ
ざ
り
し
と
い
う
。
同
国

に
て
学
権
の
強
大
な
る
こ
と
、
も
っ
て
証
す
べ
し
。

　
我
が
日
本
国
に
て
も
、
政
府
の
官
職
は
た
だ
在
職
中
の
等
級
の
み
に
て
、

こ
の
ほ
か
に
位
階
勲
章
の
制
を
立
て
ず
、
尊
卑
は
た
だ
政
府
中
、
官
吏
相
互

の
等
級
に
し
て
、
か
つ
て
政
府
外
に
通
用
せ
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
私
わ
た
く
しの
会
社

中
に
役
員
の
等
級
あ
る
が
如
く
に
し
て
、
他
に
影
響
す
る
こ
と
少
な
か
ら
ん
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と
い
え
ど
も
、
い
や
し
く
も
そ
の
人
の
事
業
に
か
か
わ
ら
ず
し
て
、
そ
の
身

を
軽
重
す
る
の
法
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
法
は
須
す
べ
から
く
全
国
人
民
に
及
ぼ
し

て
、
政
府
の
内
と
外
と
に
差
別
す
る
と
こ
ろ
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
官
吏

も
日
本
政
治
社
会
の
官
吏
な
り
、
学
者
も
日
本
学
問
社
会
の
学
者
な
り
。
そ

の
事
業
こ
そ
異
な
れ
ど
も
、
そ
の
人
物
の
軽
重
に
い
た
り
て
は
、
毫
も
異
な

る
こ
と
な
く
し
て
、
た
だ
偶
然
に
こ
の
人
物
が
学
問
に
志
し
て
学
者
の
業
に

安
ん
ず
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
身
の
栄
誉
を
表
す
る
の
方
便
を
得
ず
。
か
の
人

物
が
偶
然
に
仕
官
に
志
し
て
官
吏
の
業
に
つ
き
た
る
が
た
め
に
、
利
禄
に
か

ね
て
栄
誉
を
得
る
と
は
、
人
事
の
公
平
な
る
も
の
と
い
う
べ
か
ら
ず
。

　
も
と
よ
り
高
尚
な
る
理
論
上
よ
り
い
え
ば
、
位
階
勲
章
の
如
き
、
ま
こ
と

に
俗
中
の
俗
な
る
も
の
に
し
て
、
歯し
牙が
に
と
ど
む
べ
き
に
非
ず
と
い
う
と
い
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え
ど
も
、
こ
れ
は
た
だ
学
者
普
通
の
公
言
に
し
て
、
そ
の
実
は
必
ず
し
も
然

ら
ず
。
真
実
に
脱
俗
し
て
栄
華
の
外
に  

逍    

遥  

し
ょ
う
よ
う

し
、
天
下
の
高
処
に
お
り

て
天
下
の
俗
を 

睥  

睨 

へ
い
げ
い

す
る
が
如
き
人
物
は
、
学
者
中
、
百
に
十
を
見
ず
、

千
万
中
に
一
、
二
を
得
る
も
難
き
こ
と
な
ら
ん
。
い
わ
ん
や
日
本
国
中
栄
誉

の
得
べ
き
も
の
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
止
ま
ん
と
い
え
ど
も
、
等
し
く
国
民

の
得
べ
き
も
の
に
し
て
、
か
れ
は
こ
れ
を
得
て
、
こ
れ
は
得
ず
と
あ
れ
ば
、

こ
と
さ
ら
に
辱
は
ず
かし
め
ら
る
る
の
念
慮
な
き
を
得
ず
。
こ
れ
を
も
忍
び
て
塵
俗

の
外
に
悠
々
た
る
べ
し
と
は
、
今
の
学
者
に
向
っ
て
望
む
べ
か
ら
ざ
る
こ
と

な
ら
ん
の
み
。

　
右
の
次
第
に
て
、
学
者
の
栄
誉
を
表
す
る
が
た
め
に
位
階
勲
章
を
賜
わ
る

は
、
ま
こ
と
に
尋
常
の
事
に
し
て
、
政
府
の
官
吏
に
の
み
こ
れ
を
賜
わ
る
の
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多
き
こ
そ
、
か
え
っ
て
人
の
耳
目
を
驚
か
す
べ
き
ほ
ど
の
次
第
な
れ
ば
、
今

回
幸
に
し
て
行
政
官
直
轄
の
諸
学
校
を
私
立
の
体てい
に
改
革
せ
ら
れ
た
ら
ば
、

そ
の
教
員
の
輩
は
も
と
よ
り
無
官
の
人
民
な
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
皆
少
小
の

時
よ
り
学
に
志
し
て
、
自
身
を
研みが
き
他
を
教
育
す
る
の
技
倆
あ
る
人
物
に
し

て
、
日
本
国
中
、
学
問
の
社
会
に
お
い
て
は
、
長
者
先
進
と
称
す
べ
き
者
な

る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
人
物
に
相
当
す
べ
き
位
階
勲
章
を
賜
わ
る
は
事
の
当
然

に
し
て
、
本
人
等
の
満
足
す
べ
き
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
も
っ
て
帝
室
の
無
偏

・
無
党
に
し
て
、
日
本
国
の
全
面
を
通
覧
せ
ら
れ
、
政
治
も
学
問
も
同
一
視

し
給
う
と
の
盛
意
を
示
す
に
足
る
べ
き
こ
と
と
信
ず
る
な
り
。

　
帝
室
は
す
で
に
日
本
私
立
学
校
の
保
護
者
た
り
。
な
お
こ
の
上
に
望
む
と

こ
ろ
は
、
天
下
の
学
者
を
撰
び
て
、
こ
れ
に
特
別
の
栄
誉
と
年
金
と
を
あ
た

53



え
て
、
そ
の
好
む
と
こ
ろ
の
学
芸
を
脩
め
し
む
る
こ
と
な
り
。
近
年
、
西
洋

に
お
い
て
学
芸
の
進
歩
は
こ
と
に
迅
速
に
し
て
、
物
理
の
発
明
に
富
む
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
発
明
し
た
る
も
の
を
、
人
事
の
実
際
に
施
し
て
実
益
を
取
る

の
工
風
く
ふ
う
、
日ひび
に
新
た
に
し
て
、
お
よ
そ
工
場
ま
た
は
農
作
等
に
用
う
る
機
関

の
類
た
ぐ
いは
む
ろ
ん
、
日
常
の
手
業
て
わ
ざ
と
名
づ
く
べ
き
灌
水
・
割
烹
・
煎
茶
・
点
燈

の
細
事
に
い
た
る
ま
で
も
、 

悉  

皆 

し
っ
か
い

学
問
上
の
主
義
に
も
と
づ
き
て
天
然
の

原
則
を
利
用
す
る
こ
と
を
勉
め
ざ
る
は
な
し
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
近
年
の

西
洋
は
、
す
で
に
学
理
研
究
の
時
代
を
経
過
し
て
、
方
今
は
学
理
実
施
の
時

代
と
い
い
て
可
な
ら
ん
か
。
こ
れ
を
形
容
し
て
い
え
ば
、
軍
人
が
兵
学
校
を

卒
業
し
て
正
に
戦
場
に
向
い
た
る
者
の
如
し
。

　
こ
れ
に
反
し
て
我
が
日
本
の
学
芸
は
、
十
数
年
来
大
い
に
進
歩
し
た
り
と
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い
う
と
い
え
ど
も
、
未
だ
卒
業
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
た
か
も
他
国
の
調

練
を
調
練
す
る
も
の
に
し
て
、
未
だ
戦
場
の
実
地
に
臨
ま
ず
。
物
理
、
新
た

に
発
明
す
る
を
得
ず
、
そ
の
実
施
の
時
代
に
い
た
る
に
は
前
途
な
お
遥
か
な

り
と
い
う
べ
し
。
た
と
え
ば
医
学
の
如
き
は
、
日
本
に
て
そ
の
由
来
も
久
し

く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
術
も
他
の
諸
科
に
超
越
す
る
も
の
な
れ
ど
も
、
今
日

の
有
様
を
見
れ
ば
、
西
洋
の
日
新
を
逐お
う
て
、
つ
ね
に
及
ば
ざ
る
の
嘆たん
を
ま

ぬ
か
れ
ず
。
数
百
年
の
久
し
き
、
日
本
に
て
医
学
上
の
新
発
明
あ
り
し
を
聞

か
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
我
が
国
に
固
有
の
難
病
と
称
す
る
脚
気
か
っ
け
の
病
理
さ
え
、

な
お
未
だ  

詳    

明  

し
ょ
う
め
い

す
る
を
得
ず
。
ひ
っ
き
ょ
う
我
が
医
学
士
の
不
智
な
る

に
非
ず
、
自
家
の
学
術
を
研
究
せ
ん
と
し
て
、
そ
の
時
と
資
金
と
を
得
ざ
る

が
た
め
な
り
。
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わ
ず
か
に
医
学
の
初
歩
を
学
び
得
る
と
き
は
、
あ
る
い
は
官
途
に
奉
職
し
、

あ
る
い
は
開
業
し
て
病
家
に
奔
走
し
、
奉
職
、
開
業
、
必
ず
し
も
医
士
の
本

意
に
非
ざ
る
も
、
糊
口
こ
こ
う
の
道
な
き
を
い
か
ん
せ
ん
。
口
を
糊こ
せ
ん
と
す
れ
ば
、

学
を
脩
む
る
の
閑かん
な
し
、
学
を
脩
め
ん
と
す
れ
ば
、
口
を
糊
す
る
を
得
ず
。

一
年
三
百
六
十
日
、
脩
学
、
半
日
の
閑
を
得
ず
し
て
身
を
終
る
も
の
多
し
。

道
の
た
め
に
遺
憾
な
り
と
い
う
べ
し
。

　
（
我
が
輩
か
つ
て
い
え
ら
く
、 

打  

候  

聴  

候 

だ
こ
う
ち
ょ
う
こ
う

は
察
病
に
も
っ
と
も
大
切

な
る
も
の
な
れ
ど
も
、
医
師
の
聴
機 
穎  

敏 
え
い
び
ん

な
ら
ず
し
て
必
ず
遺
漏
い
ろ
う
あ
る
べ

き
な
れ
ば
、
こ
の
法
を
研
究
す
る
に
は
、
盲
人
の
音
学
に
精くわ
し
き
者
を
撰
び

て
、
ま
ず
健
全
な
る
肺
臓
心
臓
等
の
動
声
を
聴
か
し
め
、
次
第
に
患
者
変
常

の
と
き
に
試
み
て
、
そ
の
音
を
区
別
せ
し
め
た
ら
ば
、
従
前
医
師
の
耳
に
て
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五
種
に
分
ち
た
る
も
の
も
、
盲
人
の
耳
に
は
そ
の
一
種
中
を
細
別
し
て
二
、

三
類
に
分
つ
こ
と
も
あ
る
べ
し
。
す
な
わ
ち
従
前
の
察
病
法
五
様
な
り
し
も

の
が
、
五
に
三
を
乗
じ
て
十
五
様
の
手
掛
り
を
う
べ
し
。
こ
の
試
験
、
は
た

し
て
有
効
の
も
の
な
ら
ば
、
医
学
部
に
は
必
ず
音
学
を
も
っ
て
一
課
と
な
し
、

青
年
学
生
の
聴
機
穎
敏
な
る
時
に
及
び
て
、
こ
れ
に
慣
れ
し
め
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
あ
る
い
は
そ
の
俊
英
な
る
者
は
、
打
候
聴
候
を
も
っ
て
専
門
の
業
と
な

し
て
、
こ
れ
を
用
う
る
も
可
な
ら
ん
。
け
だ
し
医
学
の
秘
密
は
、
こ
れ
ら
の

注
意
に
よ
り
て
発
明
す
る
こ
と
も
あ
ら
ん
と
信
ず
。
）

　
ひ
と
り
医
学
の
み
な
ら
ず
、
理
学
な
り
、
ま
た
文
学
な
り
、
学
者
を
し
て

閑
を
得
せ
し
め
、
ま
た
、
し
た
が
っ
て
相
当
の
活
計
あ
ら
し
む
る
と
き
は
、

そ
の
学
者
は
決
し
て
懶
惰
ら
ん
だ
無む
為い
に 

日  

月 

じ
つ
げ
つ

を
消
す
る
者
に
非
ず
、
生
来
の
習
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慣
、
あ
た
か
も
自
身
の
熱
心
に 

刺  

衝 

し
し
ょ
う

せ
ら
れ
て
、
勉
強
せ
ざ
る
を
え
ず
。

而しこ
うし
て
そ
の
勉
強
の
成
跡
は
発
明
工
風
に
し
て
、
本
人
一
個
の
利
益
に
非
ず
、

日
本
国
の
学
問
に
富
を
加
え
て
、
国
の
栄
誉
に
光
を
増
す
も
の
と
い
う
べ
し
。

ま
た
、
著
述
書
の
如
き
も
、
近
来
、
世
に
大
部
の
著
書
少
な
く
し
て
、
た
だ

そ
の
種
類
を
増
し
、
し
た
が
っ
て
発
兌
は
つ
だ
す
れ
ば
、
し
た
が
っ
て
近
浅
の
書
多

し
と
は
、
人
の
あ
ま
ね
く
知
る
と
こ
ろ
な
る
が
、
そ
の
原
因
と
て
他
に
あ
ら

ず
、
学
者
に
し
て 

幽  

窓 

ゆ
う
そ
う

に
沈
思
す
る
の
い
と
ま
を
得
ざ
る
が
た
め
な
り
。

　
け
だ
し
意
味
深
遠
な
る
著
書
は
読
者
の
縁
も
ま
た
遠
く
し
て
、
発
兌
の
売

買
上
に
損
益  

相    

償  

あ
い
つ
ぐ
の

う
を
得
ず
、
こ
れ
を
流
行
近
浅
の
雑
書
に
比
す
れ
ば
、

著
作
の
心
労
は
幾
倍
に
し
て
、
所
得
の
利
益
は
正
し
く
そ
の
割
合
に
少
な
し
。

大
著
述
の
世
に
出
で
ざ
る
も
偶
然
に
非
ざ
る
な
り
。
い
ず
れ
も
皆
、
学
問
上
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に
は
憂
う
べ
き
の
大
な
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
憂
の
原
因
は
学
者
の
身
に
閑

な
く
し
て
家
に
恒
産
な
き
が
た
め
な
り
。
ゆ
え
に
今
、
帝
室
よ
り
私
学
校
を

保
護
す
る
に
、
か
ね
て
、
学
者
の
篤
志
な
る
も
の
を
撰
び
、
こ
れ
に
年
金
を

あ
た
え
て
、
そ
の
生
涯
安
身
の
地
位
を
得
せ
し
め
た
ら
ば
、
お
の
ず
か
ら
我

が
学
問
社
会
の
面
目
を
改
め
て
、
日
新
の
西
洋
諸
国
に
並
立
し
、
日
本
国
の

学
権
を
拡
張
し
て
、
鋒
ほ
こ
さ
きを
海
外
に
争
う
の
勢
に
い
た
る
べ
き
な
り
。

　
財
政
の
一
方
よ
り
論
ず
れ
ば
、
常
式
の
官
職
も
な
き
も
の
へ
毎
年
若
干
の

金
を
あ
た
う
る
は
不
経
済
に
も
似
た
れ
ど
も
、
常
式
の
官
員
と
て
必
ず
し
も

事
実
今
日
の
政
務
に
忙
わ
し
く
す
る
者
の
み
に
非
ず
。
政
府
中
に 

散  

官 

さ
ん
か
ん

な

る
も
の
あ
り
て
、
そ
の
散
官
の
中
に
は
学
者
も
少
な
か
ら
ず
。

　
た
と
い
、
あ
る
い
は
散
官
な
ら
ざ
る
も
、
生
来
文
事
を
も
っ
て
あ
た
か
も
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そ
の
人
の
体
格
を
組
織
し
た
る
人
物
は
、
こ
れ
を
政
事
に
用
い
て
そ
の
用
を

な
す
に
足
ら
ず
。
学
者
は
こ
れ
に
事
を
諮
問
す
る
に
適
し
て
、
こ
れ
に
事
を

任
す
る
に
不
便
利
な
り
。
か
か
る
人
物
を
政
府
の
区
域
中
に
入
れ
て
、
そ
の

不
慣
ふ
な
れ
な
る
衣
冠
を
も
っ
て
束
縛
す
る
よ
り
も
、
等
し
く
銭ぜに
を
あ
た
う
る
な
ら

ば
、
こ
れ
を
俗
務
外
に
安
置
し
て
、
そ
の
生
計
を
豊
に
し
、
そ
の
精
神
を
安

か
ら
し
む
る
に
若し
か
ず
。
元
老
院
中
二
、
三
の
学
者
あ
る
も
、
そ
の
議
事
こ

れ
が
た
め
に
色
を
添
う
る
に
非
ず
。
海
陸
軍
中
一
、
二
の
文
人
あ
る
も
、
戦

場
の
勝
敗
に
関
す
べ
き
に
非
ず
。
あ
る
い
は
学
者
文
人
に
諮
問
の
要
も
あ
ら

ば
、
そ
の
時
に
し
た
が
い
て
こ
れ
に
問
う
こ
と
、
は
な
は
だ
易
し
。
国
の
大

計
よ
り
算
す
れ
ば
、
年
金
の
法
、
決
し
て
不
経
済
な
ら
ざ
る
な
り
。

　
帝
室
よ
り
私
学
校
を
保
護
し
、
学
者
を
優
待
す
る
は
、
学
問
の
進
歩
を
助
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く
る
の
み
な
ら
ず
、
我
が
国
政
治
上
に
関
し
て
も
大
な
る
便
益
を
呈
す
る
こ

と
な
ら
ん
。
そ
も
そ
も
文
字
の
意
味
を
広
く
し
て
い
え
ば
、
政
治
も
ま
た
学

問
中
の
一
課
に
し
て
、
政
治
家
は
必
ず
学
者
よ
り
出
で
、
学
校
は
政
談
家
を

生
ず
る
の
田
圃
で
ん
ぽ
な
れ
ど
も
、
学
校
の
業
成
る
の
日
に
お
い
て
、
そ
の  

成    

せ
い
ぎ
ょ

業  う
の
人
物
が
社
会
の
人
事
に
あ
た
る
に
及
び
て
は
、
お
の
お
の
そ
の
赴
く

と
こ
ろ
を
異
に
せ
ざ
る
を
え
ず
。
工
た
り
、
商
た
り
、
ま
た
政
治
家
た
り
。

あ
る
い
は
学
成
る
も
な
お
学
問
を
去
ら
ず
、 

畢  

生 

ひ
っ
せ
い

を
委
ね
て
学
理
の
研
究

ま
た
は
教
育
の
事
を
勉
む
る
者
あ
り
。
す
な
わ
ち
純
然
た
る
学
者
な
り
。

　
さ
れ
ば
、
工
商
ま
た
は
政
治
家
は
、
そ
の
所
得
の
学
問
を
人
間
の
実
業
に

利
用
す
る
者
に
し
て
、
学
者
は
生
涯
学
問
を
も
っ
て
業
と
な
す
者
な
り
。
前

に
も
い
え
る
如
く
、
政
治
の
国
の
た
め
に
大
切
な
る
は
、
学
問
の
大
切
な
る
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に
異
な
ら
ず
。
政
治
学
、
日ひび
に
進
歩
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
国
民
全
体
に
政
治

の
思
想
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
政
談
熱
心
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
政
事
、
常
に
語

る
べ
し
。
国
民
に
し
て
政
治
の
思
想
な
き
は
、
唐
虞
三
代
の
愚
民
に
し
て
、

名
は
人
民
な
る
も
そ
の
実
は
豚
羊
に
異
な
ら
ず
。
と
も
に
国
を
守
る
に
足
ら

ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
い
や
し
く
も
国
を
思
う
の 

丹  

心 

た
ん
し
ん

あ
ら
ん
も
の
は
、
内

外
の
政
治
に
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
政
治
の
事
、
は
な
は
だ
大
切
な
り
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
は
人
民
一
般
普
通

の
心
得
に
し
て
、
こ
こ
に
政
治
家
と
名
づ
く
る
も
の
は
、
一
家
専
門
の
業
に

し
て
、
政
権
の
一
部
分
を
手
に
と
り
、
身
み
ず
か
ら
政
事
を
行
わ
ん
と
す
る

者
な
れ
ば
、
そ
の
有
様
は
、
工
商
が
そ
の
家
業
を
営
み
、
学
者
が
学
問
に
身

を
委
ゆ
だ
ぬる
に
異
な
ら
ず
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
国
民
一
般
に
政
治
の
思
想
を
養
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え
と
は
、
国
民
一
般
に
学
問
の
心
掛
け
あ
る
べ
し
と
い
う
に
異
な
ら
ず
。
人

と
し
て
学
問
の
心
掛
け
は
大
切
な
れ
ど
も
、
全
国
の
人
民
、 

悉  

皆 

し
っ
か
い

学
者
た

る
べ
き
に
非
ず
。
人
と
し
て
政
治
の
思
想
は
大
切
な
れ
ど
も
、
全
国
の
人
民
、

悉
皆
政
治
家
た
る
べ
き
に
非
ず
。

　
世
人 

往  

々 

お
う
お
う

こ
の
事
実
を
知
ら
ず
し
て
、
政
治
の
思
想
要
用
な
り
と
い
え

ば
、
た
ち
ま
ち
政
治
家
の
有
様
を
想
像
し
て
、
己おの
れ
自
か
ら
政
壇
に
の
ぼ
り

て
政
ま
つ
り
ご
とを
と
る
の
用
意
し
、
生
涯
政
事
の
事
業
を
も
っ
て
身
を
終
ら
ん
と
覚
悟

す
る
も
の
多
し
。
学
問
と
い
え
ば
た
ち
ま
ち
大
学
者
を
想
像
し
て
、
生
涯
、

書
に
対
し
て
身
を
終
ら
ん
と
す
る
者
あ
る
が
如
し
。
そ
の
心
掛
け
は
嘉よ
み
す

べ
し
と
い
え
ど
も
、 

人  

々 

に
ん
に
ん

に
天
賦
の
長
短
も
あ
り
、
家
産
・
家
族
の
有
様

も
あ
り
、
幾
千
万
の
人
物
が
決
し
て
政
治
家
た
る
べ
き
に
も
非
ず
、
ま
た
大
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学
者
た
る
べ
き
に
も
非
ず
。
世
界
古
今
の
歴
史
を
見
て
も
、
そ
の
事
実
を
証

す
べ
き
な
れ
ば
、
政
治
も
学
問
も
、
そ
の
専
業
に
非
ざ
る
よ
り
以
外
は
、
た

だ
大
体
の
心
得
に
し
て
や
み
、
尋
常
一
様
の
教
育
を
得
た
る
上
は
、
お
の
お

の
そ
の
長
ず
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
広
き
人
間
世
界
に
い
て
随
意
に
業
を

営
み
、
も
っ
て
一
身
一
家
の
た
め
に
し
、
ま
た
し
た
が
っ
て
国
の
た
め
に
す

べ
き
な
り
。

　
政
治
も
学
問
も  

相    
互  

あ
い
た
が
い

に
そ
の
門
を
異
に
し
て
、
人
事
中
専
門
の
一
課

と
す
る
と
き
は
、
各
門
相
互
に
干
渉
す
べ
か
ら
ざ
る
は
む
ろ
ん
、
お
の
お
の

自
家
の
専
業
を
勉
め
て
、
相
互
に
か
え
り
み
る
こ
と
も
な
き
を
要
す
。
政
治

家
た
る
も
の
が
、
す
で
に
学
問
受
教
の
年
齢
を
お
わ
り
て
、
政
事
に
志
し
、

ま
た
政
事
を
と
る
に
あ
た
り
て
は
、
自
身
に
学
問
の
心
掛
け
は
も
と
よ
り
怠

64学問の独立



る
べ
か
ら
ざ
る
も
、
学
校
教
育
上
の
こ
と
は
忘
れ
た
る
が
如
く
に
こ
れ
を
放

却
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
学
者
が
学
問
を
も
っ
て 

畢  

生 

ひ
っ
せ
い

の
業
と
覚
悟
し
た
る

う
え
は
、
自
身
に
政
治
の
思
想
は
も
と
よ
り
養
う
べ
き
も
、
政
壇
青
雲
の
志

は
断
じ
て
廃
棄
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
然
る
に
近
日
、
世
間
の
風
潮
を
み
る
に
、
政
治
家
な
る
者
が
教
育
の
学
校

を
自
家
の
便べん
に
利
用
す
る
か
、
ま
た
は
政
治
の
気
風
が
自
然
に
教
場
に
浸
入

し
た
る
も
の
か
、
そ
の
教
員
生
徒
に
し
て
政
の
主
義
を
か
れ
こ
れ
と
評
論
し

て
、
お
の
ず
か
ら
好
悪
こ
う
お
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
あ
る
が
如
し
。
政
治
家
の
不
注

意
と
い
う
べ
し
。
政
治
の
気
風
が
学
問
に
伝
染
し
て
な
お
広
く
他
の
部
分
に

波
及
す
る
と
き
は
、
人
間
万
事
、
政
党
を
も
っ
て
敵
味
方
を
作
り
、
商
売
工

業
も
政
党
中
に 

籠  

絡 

ろ
う
ら
く

せ
ら
れ
て
、
は
な
は
だ
し
き
は
医
学
士
が
病
者
を
診
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察
す
る
に
も
、
寺
僧
ま
た
は
会
席
の
主
人
が
人
に
座
を
貸
す
に
も
、
政
派
の

敵
味
方
を
問
う
の
奇
観
を
呈
す
る
に
い
た
る
べ
し
。
社
会
親
睦
、
人
類
相
愛

の
大
義
に
背
く
も
の
と
い
う
べ
し
。

　
ま
た
、
一
方
の
学
者
に
お
い
て
も
、
世
間
の
風
潮
、
政
談
の
一
方
に
向
う

て
、
い
や
し
く
も
政
を
語
る
者
は
他
の
尊
敬
を
蒙
り
、
ま
た
し
た
が
っ
て
衣

食
の
道
に
も
近
く
し
て
、
身
を
起
す
に
容
易
な
る
そ
の  

最    

中  

さ
い
ち
ゅ
う

に
、
自
家

の
学
問
社
会
を
か
え
り
み
れ
ば
、
生
計
得
べ
き
の
路
な
き
の
み
な
ら
ず
、
蛍

雪
幾
年
の
辛
苦
を
忍
耐
す
る
も
、
学
者
な
り
と
し
て
敬
愛
す
る
人
さ
え
な
き

有
様
な
れ
ば
、
む
し
ろ
書
を
抛
な
げ
う
ちて
一
臂
い
っ
ぴ
を
政
治
上
に
振
う
に
若し
か
ず
と
て
、

壮
年
後
進
の
学
生
は
争
う
て
政
治
社
会
に
入
ら
ざ
る
は
な
し
。
そ
の
人
の
罪

に
非
ず
。
風
潮
の
然しか
ら
し
む
る
と
こ
ろ
な
り
。
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今
の
風
潮
は
、
天
下
の
学
生
を
駆
り
て
こ
れ
を
政
治
に
入
ら
し
む
る
も
の

な
る
を
、
世
の
論
者
は
、
往
々
そ
の
原
因
を
求
め
ず
し
て
、
た
だ
現
在
の
事

相
に
驚
き
、
今
の
少
年
は
不
遜
ふ
そ
ん
な
り 

軽  

躁 

け
い
そ
う

な
り
、
漫
み
だ
りに
政
治
を
談
じ
て
身

の
程
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
と
て
、
こ
れ
を
咎
と
が
むる
者
あ
れ
ど
も
、
か
り
に
そ
の

所
言
に
し
た
が
い
て
こ
れ
を
酔
狂
人
と
す
る
も
、
明
治
年
間
今
日
に
い
た
り

て
に
わ
か
に
狂
す
べ
き
に
非
ず
。
そ
の
狂
や
必
ず
原
因
あ
る
べ
し
。
そ
の
原

因
と
は
何
ぞ
や
。
学
生
に
し
て
学
問
社
会
に
身
を
寄
す
べ
き
の
地
位
な
き
も

の
、
す
な
わ
ち
こ
れ
な
り
。
そ
の
実
例
は
こ
れ
を
他
に
求
む
る
を
須ま
た
ず
、

あ
る
い
は
論
者
の
中
に
も
そ
の
身
を
寄
す
る
地
位
を
失
わ
ざ
ら
ん
が
た
め
に

説
を
左
ひ
だ
りし
、
ま
た
、
そ
の
地
位
を
得
た
る
が
た
め
に
主
義
を
右みぎ
し
た
る
こ
と

も
あ
ら
ん
。
こ
れ
を
得
て
右
し
た
る
者
は
、
こ
れ
を
失
え
ば
、
ま
た
左
す
べ
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し
。
何
ぞ
現
在
の
左
右
を
論
ず
る
に
足
ら
ん
や
。
自
身
に
し
て
か
く
の
如
し
。

他
人
も
ま
た
か
く
の
如
く
な
る
べ
し
。 

伐  

柯  

其  

則  

不  

遠 

え
を
き
る
そ
の
の
り
と
お
か
ら
ず

、
自
心
を
も

っ
て
他
人
を 

忖  

度 
そ
ん
た
く

す
べ
し
。

　
人
の
心
を
鎮
撫
す
る
の
要
は
、
そ
の
身
を
安
か
ら
し
む
る
に
あ
り
。
安
身

は
安
心
の
術
な
り
。
ゆ
え
に
今
、
帝
室
の
保
護
を
も
っ
て
、
私
学
校
を
維
持

せ
し
め
て
か
ね
て
ま
た
学
者
を
優
待
す
る
の
先
例
を
示
さ
れ
た
ら
ば
、
世
間

に
も
次
第
に
学
問
を
貴
ぶ
の
風
を
成
し
て
、
自
然
に
学
者
安
身
の
地
位
も
生

ず
べ
き
が
ゆ
え
に
、
専
業
の
工
た
り
農
商
た
り
、
ま
た
政
治
家
た
る
者
の
外

は
、
学
問
社
会
を
も
っ
て 

畢  

生 

ひ
っ
せ
い

安
心
の
地
と
覚
悟
し
て
、
政
壇
の
波
瀾
に

動
揺
す
る
こ
と
な
き
を
得
べ
し
。
我
が
輩
か
つ
て
い
え
る
こ
と
あ
り
、
方
今

政
談
の  

喋    

々  

ち
ょ
う
ち
ょ
う
を
た
だ
ち
に
制
止
せ
ん
と
す
る
は
、 

些  

少 

さ
し
ょ
う

の
水
を
も
っ
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て
火
に
灌そそ
ぐ
が
如
し
、
大
火
消
防
の
法
は
、
水
を
灌
ぐ
よ
り
も
、
そ
の
燃
焼

の
材
料
を
除
く
に
若し
か
ず
と
。
け
だ
し
学
者
の
た
め
に
安
身
の
地
を
つ
く
り

て
そ
の
政
談
に
走
る
を
と
ど
む
る
は
、
ま
た
燃
料
を
除
く
の
一
法
な
り
。
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