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四
　
土
田
杏
村
氏
及
び
村
松
正
俊
氏
の
本
質
論

　
私
が
こ
の
小
論
文
の
続
稿
を
書
き
お
へ
な
い
う
ち
に
、
甚
だ
重
要
な
二
三
の
議
論
が
私
の
眼
に
ふ
れ
た
。

そ
れ
等
は
、
「
文
芸
公
論
」
四
月
号
に
現
れ
た
土
田
杏
村
氏
の
「
文
芸
の
芸
術
性
と
社
会
性
」
、
村
松
正

俊
氏
の
「
都
会
趣
味
芸
術
再
論
」
、
「
新
潮
」
三
月
号
に
現
れ
た
勝
本
清
一
郎
氏
の
「
社
会
主
義
文
芸
論

の
修
正
」
、
「
文
芸
戦
線
」
二
、
三
月
号
の
社
説
及
び
四
月
号
の
田
口
憲
一
氏
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸

運
動
の
現
段
階
と
其
任
務
」
等
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
を
し
て
、
こ
れ
等
の
論
文
の
う
ち
で
私
の
言

は
ん
と
す
る
問
題
に
触
れ
た
部
分
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
省
略
す
る
の
は
適
当
で
な
い
と
思
は
せ
る
に

至
つ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
次
に
こ
れ
等
の
論
者
の
説
を
吟
味
し
つ
ゝ
私
自
身
の
所
論
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く

で
あ
ら
う
。

　
土
田
杏
村
氏
は
、
文
学
の
本
質
に
つ
い
て
、
私
と
全
く
正
反
対
の
見
解
を
抱
か
れ
て
ゐ
る
。
氏
の
見
解

は
一
種
の
表
現
主
義
で
あ
つ
て
、
氏
に
と
つ
て
は
、
表
現
そ
の
も
の
が
文
学
の
本
質
で
あ
り
、
そ
れ
が

「
文
芸
自
身
に
固
有
な
、
ひ
と
り
、
文
芸
に
だ
け
求
め
ら
れ
て
文
学
以
外
の
も
の
に
は
求
め
ら
れ
な
い
一

の
意
義
」
な
の
で
あ
る
。
私
は
文
学
の
社
会
性
、
従
つ
て
歴
史
性
、
従
つ
て
ま
た
階
級
性
を
さ
へ
認
め
る
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に
反
し
、
氏
は
「
文
芸
は
表
現
せ
ら
れ
た
美
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
ふ
超
歴
史
的
、
超
社
会
的
当
為

を
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
文
芸
」
と
い
ふ
言
葉
を
「
美
」
と
い
ふ
言
葉
に
お
き
か
へ
て
論
点

を
文
芸
か
ら
美
へ
押
し
や
ら
れ
た
ゞ
け
で
あ
つ
て
、
決
し
て
文
芸
の
説
明
と
は
な
つ
て
ゐ
な
い
。
そ
こ
で

氏
は
遂
に
理
論
を
回
避
し
て
、
「
文
芸
は
確
か
に
道
徳
で
も
宗
教
で
も
無
い
。
文
芸
以
外
の
も
の
で
は
な

い
と
こ
ろ
の
味
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
そ
の
味
は
此
れ
を
味
つ
た
も
の
以
外
に
は
何
と
も
語
る
こ
と
が
で
き

ぬ
の
で
あ
る
」
と
い
う
神
秘
説
を
告
白
す
る
の
已
む
を
得
ざ
る
に
至
つ
て
を
ら
れ
る
。
か
や
う
な
理
論
的

行
き
詰
り
は
、
ひ
と
へ
に
、
氏
が
文
芸
の
ア
プ
リ
オ
リ
に
執
着
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
胚
胎
す
る
。
勿
論
私

と
て
も
、
「
文
芸
は
た
し
か
に
道
徳
で
も
宗
教
で
も
な
い
」
こ
と
に
は
異
存
は
な
い
。
又
そ
れ
を
単
な
る

心
理
現
象
と
も
社
会
現
象
と
も
こ
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
に
も
異
存
は
な
い
。
問
題
は
、

土
田
氏
が
こ
れ
等
の
も
の
ゝ
外
に
文
学
の
本
質
を
想
像
せ
ら
る
ゝ
、
若
し
く
は
想
像
し
よ
う
と
努
力
せ
ら

る
ゝ
に
反
し
、
私
は
、
そ
れ
等
の
も
の
ゝ
結
合
に
文
学
の
本
質
を
見
る
点
で
あ
る
。
人
間
は
た
し
か
に
頭

で
も
手
で
も
足
で
も
胴
体
で
も
な
い
。
し
か
し
、
人
間
は
そ
れ
等
の
も
の
ゝ
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、

そ
れ
等
の
も
の
ゝ
一
定
の
結
合
を
人
間
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　
併
し
な
が
ら
、
聡
明
な
る
土
田
氏
は
、
文
芸
の
も
つ
社
会
性
を
看
却
せ
ら
れ
な
い
。
氏
に
よ
れ
ば
、
文

芸
は
生
活
を
通
じ
て
社
会
と
交
渉
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
に
は
私
も
異
議
が
な
い
。
だ
が
併
し
、
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生
活
と
い
ふ
も
の
を
、
文
芸
と
社
会
と
の
間
に
、
そ
れ
を
互
に
交
渉
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
介
在
さ
せ
る

こ
と
に
よ
つ
て
氏
が
、
却
つ
て
、
文
芸
に
超
社
会
的
な
要
素
の
あ
る
こ
と
を
は
つ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
て

を
ら
れ
る
点
に
於
て
私
は
氏
と
は
異
る
。
氏
は
文
学
の
社
会
性
と
い
は
ず
に
、
「
文
学
に
表
現
せ
ら
る
べ

き
生
活
の
社
会
性
」
と
注
意
ぶ
か
く
言
は
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
芸
の
本
質
は
表
現
で
あ
り
、
表
現
そ

の
も
の
は
社
会
性
を
も
た
ぬ
が
、
文
芸
に
表
現
さ
れ
た
生
活
は
社
会
性
を
も
つ
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
従

つ
て
、
表
現
さ
る
ゝ
も
の
を
抽
象
し
た
表
現
そ
れ
自
体
が
文
芸
の
本
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
超
社
会
的
な
も

の
、
文
芸
に
固
有
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
若
し
私
た
ち
が
次
の
や
う
な
理
論
を
た
て
た
ら

ど
う
で
あ
ら
う
か
。
水
は
酸
素
と
水
素
と
の
化
合
物
で
あ
る
。
酸
素
と
水
素
と
は
物
質
性
を
も
つ
。
し
か

し
水
の
本
質
は
、
酸
素
や
水
素
で
は
な
く
て
化
合
そ
の
も
の
に
あ
る
。
化
合
そ
の
も
の
に
は
物
質
性
は
な

い
。
　
　
土
田
氏
の
理
論
の
も
つ
神
秘
性
、
非
科
学
性
は
こ
の
例
に
よ
り
て
ほ
ゞ
わ
か
る
で
あ
ら
う
。

　
だ
が
、
最
も
主
要
な
点
は
、
土
田
氏
が
「
文﹅
芸﹅
に
表
現
せ
ら
る
べ
き
生
活
の
社
会
性
」
と
し
て

　
第
一
、
個
人
主
義
に
反
対
す
る
意
味
で
の
社
会
性
を
も
つ
こ
と
、

　
第
二
、
無
産
者
性
を
も
つ
こ
と
、

　
第
三
、
社
会
的
批
判
と
そ
れ
よ
り
生
れ
る
理
想
社
会
の
憧
憬
を
も
つ
こ
と
、

を
列
挙
せ
ら
れ
て
ゐ
る
点
で
あ
る
。
果
し
て
こ
れ
等
の
事
柄
が
「
文
芸
に
表
現
せ
ら
る
べ
き
社
会
性
」
な
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の
で
あ
ら
う
か
？
　
こ
れ
等
の
も
の
が
「
文
芸
に
表
現
せ
ら
る
べ
き
」
社
会
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を

表
現
し
て
ゐ
な
い
も
の
は
文
芸
の
名
に
値
し
な
い
で
あ
ら
う
か
？
　
た
と
へ
ば
無
産
者
性
を
も
つ
て
ゐ
な

い
文
芸
は
文
芸
で
な
い
の
で
あ
ら
う
か
？
　
私
は
、
こ
ゝ
に
、
氏
が
（
そ
の
方
法
の
形
而
上
学
的
な
る
が

為
の
）
み
じ
め
な
理
論
的
混
乱
に
陥
つ
て
を
ら
れ
る
の
を
発
見
す
る
。
土
田
氏
の
理
論
か
ら
い
つ
て
も
、

又
私
た
ち
の
理
論
か
ら
い
つ
て
も
土
田
氏
の
や
う
に
、
文
芸
に
何
が
表﹅
現﹅
せ﹅
ら﹅
る﹅
べ﹅
き﹅
か﹅
の
如
き
は
問
題

と
し
な
い
で
、
何
が
表﹅
現﹅
さ﹅
れ﹅
て﹅
ゐ﹅
る﹅
か
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
。
文
芸
か
ら
絶
対
性
を
剥
奪
し
て
、

（
土
田
氏
の
場
合
で
は
文
芸
の
内
容
か
ら
）
そ
れ
を
歴
史
の
中
に
見
る
べ
き
な
の
だ
。
現
に
、
土
田
氏
自

身
す
ら
も
、
す
ぐ
そ
の
次
に
、
文
芸
一
般
か
ら
突
然
歴
史
の
中
の
文
芸
に
理
論
を
飛
躍
せ
し
め
て
、
「
第

一
に
現﹅
代﹅
の﹅
文﹅
芸﹅
は
所
謂
個
人
主
義
に
反
対
し
た
意
味
で
の
社
会
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
つ

て
を
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
芸
に
つ
い
て
も
、
少
し
で
も
、
積
極
的
な
、
具
体
的
な
、
内
容
的
な
提

言
を
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
文
芸
の
歴
史
性
を
抽
象
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
を
語
つ
て
ゐ
る
。
文

芸
一
般
に
対
し
て
「
無
産
者
性
を
も
つ
こ
と
」
を
要
求
す
る
が
如
き
は
、
無
産
者
そ
の
も
の
が
既
に
歴
史

的
産
物
な
の
だ
か
ら
、
不
可
能
で
も
あ
り
、
無
意
味
で
も
あ
る
。
私
た
ち
の
理
論
は
、
文
芸
が
無
産
者
性

を
も
つ
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
り
主
張
し
た
り
す
る
か
は
り
に
、
如
何
な
る
社
会
の
条
件
の
も
と
に
文
芸

が
無
産
者
性
を
も
つ
か
と
い
ふ
こ
と
を
究
明
す
る
こ
と
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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又
、
氏
が
「
個
人
主
義
に
反
対
し
た
意
味
で
の
社
会
性
」
を
現﹅
代﹅
の﹅
文﹅
芸﹅
に
要
求
す
る
理
由
と
し
て
、

個
人
主
義
は
「
契
約
の
自
由
、
商
業
の
自
由
と
い
つ
て
る
意
味
で
の
自
由
主
義
的
態
度
」
、
「
本
質
に
於

て
罪
悪
的
で
あ
る
資
本
主
義
の
根
本
的
前
提
」
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
い
け
な
い
と
言
つ
て
を
ら

れ
る
が
、
こ
れ
亦
形
而
上
学
的
方
法
か
ら
来
る
氏
の
理
論
的
混
乱
を
暴
露
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
自
由

主
義
が
「
本
質
的
」
に
「
罪
悪
的
」
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
断
定
は
、
全
く
の
独
断
以
外
の
何
物
で
も
な

い
。
自
由
主
義
は
、
或
る
社
会
の
条
件
の
も
と
で
は
必
要
で
あ
り
、
或
る
社
会
の
条
件
の
も
と
で
は
不
必

要
に
な
り
且
つ
有
害
に
な
つ
て
来
た
と
こ
ろ
の
原
理
で
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
「
本
質
に
於
て
罪
悪

的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
従
つ
て
、
さ
う
い
ふ
理
由
の
も
と
に
、
文
芸
に
「
個
人
主
義
に
反
対
し
た
意
味

で
の
社
会
性
」
を
要
求
す
る
こ
と
は
形
而
上
学
的
態
度
で
は
あ
つ
て
も
科
学
的
態
度
で
は
決
し
て
な
い
。

そ
し
て
文
学
の
本
質
は
科
学
的
態
度
、
方
法
に
よ
つ
て
し
か
闡
明
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
村
松
正
俊
氏
の
所
論
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
、
氏
も
ま
た
、
私
と
ほ
ゞ
正
反
対

の
見
地
か
ら
文
学
の
本
質
に
つ
い
て
の
見
解
を
示
し
て
を
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
村
松
氏
は
直
截
に
、
し
か
も
一
種
の
誇
り
を
さ
へ
も
つ
て
、
芸
術
、
従
つ
て
そ
の
一
部
で
あ
る
文
学
に

ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
を
認
め
ら
れ
、
そ
れ
を
高
唱
さ
れ
る
。
だ
が
か
く
の
如
き
前
提
か
ら
出
発
さ
れ
た
氏

の
芸
術
論
が
ど
ん
な
結
末
に
到
達
す
る
か
。
氏
は
、
芸
術
を
し
て
芸
術
た
ら
し
む
る
も
の
は
「
芸
術
的
な
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る
も
の
」
で
あ
る
と
い
ふ
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
中
か
ら
一
歩
も
出
ら
れ
な
い
。
ま
さ
に
そ
れ
は
、
日
本
人
を

し
て
日
本
人
た
ら
し
む
る
も
の
は
、
日
本
人
的
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
と
変
り
は
な
い
。
論
理
は
そ

こ
に
少
し
も
進
展
し
て
ゐ
な
い
。
土
田
杏
村
氏
が
文
芸
の
味
は
何
と
も
語
る
こ
と
の
で
き
ぬ
味
で
あ
る
と

言
は
れ
る
の
と
同
巧
異
曲
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
村
松
氏
は
、
「
芸
術
的
な
る
も
の
」
は
、
時
代
に
よ
り
、
流
派
に
よ
り
、
階
級
に
よ
り
異

る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
。
然
ら
ば
氏
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
の
説
を
翻
し
て
、
芸
術
の
本
質
の
経
験
性

に
降
服
さ
れ
た
で
あ
ら
う
か
？
　
否
、
氏
に
よ
れ
ば
、
芸
術
の
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
は
唯
一
な
も
の
で
は

な
く
て
、
オ
リ
ム
ピ
ア
の
神
と
同
様
に
複
数
な
の
で
あ
る
。
多
元
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
／
″
＼
の
階
級
、

そ
れ
／
″
＼
の
流
派
の
芸
術
は
、
め
い
め
い
そ
の
守
護
神
と
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
を
も
つ
の
で
あ
る
。

即
ち
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
が
様
々
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
於
て
、
変
化
す
る
も
の
に
経
験
性
を

認
め
な
い
こ
と
は
、
氏
の
哲
学
的
教
養
が
許
さ
な
い
。
そ
こ
で
氏
の
頭
脳
の
中
に
は
、
実
に
精
緻
を
極
め

た
論
理
の
モ
ザ
イ
ク
が
組
み
た
て
ら
れ
る
。
曰
く
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
は
「
経
験
的
ア
プ
リ
オ
リ
テ

ー
ト
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
実
が
先
で
あ
つ
て
然
る
後
そ
の
事
実
か
ら
抽
出
さ
れ
た
ア

プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
で
あ
る
」
。

　
経
験
に
先
行
さ
れ
る
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
、
事
実
の
後
か
ら
つ
い
て
来
る
、
事
実
の
中
か
ら
抽
出
さ
れ
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る
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
、
そ
れ
は
ま
さ
に
私
た
ち
の
理
解
を
超
越
し
た
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
で
あ
る
。
私

た
ち
は
、
こ
ゝ
に
、
村
松
氏
の
頭
に
巣
く
ふ
執
拗
な
る
形
而
上
学
的
方
法
の
亡
霊
と
、
形
而
上
学
的
理
論

の
完
全
な
る
無
能
さ
の
自
己
暴
露
と
を
見
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
文
学
の
社
会
的
機
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
芸
戦
線
の
社
説
の
一
句
に
つ
い
て
の
考
察

　
文
学
作
品
が
社
会
的
所
産
で
あ
り
、
従
つ
て
社
会
と
交
渉
を
も
つ
こ
と
は
こ
ゝ
で
わ
ざ
〳
〵
論
証
す
る

必
要
の
な
い
程
常
識
化
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
省
略
す
る
。
次
に
、
従
来
、
そ
し

て
現
在
に
於
て
も
猶
ほ
、
何
回
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
ゐ
る
芸
術
の
た
め
の
芸
術
、
文
学
の
た
め
の
文
学

の
問
題
、
即
は
ち
、
芸
術
文
学
は
社
会
の
た
め
に
存
在
す
べ
き
も
の
で
そ
れ
自
身
に
自
律
性
を
も
た
ぬ
も

の
か
、
或
は
完
全
な
自
律
性
を
も
つ
も
の
か
、
ま
た
そ
の
自
律
性
に
は
限
界
が
あ
る
か
、
あ
る
と
す
れ
ば

そ
の
限
界
は
何
処
に
画
さ
る
べ
き
か
　
　
こ
れ
等
の
一
群
の
問
題
は
、
省
略
す
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
性
質

の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
廻
し
に
し
て
、
（
尤
も
部
分
的
に
は
こ
の
問
題
に
屡
々
ふ
れ
た
が
）
一
見

そ
れ
等
の
問
題
よ
り
も
後
に
来
る
問
題
の
や
う
に
思
は
れ
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
問
題
を
先
づ
考
察
し
よ
う
。
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そ
れ
は
「
文
芸
戦
線
」
第
四
巻
第
三
号
の
社
説
の
劈
頭
に
か
ゝ
げ
ら
れ
た
「
芸
術
の
社
会
的
役
割
」
の
一

と
二
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
次
の
如
く
言
つ
て
あ
る
。

　
一
、
芸
術
と
は
意
識
を
形
式
の
中
に
体
系
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
（
註
）

　
　
（
註
）
　
「
芸
術
と
は
、
そ
の
中
に
時
代
及
び
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
的
内
容
を
表
明
し
保
持
し
て

　
　
ゐ
る
形
式
の
謂
で
あ
る
。
」
（
ル
ウ
・
メ
ル
テ
ン
）

　
二
、
そ
れ
故
に
芸
術
は
こ
の
形
式
の
中
に
体
系
づ
け
ら
れ
た
意
識
を
社
会
に
伝
播
し
、
社
会
の
成
員
の

　
意
識
を
組
織
化
す
る
。

　
私
は
念
の
た
め
に
次
に
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の
「
芸
術
と
社
会
生
活
」
に
引
用
さ
れ
た
チ
エ
ル
ヌ
イ
シ
エ

ー
フ
ス
キ
ー
の
言
葉
を
引
用
す
る
。
曰
く
「
芸
術
、
的
確
に
い
へ
ば
詩
歌
（
唯
詩
歌
の
み
、
何
と
な
れ
ば

他
の
芸
術
は
こ
の
意
味
に
於
て
多
く
を
為
さ
な
い
か
ら
）
は
読
者
大
衆
の
中
に
非
常
に
多
く
の
知
識
を
広

め
、
更
に
重
要
な
こ
と
に
は
、
科
学
に
よ
つ
て
為
さ
れ
た
る
理
解
を
普
及
せ
し
め
る
、
　
　
こ
れ
が
詩
歌

の
生
活
に
対
す
る
偉
大
な
る
意
義
で
あ
る
」
（
蔵
原
惟
人
氏
訳
本
二
頁
）

　
私
が
こ
れ
等
の
引
用
を
こ
ゝ
に
か
ゝ
げ
た
わ
け
は
、
先
づ
読
者
に
、
注
意
ぶ
か
く
こ
れ
を
読
ん
で
貰
ひ

た
い
か
ら
で
あ
る
。
注
意
ぶ
か
き
読
者
は
、
こ
の
一
連
の
引
用
の
中
か
ら
、
次
の
事
実
を
発
見
さ
れ
る
で

あ
ら
う
。
即
は
ち
、
「
文
芸
戦
線
」
の
社
説
は
、
芸
術
（
特
殊
的
に
は
文
学
）
の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
、

10文学の本質について（二）



ル
ウ
・
メ
ル
テ
ン
及
び
チ
エ
ル
ヌ
イ
シ
エ
ー
フ
ス
キ
ー
よ
り
も
別
箇
の
解
釈
を
下
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
実

で
あ
る
。
こ
の
解
釈
が
、
最
近
に
於
け
る
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
所
謂
マ
ル
ク
ス
主
義
的
目
的
意
識
文

学
へ
の
転
換
の
契
機
と
な
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
に
対
す
る
私
の
疑
問
が
、
或
る

人
々
を
し
て
、
私
の
理
論
を
実
証
主
義
的
で
あ
る
と
評
せ
し
め
る
に
至
つ
た
も
の
ゝ
や
う
に
思
は
れ
る
か

ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
私
自
身
の
解
釈
、
若
し
く
は
疑
問
を
こ
ゝ
で
は
つ
き
り
述
べ
て
お
く
義
務
が
あ
る

と
私
は
感
ず
る
の
で
あ
る
。

　
先
づ
一
に
つ
い
て
言
へ
ば
ル
ウ
・
メ
ル
テ
ン
は
「
芸
術
と
は
、
そ
の
中
に
時
間
及
び
階
級
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
イ
的
内
容
を
表﹅
明﹅
し﹅
保﹅
持﹅
し﹅
て﹅
ゐ﹅
る﹅
形﹅
式﹅
の
謂
で
あ
る
」
と
言
つ
て
ゐ
る
に
対
し
、
「
文
芸
戦
線
」
の

社
説
に
於
て
は
、
「
芸
術
と
は
意
識
を
形
式
の
中
に
体﹅
系﹅
づ﹅
け﹅
る﹅
こ
と
で
あ
る
。
」
と
言
つ
て
ゐ
る
。
問

題
の
所
在
は
、
勿
論
体﹅
系﹅
づ﹅
け﹅
る﹅
と
い
ふ
一
句
に
あ
る
。
「
表
明
し
保
持
す
る
」
こ
と
ゝ
「
体
系
づ
け
る
」

こ
と
ゝ
は
明
か
に
別
の
こ
と
で
あ
る
。
私
に
よ
れ
ば
、
体
系
づ
け
る
こ
と
は
、
明
か
に
科
学
の
機
能
に
属

す
る
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
芸
術
の
機
能
で
は
な
い
。
私
た
ち
に
は
沙
翁
の
戯
曲
に
も
、
「
戦
争
と
平
和
」

に
も
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
絵
画
に
も
、
体
系
化
さ
れ
た
意
識
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
等
は
明
か
に
、

そ
れ
／
″
＼
の
時
代
、
そ
れ
／
″
＼
の
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
的
内
容
を
表
明
し
保
持
し
て
は
ゐ
る
が
、

決
し
て
体
系
づ
け
て
は
ゐ
な
い
。
体
系
づ
け
る
の
は
理
論
の
役
割
で
あ
つ
て
芸
術
の
役
割
で
は
な
い
。
芸
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術
と
芸
術
理
論
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
「
文
芸
戦
線
」
の
第
二
回
テ
ー
ゼ
は
、
劈
頭
の

一
句
よ
り
、
社
会
科
学
と
文
学
と
を
混
淆
せ
し
め
つ
ゝ
は
じ
ま
つ
て
ゐ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
一
に
於
け
る
か
や
う
な
認
識
の
混
乱
は
、
必
然
に
テ
ー
ゼ
の
第
二
項
を
規
定
し
、
そ
の
混
乱
を
そ
の
ま
ゝ

そ
れ
に
伝
へ
て
ゐ
る
。
即
は
ち
、
そ
こ
で
は
、
「
そ
れ
故
に
芸
術
は
こ
の
形
式
の
中
に
体
系
づ
け
ら
れ
た

意
識
を
社
会
に
伝
播
し
、
社
会
の
成
員
の
意
識
を
組﹅
織﹅
化﹅
す﹅
る﹅
。
」
と
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
ゝ
で
問
題

と
な
る
の
は
、
無
論
組﹅
織﹅
化﹅
と
い
ふ
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
文
芸
戦
線
」
の
社
説
が
、
芸
術
を
意
識

の
体
系
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
以
上
、
芸
術
の
社
会
的
役
割
が
、
社
会
成
員
の
意
識
を
組
織
化

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
結
論
が
当
然
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。
併
し
私
に
よ
れ
ば
、
社
会
成
員
の
意
識

を
組
織
化
す
る
こ
と
は
、
科
学
若
し
く
は
理
論
の
役
割
で
あ
つ
て
、
芸
術
の
役
割
で
は
決
し
て
な
い
。
私

が
さ
き
に
引
用
し
た
チ
エ
ル
ヌ
イ
シ
エ
ー
フ
ス
キ
ー
も
、
決
し
て
「
組
織
化
」
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
は
つ

か
つ
て
を
ら
ぬ
し
、
そ
れ
に
類
似
し
た
役
割
を
少
し
も
芸
術
に
認
め
て
ゐ
な
い
。
彼
は
芸
術
（
特
に
詩
歌
）

の
社
会
的
役
割
を
規
定
し
て
「
読
者
大
衆
の
間
に
非
常
に
多
く
の
知
識
を
ひ
ろ
め
、
更
に
重
要
な
こ
と
に

は
科
学
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
る
理
解
を
普
及
せ
し
め
る
」
こ
と
に
あ
る
と
見
做
し
て
ゐ
る
。

　
勿
論
科
学
と
文
学
と
は
互
に
前
後
し
た
り
、
平
行
し
た
り
交
錯
し
た
り
し
て
進
む
の
で
あ
る
か
ら
、
先

づ
科
学
が
意
識
を
体
系
化
し
、
文
学
は
こ
の
体
系
化
さ
れ
た
意
識
を
普
及
す
る
の
で
あ
る
な
ど
い
ふ
窮
屈
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な
公
式
を
規
定
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
文
学
の
は
た
ら
き
の
少
か
ら
ぬ
部
分
は
そ
こ
に
あ
る
と
し
て
も
、

猶
ほ
私
達
は
、
文
学
が
、
科
学
以
前
の
、
即
は
ち
体
系
化
さ
れ
な
い
意
識
を
読
者
大
衆
の
間
に
伝
播
し
普

及
し
暗
示
し
て
ゆ
く
機
能
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
も
看
却
し
て
は
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
れ
等
の
社
会

的
機
能
は
、
い
づ
れ
も
決
し
て
、
社
会
成
員
の
意
識
を
組
織
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
私
に
よ
れ
ば
芸
術
は
、
決
し
て
か
ゝ
る
機
能
、
役
割
を
は
た
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
文
学
運
動
は
ど
れ
程
進
出
し
て
も
、
そ
れ
が
社
会
に
及
ぼ
す
機
能
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
る
。
そ
の
限

界
を
突
破
す
る
と
き
、
も
は
や
そ
れ
は
文
学
運
動
と
言
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。
勿
論
文
学
者
は
文
学
運
動

だ
け
に
止
ま
つ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
毫
も
な
い
の
だ
か
ら
、
文
学
者
が
同
時
に
科
学
的
理
論
の
体

系
を
つ
く
る
こ
と
に
努
力
し
た
り
、
文
学
者
が
政
治
運
動
に
投
じ
た
り
す
る
こ
と
は
差
支
へ
は
な
い
。
け

れ
ど
も
、
文
学
者
が
文
学
理
論
、
若
し
く
は
社
会
理
論
の
領
域
に
踏
み
入
つ
た
こ
と
、
若
し
く
は
文
学
者

が
政
治
運
動
に
加
入
し
た
こ
と
を
、
直
ち
に
文
学
運
動
の
進
出
と
解
す
る
こ
と
の
可
否
は
甚
だ
疑
問
で
あ

る
。
の
み
な
ら
ず
、
か
ゝ
る
進
出
の
理
論
的
基
礎
が
「
文
芸
戦
線
」
の
社
説
の
場
合
の
や
う
に
、
芸
術
と

科
学
と
の
混
淆
、
芸
術
を
そ
れ
と
全
く
職
能
を
異
に
し
た
科
学
の
領
域
内
へ
侵
入
せ
し
め
る
こ
と
、
芸
術

に
不
可
能
な
役
割
を
お
し
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
と
き
に
は
、
か
ゝ
る
進
出
は
純
然
た
る
幻
想
で
あ
る
。

　
芸
術
、
文
学
が
、
意
識
を
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
大
衆
の
意
識
を
組
織
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
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ふ
が
如
き
は
、
科
学
と
政
治
と
を
芸
術
の
中
へ
戯
画
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
科
学
と
政
治
と
に
か
へ
る
に
、

玩
具
の
科
学
と
玩
具
の
政
治
と
を
も
つ
て
す
る
も
の
で
あ
る
。
如
何
に
熱
心
の
あ
ま
り
で
あ
つ
て
も
、
そ

れ
は
黙
過
し
て
は
な
ら
ぬ
理
論
の
混
乱
で
あ
る
。
従
つ
て
、
単
に
「
芸
術
」
と
い
ふ
言
葉
を
「
無
産
階
級

文
学
」
と
い
ふ
言
葉
に
置
き
か
へ
、
「
意
識
」
と
い
ふ
言
葉
を
「
無
産
階
級
の
階
級
意
識
」
と
い
ふ
言
葉

に
お
き
か
へ
た
に
過
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
「
無
産
階
級
文
学
の
社
会
的
役
割
」
の
一
項
に
も
前
項
と
同
じ
理

論
的
混
乱
が
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
こ
ゝ
に
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
文
学
と
政
治
（
目
的
意
識
文
学
に
つ
い
て
）

　
私
は
文
学
の
本
質
、
文
学
の
目
的
そ
の
も
の
も
進
化
す
る
こ
と
を
前
に
述
べ
た
。
従
つ
て
、
文
学
作
品

が
、
政
治
と
同
じ
目
的
　
　
社
会
改
革
の
目
的
を
も
つ
て
製
作
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
完
全
に

認
め
る
。
だ
が
併
し
、
私
た
ち
は
、
文
学
は
な
ぜ
さ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
ふ
や
う
な
問
題
の
出

し
か
た
を
す
べ
き
で
は
な
い
。
文
学
は
さ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
を
そ
れ
自
身
に
少
し
も
も
た
ぬ
の

で
あ
る
し
、
ま
た
こ
の
問
題
は
、
文
学
そ
の
も
の
を
い
く
ら
穿
鑿
し
て
見
て
も
解
決
さ
れ
な
い
問
題
で
あ

る
。
問
題
は
、
如
何
な
る
社
会
条
件
が
文
学
を
さ
う
さ
せ
る
か
に
あ
る
。

14文学の本質について（二）



　
封
建
主
義
か
ら
資
本
主
義
へ
の
過
渡
期
の
社
会
に
は
一
部
の
文
学
が
自
由
主
義
的
と
な
り
、
資
本
主
義

か
ら
社
会
主
義
へ
の
過
渡
期
に
は
一
部
の
文
学
が
社
会
主
義
的
と
な
る
と
い
ふ
言
ひ
表
は
し
か
た
は
、
単

に
現
象
形
態
だ
け
に
視
野
を
局
限
し
た
者
の
言
ひ
現
は
し
か
た
で
あ
つ
て
、
間
違
ひ
と
は
い
へ
な
い
ま
で

も
甚
だ
不
完
全
な
言
ひ
表
は
し
か
た
で
あ
る
。
理
論
的
に
正
確
な
言
ひ
表
は
し
方
を
し
よ
う
と
思
ふ
な
ら

ば
、
私
た
ち
は
、
文
学
が
さ﹅
う﹅
な﹅
る﹅
と
言
は
な
い
で
、
文
学
が
さ﹅
う﹅
さ﹅
せ﹅
ら﹅
れ﹅
る﹅
と
言
ふ
べ
き
だ
。
何
が

さ
う
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
一
般
的
に
は
社
会
的
条
件
が
、
も
つ
と
直
接
に
は
、
「
文
芸
戦
線
」

の
テ
ー
ゼ
が
明
確
に
言
つ
て
ゐ
る
や
う
に
「
政
治
闘
争
の
必
要
」
が
さ
う
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス

主
義
的
目
的
意
識
が
文
学
に
強
調
さ
れ
出
し
た
所
以
も
、
こ
の
「
政
治
闘
争
の
必
要
」
の
た
め
で
あ
つ
て
、

こ
の
目
的
意
識
は
断
じ
て
政
治
的
意
味
に
於
て
主
張
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
マ
ル
キ
ス
ト
の
目
的
意
識
性
と

大
衆
の
自
然
成
長
性
と
い
ふ
言
葉
は
意
味
を
な
す
が
作
者
の
目
的
意
識
性
と
読
者
の
自
然
成
長
性
と
い
ふ

言
葉
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
作
者
と
読
者
と
の
関
係
に
は
政
治
的
意
味
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
後

の
対
立
を
意
味
あ
ら
せ
る
為
め
に
は
、
「
文
学
作
家
」
を
「
社
会
主
義
的
文
学
作
家
」
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
然
り
と
す
れ
ば
、
目
的
意
識
の
関
係
す
る
の
は
、
「
社
会
主
義
的
」
と
い
ふ
形
容
詞
の
部
分
だ
け

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
「
文
芸
戦
線
」
第
四
巻
第
二
号
の
テ
ー
ゼ
中
「
社
会
主
義
文
学
の
芸
術
価
値
」
の
（
一
）
の
前

15



半
「
吾
々
は
芸
術
家
で
あ
る
前
に
社
会
主
義
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
ふ
提
言
は
意
味
を
も
つ
。
だ

が
、
そ
の
後
半
を
な
す
と
こ
ろ
の
「
社
会
主
義
文
学
は
何
よ
り
も
先
づ
芸
術
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
！
」
と

い
ふ
提
言
は
、
社
会
主
義
文
学
の
自
己
否
定
で
あ
る
。
社
会
主
義
文
学
は
、
さ
う
い
ふ
代
り
に
「
社
会
主

義
文
学
は
何
よ
り
も
先
づ
社
会
主
義
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
！
」
と
修
正
す
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

同
じ
「
文
芸
戦
線
」
の
次
の
号
で
正
当
に
も
指
摘
し
て
ゐ
る
や
う
に
「
政
治
闘
争
の
必
要
」
が
そ
れ
を
規

定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
テ
ー
ゼ
の
筆
者
は
「
こ
の
二
つ
の
命
題
は
決
し
て
矛
盾
し
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
社
会
主
義
的
世

界
観
は
、
そ
れ
自
体
の
中
に
芸
術
観
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
社
会
主
義
的
芸
術
観
は
、
現
在
に
於
け
る
最

も
完
全
な
芸
術
観
で
あ
る
か
ら
」
と
言
つ
て
を
ら
れ
る
が
、
果
し
て
こ
の
二
つ
の
命
題
は
矛
盾
せ
ぬ
だ
ら

う
か
。
若
し
矛
盾
し
な
い
な
ら
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
る
。
こ
の
文
句
の
う
ち
の
社
会
主
義
と
い
ふ
文
字
を

資
本
主
義
と
か
へ
て
「
資
本
主
義
文
学
は
先
づ
第
一
に
芸
術
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
た
ら
ど
う
だ
ら

う
。
そ
れ
で
も
こ
の
提
言
は
論
理
的
に
は
立
派
に
成
立
す
る
で
は
な
い
か
。
然
ら
ば
「
社
会
主
義
的
芸
術

観
は
現
在
に
於
け
る
最
も
完
全
な
芸
術
観
で
あ
る
」
と
い
ふ
の
は
独
断
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
私
た
ち

は
、
そ
れ
が
最
も
完
全
な
芸
術
観
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
は
問
題
に
し
な
く
と
も
よ
い
の
で
あ
る
し
、
又

た
と
ひ
問
題
と
し
て
も
そ
れ
は
解
決
し
得
ざ
る
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
過
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渡
期
に
於
て
、
政
治
闘
争
の
必
要
が
、
文
学
を
社
会
主
義
的
た
ら
し
む
る
こ
と
だ
け
で
、
社
会
主
義
文
学

の
意
味
は
明
白
で
あ
る
の
だ
。

　
繰
り
返
し
て
言
ふ
が
、
文
学
を
社
会
主
義
的
た
ら
し
む
る
も
の
は
、
社
会
の
条
件
で
あ
る
。
政
治
闘
争

の
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
言
ふ
が
そ
の
こ
と
自
体
は
文
学
に
と
つ
て
禍
で
も
な
け
れ
ば
幸
福
で
も
な

い
。
そ
れ
に
よ
つ
て
文
学
が
完
全
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
「
政
治
闘
争
の
必
要
」
と
は
全
く
無
関
係
で
あ

る
。
よ
し
、
社
会
主
義
文
学
に
、
従
来
の
作
品
（
た
と
へ
ば
ゾ
ラ
や
ト
ル
ス
ト
イ
の
作
品
の
如
き
）
の
や

う
な
傑
作
が
生
れ
な
い
と
し
て
も
、
社
会
主
義
文
学
の
存
在
理
由
は
微
動
だ
も
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
芸
術
の
た
め
の
芸
術

　
私
は
、
文
学
の
機
能
を
意
識
の
体
系
化
で
あ
る
と
い
ふ
見
解
に
は
反
対
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
政
治
闘
争

の
必
要
が
文
学
を
規
定
す
る
こ
と
を
完
全
に
み
と
め
た
。
一
定
の
目
的
意
識
を
も
つ
て
文
学
作
品
を
製
作

し
、
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
政
治
闘
争
の
必
要
上
真
に
や
む
を
得
な
い
。
社
会
の
諸
条
件
、
　
　
そ

し
て
進
ん
だ
社
会
に
於
て
は
、
最
も
直
接
に
政
治
闘
争
の
必
要
が
文
学
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
、

文
学
の
歴
史
性
、
階
級
性
を
み
と
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
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し
か
ら
ば
、
芸
術
の
た
め
の
芸
術
と
い
ふ
言
葉
は
、
如
何
な
る
意
味
を
も
も
ち
得
な
い
か
。
そ
れ
を
考

察
す
る
前
に
、
芸
術
の
た
め
の
芸
術
論
を
、
ま
る
で
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
社
会
か
ら
生
れ
て
来
る
本
質
的
な
理
論

で
あ
る
か
の
や
う
に
思
ひ
ち
が
へ
て
ゐ
る
人
が
す
く
な
く
な
い
こ
と
を
私
は
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

「
文
芸
戦
線
」
の
テ
ー
ゼ
す
ら
も
、
そ
の
や
う
な
口
吻
を
洩
ら
し
て
ゐ
る
。
だ
が
、
か
ゝ
る
理
論
は
一
定

の
社
会
条
件
の
も
と
に
は
常
に
繰
り
返
さ
れ
る
理
論
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
於
て
、
十
分
存
在
の
理
由
を

も
つ
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
闘
争
と
い
ふ
も
の
ゝ
全
面
的
性
質
を
把
握
し
な
い
で
、
政
治
闘
争
は
、

議
会
と
か
政
党
と
か
、
社
会
の
一
局
部
に
限
定
さ
れ
た
現
象
で
あ
る
と
考
へ
る
人
々
の
芸
術
観
を
代
表
す

る
。
こ
れ
等
の
人
々
に
と
つ
て
は
芸
術
文
学
が
、
政
治
闘
争
に
い
さ
ゝ
か
で
も
交
渉
を
も
つ
と
い
ふ
こ
と

は
理
解
す
る
の
に
骨
の
折
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
文
学
は
完
全
に
政
治
の
圏
外
に
立
ち
得
る
こ
と
を
彼
等
は

確
信
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
か
ゝ
る
人
々
は
、
政
治
的
に
相
闘
ふ
二
つ
の
勢
力
の
中
間
層
に
最
も
多
く
見
出

さ
れ
る
。
今
日
の
社
会
条
件
の
も
と
で
は
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階
級
の
間
に
こ
の
理
論
が
最
も
勢
を
も
つ
の
は

そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
芸
術
の
た
め
の
芸
術
論
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
社
会
の
特
産
物
で
は
な

く
て
、
そ
れ
以
前
の
社
会
に
も
あ
つ
た
し
、
社
会
主
義
社
会
に
至
つ
て
も
想
像
し
得
る
。
と
い
ふ
わ
け
は
、

文
学
は
必
ら
ず
政
治
の
指
令
下
に
た
ゝ
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
を
そ
れ
自
身
に
も
つ
て
ゐ
る
の
で
も
な
く
、
文

学
者
は
必
ず
し
も
政
党
の
命
令
に
よ
つ
て
創
作
活
動
を
営
む
義
務
を
も
つ
て
ゐ
る
も
の
で
も
な
い
。
た
ゞ
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社
会
主
義
者
が
文
学
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
社
会
主
義
に
最
も
忠
実
な
ら
ん
と
す
る
限
り
に
於
て
、
そ
の

文
学
活
動
が
社
会
主
義
の
実
践
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
反
動
主
義
者
は
、
反
動
の
目
的
に
忠
実
な
ら
ん
と

す
る
限
り
、
文
学
を
反
動
の
目
的
に
利
用
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
国
家
主
義
者
は
、
そ
の
文
学
活
動
を
あ
げ
て

国
家
の
た
め
に
奉
仕
す
べ
き
で
あ
る
の
に
他
な
ら
ぬ
。

　
何
々
主
義
者
と
い
ふ
の
は
、
一
定
社
会
に
於
け
る
客
観
的
条
件
及
び
そ
れ
か
ら
必
然
に
生
ず
る
政
治
闘

争
の
目
的
、
意
味
を
意
識
し
て
ゐ
る
者
の
い
ひ
で
あ
る
。
芸
術
が
目
的
意
識
的
と
な
る
こ
と
は
、
そ
れ
の

作
者
が
、
社
会
の
客
観
条
件
、
及
び
そ
れ
よ
り
必
然
に
生
ず
る
政
治
闘
争
の
意
味
を
意
識
す
る
こ
と
、
即

ち
今
の
階
級
戦
の
場
合
に
は
、
芸
術
家
が
社
会
主
義
者
と
な
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

　
だ
が
、
か
ゝ
る
意
識
は
す
べ
て
の
人
の
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
前
衛
の
み
の
も
つ
も
の
で
あ
り
、

社
会
の
比
較
的
安
定
で
あ
る
場
合
に
は
、
特
に
か
ゝ
る
意
識
は
凡
て
の
人
に
於
て
稀
薄
と
な
る
。
か
ゝ
る

条
件
に
於
て
は
芸
術
は
、
所
謂
自
然
成
長
的
に
、
換
言
す
れ
ば
芸
術
そ
れ
自
身
の
自
律
性
に
よ
つ
て
発
育

す
る
。
そ
し
て
そ
の
芸
術
論
は
、
た
と
ひ
人
類
の
た
め
の
芸
術
論
と
い
ふ
外
被
に
お
ほ
は
れ
て
ゐ
よ
う
と

も
、
著
し
く
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の
色
彩
を
帯
び
る
。
そ
れ
は
必
然
で
あ
つ
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
社
会
と
特

殊
の
関
係
を
も
つ
て
ゐ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
芸
術
観
と
し
て
絶
対
に
幼
稚
な
も
の
で
も
な
い
。

　
か
く
て
、
私
は
目
的
意
識
文
学
を
認
め
る
と
同
じ
理
由
に
よ
り
て
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
的
文
学
を
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も
認
め
る
。
苟
く
も
科
学
的
理
論
に
於
て
は
、
存
在
す
る
も
の
ゝ
意
味
を
全
的
に
否
定
し
て
、
そ
こ
か
ら

出
発
す
る
の
は
誤
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
ゝ
理
由
を
認
め
つ
つ
何
が
さ
う
さ
せ
た
か
を
研
究
す
べ
き
で

あ
る
。
若
し
、
今
日
に
於
て
、
無
産
階
級
的
、
社
会
主
義
的
理
論
（
文
学
の
場
合
に
於
て
も
）
が
、
他
の

理
論
に
比
し
て
す
ぐ
れ
た
も
の
、
進
歩
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
さ
う
で
あ
る
こ
と
は
後
に
来
る
も

の
に
と
つ
て
当
然
で
あ
る
が
）
そ
れ
は
、
単
な
る
盲
目
滅
法
の
対
抗
、
盲
目
的
敵
本
主
義
か
ら
出
発
す
べ

き
で
は
な
く
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
文
学
（
文
学
に
限
つ
て
い
へ
ば
）
が
如
何
な
る
社
会
的
条
件
に
よ
つ
て
生

れ
た
か
を
考
究
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
私
は
、
勝
本
清
一
郎
、
田
口
憲
一
両
氏
の
所
論
に
つ
い
て
、
最
も
多
く
筆
を
費
す
つ
も
り
で
ゐ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
等
に
つ
い
て
一
言
も
ふ
れ
な
い
う
ち
に
予
定
の
紙
数
が
つ
き
て
し
ま
つ
た
。
勝
本
氏
は
よ

り
多
く
芸
術
の
自
律
性
に
関
心
を
も
た
れ
、
田
口
氏
は
よ
り
多
く
政
治
闘
争
の
必
要
に
関
心
を
も
た
れ
る

別
が
あ
る
に
拘
ら
ず
、
両
氏
の
所
論
は
最
近
に
於
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
の
う
ち
で
、
最
も
注
目

す
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
し
、
私
自
身
も
、
そ
れ
に
よ
つ
て
啓
発
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
つ
た
こ
と
だ

け
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
等
の
検
討
は
他
日
に
譲
ら
う
と
思
ふ
。
最
後
に
私
が
「
文
学
の
本
質
」
に
つ
い
て

何
等
積
極
的
な
提
言
を
し
得
な
か
つ
た
の
は
、
忙
し
さ
と
紙
数
と
の
制
限
も
非
常
に
あ
づ
か
つ
て
ゐ
る
に

拘
ら
ず
、
私
の
考
へ
が
ま
だ
殆
ん
ど
五
里
霧
中
で
あ
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
私
の
論
文
自
身
が
到
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る
と
こ
ろ
に
理
論
的
混
乱
を
暴
露
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
事
実
に
よ
つ
て
読
者
は
う
な
づ
か
れ
る
で
あ
ら
う
。

私
は
ま
だ
ぼ
ん
や
り
し
た
明
り
を
み
と
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
た
よ
り
に
筆
を
と
つ
た
の
だ
。
今
後
、
幾
多

の
修
正
を
、
読
者
の
示
教
と
私
自
身
の
反
省
と
に
よ
つ
て
加
へ
て
ゆ
く
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
何

と
な
れ
ば
、
こ
ゝ
に
論
じ
た
こ
と
は
理
論
の
基
礎
を
な
す
部
分
の
一
つ
だ
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
年
五
月
「
新
潮
」
）

　
　
附
記
　
　
文
学
が
読
者
の
意
識
を
組﹅
織﹅
す﹅
る﹅
と
い
ふ
こ
と
は
、
組
織
と
い
ふ
言
葉
を
非
常
に
広
い
意

　
　
　
　
　
　
味
に
解
す
る
な
ら
ば
言
へ
な
い
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
だ
が
、
私
は
組
織
と
い
ふ
用
語
は
矢
張
り
不
適
当
で
あ
る
と
今
で
も
思
つ
て
ゐ
る
。
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