
学
生
投
稿
論
説

o
o

4

『
国
語
週
刊
』
刊
行
期
の
章
士
釧
の
教
育
思
想

古
文
復
古
思
想
と
新
旧
調
和
論
を
中
心
に

号　第
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上
野
倫
代

は
じ
め
に

　
雑
誌
『
国
語
週
刊
』
は
銭
玄
同
・
黎
錦
煕
両
人
が
発
起
人
と
な
り
、
北

京
の
北
新
書
局
よ
り
、
一
九
二
五
年
六
月
一
四
日
か
ら
同
年
一
二
月
二
七

日
ま
で
の
間
、
二
十
九
期
に
わ
た
り
定
期
的
に
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
る
。

民
国
期
に
刊
行
さ
れ
た
国
語
雑
誌
は
全
四
種
類
あ
り
、
『
国
語
週
刊
』
以

前
に
一
九
二
二
年
発
刊
の
『
国
語
月
刊
』
（
－
）
が
刊
行
さ
れ
、
さ
ら
に
『
国

語
週
刊
』
停
刊
以
降
に
一
九
二
九
年
発
刊
の
『
国
語
旬
刊
』
（
2
）
及
び
一
九

三
一
年
発
刊
の
『
国
語
週
刊
』
（
3
）
が
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
中
で

も
、
こ
の
一
九
二
五
年
の
『
国
語
週
刊
』
は
、
銭
玄
同
・
黎
錦
煕
が
私
的

立
場
よ
り
刊
行
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
他
の
三
つ
の
雑
誌
が
国
語
研
究
会

や
国
語
箒
備
会
な
ど
の
機
関
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
の
と
趣
を
異
に
し
て

い
る
。
黎
錦
煕
は
後
に
、
銭
玄
同
と
共
に
反
動
勢
力
に
抵
抗
す
る
た
め
に

『
国
語
週
刊
』
を
組
織
し
た
こ
と
〔
4
）
、
ま
た
『
国
語
月
刊
』
を
継
い
で
創

刊
し
、
「
専
ら
当
時
の
国
語
反
動
派
と
争
い
、
筆
戦
が
終
わ
る
と
学
術
的

な
議
論
に
移
り
、
間
も
な
く
停
刊
し
た
」
こ
と
を
記
し
て
い
る
（
5
）
。
そ
の

よ
う
な
性
格
を
持
っ
た
『
国
語
週
刊
』
に
は
、
段
祓
瑞
政
権
で
教
育
総
長

と
な
り
古
文
復
古
の
実
施
を
図
る
章
士
釧
に
反
対
す
る
言
説
が
多
く
掲
載

さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
『
国
語
週
刊
』
が
主
に
標
的
と
し
た
反
動
勢
力
の

代
表
は
、
章
士
釧
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
実
際
、
反
章
士
釧
の
論
説
は
、



章
が
着
任
し
て
す
ぐ
に
直
面
し
た
問
題
、
北
京
の
女
子
師
範
大
学
を
舞
台

に
六
名
の
退
学
者
を
出
し
た
事
件
、
所
謂
女
師
大
事
件
の
時
を
ピ
ー
ク
に

徐
々
に
減
少
し
、
方
言
の
調
査
や
注
音
字
母
に
関
す
る
論
説
や
方
言
音
で

綴
ら
れ
た
詩
な
ど
が
増
え
て
い
く
。

　
本
稿
で
は
、
な
ぜ
『
国
語
週
刊
』
が
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ

の
主
た
る
原
因
と
な
っ
た
章
士
釧
の
教
育
に
つ
い
て
の
思
想
を
章
の
発
言

や
著
作
に
沿
っ
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
章
士

釧
の
教
育
思
想
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
古
文
復
古
思
想
と
「
調
和
論
」
を

論
じ
る
。
第
二
節
で
は
調
和
論
と
関
連
の
深
い
章
士
釧
の
エ
リ
ー
ト
主
義

と
彼
の
教
育
政
策
を
取
り
上
げ
る
。
第
三
節
で
は
女
師
大
事
件
を
発
端
と

す
る
北
京
の
各
種
団
体
、
学
生
、
教
職
員
ら
が
起
こ
し
た
執
政
政
府
の
退

陣
を
求
め
る
運
動
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
章
士
釧
の
教
育
思
想
を
検
証
す

る
。　

章
士
剣
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
全
集
が
出
版
さ
れ
て

か
ら
徐
々
に
増
え
て
き
て
い
る
。
政
治
思
想
に
お
い
て
は
鄭
小
砧
『
章
士

釧
社
会
政
治
思
想
研
究
（
一
九
〇
三
ー
一
九
二
七
年
）
』
（
湖
南
出
版
社
、

二
〇
〇
一
年
）
、
歴
史
研
究
に
お
い
て
は
、
鐙
屋
一
『
章
士
釧
と
近
代
政

治
史
研
究
』
（
芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
、
又
、
章
士
釧
の
調
和
論

に
関
し
て
は
、
郭
華
清
『
寛
容
与
妥
協
－
章
士
剣
的
調
和
論
研
究
』
（
天

津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
独
自

の
視
点
よ
り
章
士
釧
の
思
想
を
分
析
し
て
い
る
（
6
）
。
し
か
し
国
語
運
動
の

側
面
か
ら
章
士
釧
の
思
想
を
検
討
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

第
一
節
　
章
士
釧
の
古
文
復
古
思
想
と
新
旧
調
和
論

　
一
九
二
四
年
一
一
月
中
華
民
国
執
政
政
府
が
成
立
す
る
と
、
章
士
釧
は

段
棋
瑞
の
招
聰
に
応
じ
、
司
法
総
長
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
教
育
部
国

語
統
一
箒
備
会
の
一
員
で
あ
っ
た
黎
錦
煕
は
、
「
あ
の
『
反
国
語
の
勢
力
』

を
代
表
す
る
章
先
生
が
北
京
で
司
法
総
長
に
就
任
し
た
」
と
述
べ
て
い

る
（
7
）
。
ま
た
当
時
、
教
育
総
長
に
新
任
さ
れ
た
王
九
齢
が
海
外
に
い
た
こ

と
か
ら
、
章
士
釧
が
教
育
総
長
の
職
務
も
兼
務
す
る
と
い
う
噂
が
立
っ
て

い
た
（
8
）
。
そ
の
た
め
黎
錦
煕
は
、
古
文
復
古
を
主
張
す
る
章
士
釧
が
教
育

総
長
と
な
る
こ
と
に
強
い
危
機
感
を
表
明
し
、
白
話
文
、
国
語
教
科
書
、

教
育
法
令
の
三
つ
を
、
「
反
国
語
の
勢
力
」
か
ら
守
る
べ
き
「
国
語
の
防

衛
線
」
だ
と
し
た
。
旦
ハ
体
的
に
は
、
白
話
文
の
使
用
、
白
話
文
で
書
か
れ

注
音
字
母
が
附
さ
れ
た
国
語
教
科
書
の
使
用
、
そ
し
て
初
等
小
学
校
に
お

け
る
国
文
教
科
書
の
禁
止
の
改
正
が
な
さ
れ
た
教
育
法
令
の
尊
守
で
あ

る
亘
。
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
黎
は
蘇
州
に
い
た
教
育
部
の
国
語
統
一
箒
備

会
会
長
張
一
麟
に
依
頼
し
、
一
九
二
五
年
二
月
一
四
日
に
章
士
釧
に
向
け

て
嘆
願
書
を
送
付
し
て
い
る
。
し
か
し
返
答
が
な
い
ま
ま
四
月
一
五
日
に

章
士
釧
が
教
育
総
長
を
兼
任
す
る
と
、
そ
の
三
日
目
に
黎
は
国
語
統
一
箒

備
会
会
長
代
行
の
呉
稚
暉
ら
と
共
に
直
談
判
に
向
か
っ
て
い
る
。
結
果
的

想
思育教吻廿碑

期
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語
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に
四
月
二
三
日
に
双
方
の
妥
協
案
が
成
立
し
（
m
）
、
三
つ
の
「
防
衛
線
」
は

守
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
一
ヶ
月
の
準
備
期
間
を

費
や
し
黎
・
銭
両
人
が
『
国
語
週
刊
』
を
発
刊
し
た
の
は
、
何
故
で
あ
ろ

う
か
。
そ
こ
に
は
章
士
釧
の
教
育
思
想
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

黎
錦
煕
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

章
士
釧
が
頭
を
悩
ま
せ
心
を
痛
め
て
い
る
国
語
と
は
、
〔
…
…
〕
す
な

わ
ち
白
話
文
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
こ
の
ほ
か
注
音
字
母
の
類
は
そ

れ
以
下
の
議
論
に
値
し
な
い
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
も
の
は
起
源
こ
そ
異
な
っ
て
い
る
が
、
事
実
上
は
み
な
連
帯
関
係
に

あ
る
の
だ
。
〔
n
）

黎
錦
煕
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
改
め
て
皆
で
力
を
合
わ
せ
三
つ
の
「
防
衛

線
」
を
守
る
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
。
で
は
、
章
士
釧
は
白
話
文
を
ど
の

よ
う
に
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
章
士
釧
が
古
文
復
古
を
教
育
の
現
場
に
お
い
て
試
行
し
て
い
く
の
は
、

章
が
臨
時
執
政
下
で
司
法
総
長
と
な
る
一
年
前
の
一
九
二
三
年
、
北
京
の

農
業
大
学
校
長
に
就
任
し
た
時
期
で
あ
っ
た
（
。
）
。
章
士
釧
が
農
業
大
学
入

学
試
験
の
答
案
を
整
理
し
た
際
、
文
言
で
書
か
れ
た
答
案
は
三
分
の
一
、

白
話
は
三
分
の
二
を
占
め
た
。
文
言
の
成
績
は
も
と
も
と
良
く
な
か
っ
た

が
白
話
は
さ
ら
に
ひ
ど
か
っ
た
為
、
「
今
年
の
入
試
で
ま
た
農
大
の
受
験

生
に
白
話
文
を
禁
止
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
答
案
は
言
葉
の
筋
道
が
通
り
、

十
分
読
む
に
足
る
も
の
と
な
っ
た
L
〔
B
）
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
経
験
を
踏

ま
え
つ
つ
、
章
士
釧
は
伝
統
的
な
学
問
を
否
定
す
る
胡
適
の
文
学
理
論
に

異
議
を
唱
え
る
こ
と
に
な
る
。

〔
胡
適
は
〕
今
の
若
者
に
競
っ
て
白
話
を
作
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る

が
、
騒
が
し
い
だ
け
で
な
く
、
国
学
を
さ
え
ぎ
っ
て
、
見
え
な
く
し
て

し
ま
っ
た
。
〔
邑

こ
の
よ
う
に
胡
適
の
主
張
を
行
き
過
ぎ
た
も
の
と
批
判
す
る
章
は
、
文
化

が
持
2
二
つ
の
要
素
を
指
摘
し
つ
つ
伝
統
の
優
位
性
を
訴
え
る
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
文
化
と
は
一
つ
の
民
族
が
彼
ら
に
代
々
伝
わ
る

特
性
を
よ
く
守
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
過
去
の
典
章
文
物
は
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
的
精
神
や
特
性
を
語
り
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
自
分
達
の
姿

を
知
る
上
で
決
し
て
切
り
す
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
必
要
な
も
の
だ
と
さ

れ
た
。
つ
ま
り
章
士
釧
は
、
文
体
こ
そ
が
文
化
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
第
二
に
、
章
は
現
在
の
文
化
と
は
「
新
」
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
「
新
」
の
観
念
が
間
違
っ
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、

新
文
化
運
動
が
一
切
の
「
旧
」
を
否
定
す
る
こ
と
で
「
旧
」
と
「
新
」
を

分
断
さ
せ
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
「
新
」
は
「
旧
」
の
中
で
育
ま
れ
る
も

の
で
あ
り
、
一
切
の
「
旧
」
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
ら
「
新
」
は
生
ま
れ
て

0
2
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こ
な
い
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
章
士
剣
は
「
新
」
を
「
旧
」
と
の
関

係
性
の
中
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
昔
の
人
が
残
し
た
文

字
の
必
要
性
と
伝
統
的
な
文
化
の
保
守
を
説
い
た
上
で
、
第
三
に
、
章
は

運
動
の
仕
方
に
問
題
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
白
話
文
を
主
張
す
る
勢
力
が

形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
胡
適
の

白
話
文
の
主
張
は
「
そ
の
考
え
は
正
し
い
が
、
実
際
に
は
不
可
能
で
あ

る
」
と
述
べ
、
不
可
能
な
る
原
因
を
「
こ
の
種
の
運
動
は
決
し
て
文
化
の

根
本
に
お
け
る
問
題
を
追
及
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
」
点
に
見
て
取
っ

て
い
る
聾
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
文
化
の
根
本
に
お
け
る
問
題
」
と

は
、
先
に
述
べ
た
第
一
と
、
第
二
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
要
す
る
に
章

士
釧
の
言
う
文
化
の
根
本
と
は
文
体
の
こ
と
で
あ
り
、
「
新
」
と
し
て
の

白
話
文
は
「
旧
」
と
し
て
の
文
言
文
と
の
関
係
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
章
士
剣
が
胡
適
を
批
判
し
て
「
今
の
人
の
言
葉
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、

文
言
で
も
可
能
で
あ
る
」
（
連
と
い
う
見
地
に
立
つ
の
も
、
こ
の
「
旧
」
の

規
定
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
「
新
」
「
旧
」
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
文
化
観
の
も
と
で
文
言
復
古
も
主
張
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
旧
」
は
「
新
」
を
育
み
規
定
す
る
も
の

と
さ
れ
る
と
は
い
え
、
「
新
」
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
は

み
ら
れ
な
い
。
ま
た
章
士
釧
が
「
新
」
は
「
旧
」
か
ら
生
ま
れ
る
と
言
っ

て
い
る
点
や
、
胡
適
の
白
話
文
主
張
を
一
定
の
範
囲
内
に
お
い
て
認
め
る

点
か
ら
す
れ
ば
、
教
育
の
力
点
は
「
新
」
な
る
文
化
で
あ
る
白
話
文
に
置

か
れ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
章
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、

「
旧
」
が
「
新
」
を
規
定
す
る
の
と
同
様
、
「
新
」
が
「
旧
」
を
理
解
・
認

識
さ
せ
る
も
の
だ
と
も
言
え
、
そ
の
意
味
で
文
言
は
、
「
新
」
と
し
て
の

白
話
文
と
連
携
す
る
こ
と
も
理
論
上
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
章

の
古
文
復
古
の
主
張
に
は
、
白
話
文
と
対
等
な
も
の
以
上
の
価
値
を
文
言

に
込
め
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
文
言
に
優
位

性
を
認
め
る
一
方
で
、
「
新
」
と
し
て
の
白
話
文
を
否
定
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
章
士
釧
は
「
旧
」
を
「
新
」
と
「
調
和
」
と
い
う
発
想
で
両

者
の
共
存
を
図
っ
て
い
る
。

　
一
九
一
九
年
、
章
士
釧
は
『
新
青
年
』
の
過
激
な
反
封
建
主
義
と
西
欧

の
知
識
を
単
純
に
中
国
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
言
説
に
対
し
批
判
を
加
え
、

「
胡
適
が
白
話
を
提
唱
し
古
典
文
学
に
反
対
し
た
こ
と
は
、
あ
る
一
定
範

囲
に
お
い
て
は
反
駁
の
余
地
が
な
い
」
（
g
と
し
な
が
ら
も
、
文
字
は
幾
千

年
も
の
歴
史
が
あ
り
、
文
字
は
先
祖
代
々
の
宝
で
あ
り
学
問
知
識
の
上
で

も
必
要
で
あ
る
と
そ
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
前
述
し
た

こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
ど
の
よ
う
な
時
代
の
人
で
も
そ
の
時

代
に
ふ
さ
わ
し
い
政
治
と
学
問
が
あ
り
、
そ
の
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を

「
新
」
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
決
し
て
「
旧
」
と
分
離
さ
れ
て
確
立
し
た

も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
混
在
し
て
存
在
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
状

態
を
章
士
釧
は
「
調
和
」
で
あ
る
と
述
べ
て
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。
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調
和
と
は
社
会
の
進
化
が
最
も
優
れ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
の
意
味
で
あ

る
。
社
会
が
進
化
の
過
程
に
な
い
と
い
う
日
が
な
い
よ
う
に
、
社
会
上

の
利
益
や
希
望
、
感
情
や
嗜
好
に
至
る
ま
で
調
和
の
中
に
な
い
と
い
う

日
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
旦

こ
の
引
用
に
お
い
て
要
点
は
二
点
あ
る
。
一
点
目
は
、
社
会
が
最
も
よ
く

調
和
し
て
い
る
と
き
に
、
社
会
は
最
も
よ
く
進
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

二
点
目
は
そ
の
社
会
の
至
る
所
で
様
々
に
調
和
に
向
か
う
過
程
が
存
在
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
先
に
論
じ
た
「
新
」
「
旧
」
の
関
係
が

歴
史
的
な
進
化
の
過
程
に
あ
る
の
と
同
様
、
調
和
論
も
社
会
進
化
論
と
関

連
付
け
ら
れ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
よ
う
な
章
士
釧
の
調
和
論
は
、
彼
が
日
本
へ
亡
命
し
た
際
に
主
筆

と
な
っ
た
『
甲
寅
』
雑
誌
聾
の
中
で
展
開
さ
せ
た
、
議
会
主
義
を
主
張
す

る
中
で
の
調
和
論
に
端
を
発
す
る
。
そ
の
中
で
章
は
「
第
二
革
命
」
失
敗

後
、
蓑
世
凱
政
府
の
専
制
政
治
に
反
対
し
、
政
治
統
合
論
を
唱
え
て
い
く
。

そ
れ
は
、
J
・
S
：
・
・
ル
の
『
自
由
論
』
と
J
・
J
・
ル
ソ
ー
の
『
社
会

契
約
論
』
等
を
引
き
つ
つ
、
自
由
主
義
に
基
づ
く
議
会
主
義
政
治
の
確
立

を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
2
。
）
。
そ
し
て
自
由
主
義
の
下
、
多
元
的
な
政

治
環
境
を
容
認
す
る
思
想
が
こ
の
と
き
の
調
和
の
思
想
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
こ
の
と
き
の
調
和
は
、
対
立
的
な
利
害
や
意
見
の
共
生
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
調
和
に
つ
い
て
章
士
釧
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

調
和
と
は
抵
触
し
あ
う
中
で
生
ま
れ
、
互
い
に
譲
り
合
う
中
で
つ
く
ら

れ
て
い
く
。
抵
抗
す
る
力
が
な
け
れ
ば
調
和
と
は
言
え
な
い
し
、
譲
徳

が
な
け
れ
ば
調
和
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
藝

こ
こ
で
注
視
す
べ
き
こ
と
は
、
「
調
和
」
を
作
る
た
め
に
は
、
均
衡
す
る

力
が
必
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
互
い
に
譲
り
合
う
こ
と
、
す
な
わ
ち

「
譲
徳
」
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
た
点
で
あ
る
。
こ
の
「
譲
」
と
は
政
治

的
問
題
の
「
本
質
」
、
つ
ま
り
国
内
の
政
治
が
多
元
的
な
環
境
の
も
と
で

統
合
す
る
と
い
う
政
治
的
主
張
を
支
え
る
行
為
を
意
味
し
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
「
譲
徳
」
と
は
、
そ
の
本
質
を
支
え
る
た
め
に
譲
歩
す
る
品
性
を

指
し
て
い
る
。
章
士
釧
が
調
和
の
思
想
を
述
べ
る
と
き
、
必
ず
と
い
っ
て

い
い
ほ
ど
こ
の
「
道
徳
」
観
と
共
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
も
調
和
論
の
一

つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
章
士
釧
は
、
衰
世
凱
の
専

制
政
治
を
批
判
す
る
際
に
、
筍
子
の
「
道
徳
之
威
」
を
引
き
な
が
ら
、
徳

政
を
以
っ
て
政
治
を
行
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
（
2
。
先
に
あ
げ
た
「
新

旧
調
和
論
」
に
お
い
て
も
、
「
旧
」
は
根
本
で
あ
り
、
「
旧
」
が
な
け
れ
ば

「
新
」
は
な
い
の
だ
か
ら
、
旧
徳
も
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
強
調
さ
れ

る
点
に
こ
の
「
道
徳
」
が
現
れ
て
お
り
、
調
和
論
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
（
幻
）
。

0
4

4号
　第会

社語
言



　
要
す
る
に
章
士
釧
の
調
和
論
は
、
対
峙
し
つ
つ
も
敵
対
す
る
側
の
存
在

を
認
め
つ
つ
、
も
う
一
方
で
対
立
的
な
関
係
に
あ
る
者
同
士
か
ら
積
極
的

に
譲
り
合
う
と
い
う
譲
徳
を
引
き
出
す
こ
と
で
調
和
を
達
成
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
対
立
の
醸
成
と
譲
徳
、
そ
れ
が
調
和
論

の
本
質
的
な
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
言
と
白
話
も
、
そ

の
よ
う
な
「
調
和
」
と
い
う
発
想
に
よ
っ
て
対
立
し
つ
つ
も
共
存
す
る
こ

と
が
思
想
上
可
能
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
「
調
和
」
の
思

想
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
体
現
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
か
。
次
に
そ
の

こ
と
を
見
て
い
き
た
い
。

第
二
節
　
章
士
剣
の
エ
リ
ー
ト
思
想
と
英
才
教
育
政
策

一
一

[
一
　
章
士
釧
の
エ
リ
ー
ト
思
想

　
章
士
釧
の
教
育
上
の
「
調
和
」
は
、
先
に
触
れ
た
黎
錦
煕
が
国
語
統
一

箒
備
会
会
長
代
行
の
呉
稚
暉
ら
と
共
に
直
談
判
に
行
っ
た
際
の
章
士
釧
の

返
答
か
ら
も
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
黎
錦
煕
ら
は
こ
れ
ま
で
の
国
語
運
動
の
流
れ
を
説
明
し
、
教
育
部
は
小

学
校
教
育
及
び
一
般
人
に
対
す
る
教
育
に
お
い
て
簡
易
な
白
話
文
に
よ
る

作
文
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
ま
た
注
音
字
母
を
使
っ
て
彼
ら
の
識
字
を
助
け

る
こ
と
を
容
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
、
章
に
妥
協
を
求
め
た
。
章
士

釧
は
、
そ
の
範
囲
が
子
供
と
平
民
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
黎
ら
の
訴
え
を

承
諾
を
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

子
供
は
各
々
が
必
ず
し
も
勉
学
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
平

民
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
、
み
な
何
の
問
題
も
な
い
。
何
故
な
ら

〔
小
学
校
教
育
と
通
俗
教
育
は
〕
、
高
等
で
専
門
的
な
人
材
教
育
と
は
ま

っ
た
く
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
峯

章
士
釧
は
平
民
や
子
供
に
白
話
教
育
を
施
す
こ
と
は
、
高
等
教
育
と
は
関

係
が
な
い
か
ら
構
わ
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
考
え
方

は
、
新
文
化
運
動
を
批
判
す
る
際
に
も
「
今
の
学
校
は
あ
る
種
の
貴
族
教

育
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
だ
か
ら
文
言
と
白
話
の
争
い
と
は
関
連
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
」
〔
⑦
と
す
る
点
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
関
連

し
て
、
国
内
の
子
弟
で
聡
明
で
才
能
の
あ
る
者
は
、
大
抵
そ
の
他
の
者
達

と
混
在
し
て
い
る
か
ら
、
機
会
均
等
の
下
で
英
才
教
育
を
す
べ
き
で
あ
る

と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
艶
）
。
つ
ま
り
章
は
才
能
あ
る
者
と
な
い
者
を
よ
り
分

け
、
一
部
の
者
に
向
け
た
英
才
教
育
を
施
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
一
部
の
者
を
知
識
人
と
し
て
育
て
、
国
家
建
設
の
指
導
的

役
割
に
付
け
よ
う
と
す
る
思
考
は
、
こ
の
時
期
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
章
士
釧
は
、
農
業

大
学
校
長
に
就
任
す
る
前
後
、
各
地
で
農
業
に
よ
り
国
を
立
て
直
そ
う
と
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い
う
主
旨
の
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
際
も
、
優
秀
な
も
の
を
一
つ
の

場
所
に
集
め
て
共
同
で
研
究
さ
せ
る
こ
と
や
〔
野
）
、
知
識
人
を
主
軸
に
農
民

と
結
合
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
蓼
。
ま
た
一
九
一
四
年

に
は
、
章
士
釧
は
衰
世
凱
の
専
制
政
治
に
反
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
政

治
の
シ
ス
テ
ム
を
引
き
な
が
ら
、
国
の
政
治
勢
力
の
要
は
国
の
優
秀
な
も

の
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

政
治
を
良
く
す
る
に
は
、
一
つ
の
組
織
を
作
り
、
国
内
の
文
武
と
も
に

優
れ
弁
舌
に
長
じ
た
も
の
た
ち
が
、
彼
ら
の
能
力
の
優
劣
に
し
た
が
っ

て
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
政
治
を
行
う
こ
と
の
外
に
は
な
い
の

で
あ
る
。
〔
四
）

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
章
の
理
想
と
す
る
立
憲
政
治
は
一

般
的
な
民
智
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
】
部
の
優
秀
な
者
達
が
組
織
を
作

り
、
互
い
に
切
磋
琢
磨
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
理
想
と
関
連

し
た
こ
と
と
し
て
、
選
挙
制
度
に
関
し
て
「
選
挙
人
は
必
ず
責
任
を
負
う

こ
と
の
で
き
る
資
格
が
あ
る
階
層
」
に
限
ら
れ
た
制
限
選
挙
を
主
張
し
て

い
た
（
3
。
）
。

　
こ
の
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
思
想
は
、
章
士
釧
が
留
学
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス

か
ら
帰
国
し
た
直
後
の
一
九
一
二
年
二
月
、
黄
興
と
干
右
任
の
依
頼
に
よ

っ
て
編
輯
し
た
『
民
立
報
』
か
ら
現
れ
始
め
る
。
章
は
、
東
京
や
イ
ギ
リ

ス
で
学
ん
だ
W
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
等
の
政
治
理
論
を
用
い
つ
つ
、
「
凡
そ
国

民
の
程
度
が
未
熟
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
極
端
な
民
政
は
宜
し
く
な
い
」

と
し
な
が
ら
も
、
今
日
に
お
け
る
政
治
体
制
を
「
平
民
の
国
家
で
貴
族
の

政
府
を
創
設
す
る
」
こ
と
が
最
も
利
益
が
あ
る
、
と
J
・
W
・
バ
ー
ジ
ェ

ス
の
『
政
治
と
比
較
憲
法
』
を
用
い
、
最
終
的
に
少
数
政
治
を
運
用
す
べ

き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
藝
。

　
W
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
『
イ
ギ
リ
ス
の
憲
政
論
』
に
お
い
て
、
J
・
S
・

ミ
ル
同
様
、
や
が
て
台
頭
し
て
く
る
大
衆
を
予
見
す
る
も
の
の
、
ミ
ル
と

は
異
な
り
、
指
導
者
と
大
衆
に
一
線
を
画
し
、
大
衆
に
対
す
る
完
全
な
普

通
選
挙
の
実
現
を
否
定
し
、
政
治
の
指
導
を
特
定
の
階
層
に
属
す
る
人
々

に
限
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
た
〔
泣
）
。
こ
の
視
点
は
章
士
釧
の
こ
れ
ま

で
述
べ
た
点
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　
ま
た
章
の
エ
リ
ー
ト
論
を
当
時
の
中
国
の
思
想
的
政
治
情
勢
と
関
連
さ

せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
立
場
が
よ
り
明
確
に
な
る
。
こ
の
時
期
、
政
治
思
想

は
大
ま
か
に
二
つ
に
分
け
う
る
。
第
一
は
、
儒
教
的
哲
人
政
治
と
い
え
る

も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
蓑
世
凱
、
孫
文
、
梁
啓
超
等
の
思
想
で
あ
る
。

蓑
世
凱
に
し
ろ
孫
文
に
し
ろ
議
会
制
民
主
主
義
に
対
し
て
明
確
に
否
定
的

な
態
度
を
と
っ
て
お
り
、
ま
た
梁
啓
超
が
「
開
明
専
制
」
を
唱
え
た
よ
う

に
、
こ
の
政
治
思
想
は
、
無
能
な
人
民
に
代
わ
っ
て
学
問
を
修
め
た
有
能

な
指
導
者
が
政
権
を
担
い
、
中
国
を
近
代
化
に
導
く
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
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そ
れ
は
孫
文
の
「
先
知
先
覚
者
」
（
指
導
者
）
に
よ
る
「
不
知
不
覚
者
」

（
大
衆
）
の
指
導
と
い
う
主
張
に
も
現
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
（
翌
。
そ

の
よ
う
な
主
張
の
背
景
に
は
、
辛
亥
革
命
後
の
北
京
政
府
と
南
京
政
府
へ

の
分
裂
や
、
一
九
一
二
年
四
月
に
孫
文
が
臨
時
大
総
統
を
辞
任
し
た
際
、

「
中
華
民
国
臨
時
約
法
」
の
下
で
政
党
が
百
以
上
も
乱
立
し
た
と
い
う
時

代
背
景
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
権
力
を
集
中
さ
せ
た
強
い
政
府
に
よ
る
国
家

的
統
一
の
達
成
と
近
代
化
の
推
進
が
こ
の
儒
教
的
哲
人
政
治
の
政
治
的
目

標
で
あ
っ
た
。

　
第
二
は
、
大
衆
の
意
識
を
変
革
す
る
こ
と
で
新
た
な
政
治
的
主
体
を
創

出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
中
国
共
産
党
を
結
成
し

た
陳
独
秀
を
筆
頭
に
、
李
大
釧
、
毛
沢
東
、
胡
適
等
の
思
想
で
あ
る
。
こ

の
政
治
思
想
と
密
接
な
も
の
と
し
て
、
一
九
一
五
年
か
ら
の
『
新
青
年
』

に
代
表
さ
れ
る
新
文
化
運
動
、
す
な
わ
ち
胡
適
の
「
文
学
改
良
栂
議
」
や

陳
独
秀
の
「
文
学
革
命
論
」
に
読
ま
れ
る
よ
う
な
白
話
に
よ
る
文
学
の
確

立
や
、
銭
玄
同
の
「
中
国
今
後
の
文
字
問
題
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
文

字
改
革
運
動
も
こ
れ
ら
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
思
想
的
政
治
的
な
状
況
の
中
か
ら
章
士
釧
の
エ
リ
ー
ト
思

想
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
学
ん
だ
知
識
を
取
り
入
れ
つ

つ
、
当
時
の
思
想
を
独
自
に
折
衷
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
す
な
わ
ち
章
士
釧
は
、
哀
世
凱
や
孫
文
の
よ
う
な
専
制
政
治
に
は
反

対
し
て
議
会
制
を
主
張
す
る
も
、
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
大
衆
の
指
導
と
い
う

思
想
は
引
き
継
い
で
い
る
。
そ
の
た
め
一
般
的
な
民
智
を
基
盤
と
し
つ
つ

も
、
新
た
な
政
治
的
主
体
の
創
出
に
向
か
う
こ
と
は
な
く
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト

や
バ
ー
ジ
ェ
ス
な
ど
の
政
治
思
想
に
反
映
さ
れ
る
制
限
選
挙
を
唱
え
る
の

で
あ
る
。

　
総
じ
て
章
士
釧
の
エ
リ
ー
ト
思
想
は
、
一
部
の
優
秀
な
者
を
政
治
の
担

い
手
と
し
て
育
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
者
に
よ
っ

て
強
い
政
府
を
つ
く
り
、
社
会
の
調
和
を
図
る
と
い
う
調
和
論
と
密
接
に

結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
エ
リ
ー
ト
思
想
は
、

「
新
」
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
ま
ず
聡
明
で
才
能
を
持
っ
た
一
部
の
エ

リ
ー
ト
層
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
者
た
ち
は
「
旧
」
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
と
さ
れ
た
た
め
に
、
結
果
的
に
伝
統
を
さ
ら
に
強
調
す
る
形
と
な

っ
て
い
た
。
こ
の
エ
リ
ー
ト
思
想
は
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
よ
う
と
し

た
の
か
。
次
に
そ
れ
ら
を
見
て
お
き
た
い
。

二
ー
一
一
章
士
釧
の
古
文
復
古
を
軸
に
し
た
英
才
教
育
政
策

　
一
九
二
五
年
一
〇
月
、
章
士
釧
は
全
面
的
に
古
文
教
育
を
復
活
さ
せ
る

た
め
、
小
学
校
の
古
文
教
育
を
現
行
の
開
始
学
年
よ
り
一
年
早
い
小
学
四

年
次
よ
り
、
高
等
小
学
校
修
了
時
ま
で
行
う
こ
と
を
主
張
し
た
（
誕
）
。
ま
た
、

白
話
主
義
に
反
対
し
、
小
学
校
の
白
話
文
だ
け
は
維
持
す
る
こ
と
を
認
め

る
も
の
の
、
中
学
の
白
話
文
の
教
育
は
断
固
と
し
て
反
対
し
、
中
学
の
教

科
書
か
ら
白
話
文
を
禁
止
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
教
育
部
の
内
部
で

想思
育

教
ゆ捗瞳

期
桁

H酬
語咽

0
7

4



意
見
の
一
致
が
望
め
ず
、
章
士
釧
の
主
張
が
実
行
に
移
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
ま
た
章
士
釧
は
、
「
編
訳
館
」
と
い
う
西
洋
の
学
術
著
作
の
翻

訳
と
学
術
的
な
著
作
の
出
版
を
管
理
す
る
施
設
を
設
立
す
る
計
画
を
た
て

て
お
り
、
そ
の
中
で
も
そ
の
著
述
は
文
言
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

た
§
。

　
ま
た
学
生
に
対
し
て
は
、
政
治
に
干
渉
す
る
こ
と
を
抑
制
す
る
た
め
、

試
験
強
化
対
策
を
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
は
教
育
部
に
「
中
央
試
験
院
」
を

設
立
し
、
専
ら
大
学
の
入
試
、
進
級
、
卒
業
試
験
を
管
理
さ
せ
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
教
育
部
の
管
理
下
に
お
く
こ
と
で
、
現
在
の
荒
廃
し
た

状
況
を
改
善
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
（
翌
。
し
か
し
、
こ
の
計
画
は
学

生
の
更
な
る
反
感
を
買
う
も
の
と
な
っ
た
。
教
員
に
対
し
て
は
、
教
師
の

学
術
的
レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ
る
こ
と
、
ま
た
、
教
育
経
費
の
問
題
を
解
消

し
て
優
秀
な
教
員
の
待
遇
を
引
き
上
げ
、
教
員
が
安
心
し
て
学
術
に
励
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
国
立
八
校
の
合
併
や
、
「
教
授
院
」
の
設
置
、
及

び
毎
年
二
百
元
の
経
費
を
投
じ
て
学
術
の
発
展
に
努
め
る
こ
と
を
主
張
し

た
豆
。
し
か
し
こ
れ
も
現
職
の
大
学
教
員
の
反
感
を
煽
る
も
の
と
な
っ
た
。

　
総
じ
て
、
章
士
釧
の
教
育
改
革
は
、
第
一
に
文
言
教
育
を
主
体
に
現
行

の
体
制
を
根
本
か
ら
見
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
白
話
文
に
つ
い

て
見
る
な
ら
ば
、
黎
錦
煕
ら
国
語
統
一
箸
備
会
と
の
合
意
ど
お
り
、
小
学

校
に
お
け
る
白
話
文
教
育
に
関
し
て
は
禁
止
し
て
お
ら
ず
、
そ
こ
に

「
新
」
「
旧
」
の
「
調
和
」
的
な
思
想
が
看
て
取
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、

中
学
校
以
降
の
白
話
文
教
育
に
関
し
て
は
全
面
的
に
白
話
文
を
禁
止
し
よ

う
と
し
て
お
り
、
入
学
試
験
に
お
い
て
も
文
言
文
の
使
用
を
義
務
付
け
る

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
章
士
釧
の
学
生
及
び
教
員
に
対
す
る
管
理
体
制
は
、
教
育
部

の
直
轄
下
に
お
く
こ
と
に
よ
り
、
教
育
部
が
そ
の
す
べ
て
を
管
理
で
き
る

よ
う
に
構
想
さ
れ
て
い
る
。
章
士
釧
は
か
つ
て
農
業
大
学
校
長
で
あ
っ
た

時
、
「
農
民
教
育
を
重
視
し
、
教
員
・
学
生
・
農
民
が
力
を
合
わ
せ
て
協

力
し
合
い
、
将
来
農
村
で
立
国
す
る
た
め
の
基
盤
を
つ
く
る
こ
と
を
そ
の

主
旨
と
す
る
」
（
識
）
と
そ
の
理
想
を
掲
げ
た
が
、
こ
こ
に
は
教
員
や
学
生
、

農
民
が
協
力
し
合
う
と
い
う
思
想
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

中
学
以
降
の
教
育
に
お
け
る
文
言
教
育
の
再
施
行
、
及
び
教
育
の
管
理
体

制
、
そ
の
ど
ち
ら
か
ら
も
「
新
」
「
旧
」
を
「
調
和
」
さ
せ
よ
う
と
す
る

跡
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
総
じ
て
、
政
治
思
想
に
お
い
て
折
衷

的
で
あ
っ
た
章
の
エ
リ
ー
ト
思
想
は
、
そ
の
実
現
に
お
い
て
極
め
て
専
制

的
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
最
後
に
章
の
思
想
自
体
の
現
実
に
対
す
る
有

効
性
を
女
師
大
事
件
を
通
じ
て
検
証
し
て
お
き
た
い
。

第
三
節

章
士
劃
の
教
育
思
想
の
行
方

　
　
　
女
師
大
事
件
と
も
う
一

つ
の
「
調
和
」

一
九
二
四
年
二
月
北
京
女
子
師
範
大
学
（
以
下
、
「
女
師
大
」
と
簡
称
）

0
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の
校
長
と
な
っ
た
楊
蔭
楡
が
封
建
的
な
学
校
教
育
を
断
行
し
よ
う
と
し
た

た
め
〔
語
）
、
学
生
や
教
員
よ
り
不
満
の
声
が
あ
が
り
、
そ
の
た
め
一
九
二
四

年
秋
に
は
三
名
の
女
子
学
生
の
退
学
処
分
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を

契
機
に
学
内
の
不
満
が
表
面
化
し
、
一
九
二
五
年
一
月
一
八
日
に
は
全
校

学
生
会
議
が
開
か
れ
た
（
抄
。
そ
こ
で
学
生
た
ち
は
校
長
楊
蔭
楡
の
辞
任
を

求
め
る
「
駆
羊
（
楊
）
運
動
」
を
提
起
し
た
。
一
九
二
五
年
一
月
二
二
日

に
は
女
師
大
の
学
生
四
名
が
教
育
部
に
赴
き
、
校
長
の
更
迭
を
嘆
願
し

た
亘
。
そ
の
後
三
月
、
孫
文
が
北
京
で
死
去
し
た
際
、
楊
蔭
楡
は
孫
文
を

侮
辱
し
学
生
に
追
悼
へ
行
く
こ
と
を
禁
じ
た
た
め
、
更
な
る
批
判
が
集
中

し
て
い
く
⑫
。
そ
の
よ
う
な
中
、
章
士
釧
は
四
月
一
五
日
に
教
育
部
教
育

総
長
を
兼
務
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
章
士
釧
が
最
初
に
直
面
し
た
課
題
は
、
十
周
年
を
迎
え
大
規
模
な
デ
モ

や
集
会
が
予
想
さ
れ
て
い
た
五
月
七
日
の
国
恥
記
念
日
の
対
策
で
あ
っ
た
。

教
育
部
は
あ
ら
か
じ
め
学
生
の
デ
モ
や
集
会
に
参
加
す
る
こ
と
を
禁
止
し

た
が
、
国
恥
記
念
日
当
日
、
デ
モ
や
集
会
へ
の
禁
止
に
不
満
を
抱
い
た
学

生
ら
は
抗
議
行
動
を
行
っ
た
。
学
生
ら
は
章
士
釧
宅
を
襲
撃
し
、
警
官
と

衝
突
し
死
傷
者
を
出
す
大
事
件
と
な
っ
た
（
芭
。
学
生
た
ち
は
執
政
政
府
に

対
し
、
逮
捕
さ
れ
た
学
生
の
釈
放
と
死
亡
し
た
学
生
の
国
葬
及
び
集
会
、

出
版
の
自
由
、
教
育
総
長
の
更
迭
を
要
求
し
た
。
章
士
釧
は
こ
の
事
件
の

責
任
を
と
っ
て
、
五
月
一
二
日
に
辞
表
を
提
出
し
て
い
る
（
弩
。

　
一
方
、
女
師
大
で
は
五
月
七
日
の
国
恥
記
念
日
に
学
内
で
講
演
会
が
開

か
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
自
治
会
の
学
生
ら
は
校
長
の
校
内
へ
の
入
校
を

拒
否
し
た
。
楊
蔭
楡
は
学
外
へ
身
を
隠
し
、
翌
朝
、
大
学
側
は
学
生
六
名

の
退
学
処
分
を
発
表
し
た
。
学
生
会
は
す
ぐ
に
不
法
な
退
学
処
分
を
認
め

な
い
こ
と
を
決
議
し
、
学
生
を
支
持
す
る
教
員
は
連
名
で
退
学
処
分
は
不

当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
訴
え
た
（
5
4
）
。

　
学
外
に
身
を
置
い
て
い
た
楊
蔭
楡
は
夏
期
休
校
中
に
学
内
の
大
改
修
を

行
う
と
い
う
理
由
で
、
学
生
の
校
内
残
留
を
認
め
ず
、
ま
た
帰
郷
で
き
な

い
学
生
は
親
元
に
帰
そ
う
と
し
た
り
し
た
が
、
成
功
し
な
か
っ
た
た
め
強

行
手
段
を
と
っ
た
。
楊
蔭
楡
は
、
学
内
の
電
線
を
切
っ
て
停
電
さ
せ
、
大

学
の
表
門
を
鎖
で
つ
な
ぎ
出
入
り
を
禁
止
し
た
（
錫
）
。
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら

ず
、
楊
蔭
楡
は
教
育
総
長
に
復
職
し
た
ば
か
り
の
章
士
釧
を
訪
れ
、
運
動

の
中
心
と
な
っ
て
い
た
ク
ラ
ス
の
解
散
の
承
認
を
取
り
付
け
た
。
章
士
釧

は
教
育
司
長
に
命
じ
、
警
官
を
引
き
連
れ
て
強
制
的
に
学
外
へ
引
っ
張
り

出
し
た
。

　
さ
ら
に
章
士
釧
は
、
学
風
が
乱
れ
礼
教
も
荒
廃
し
た
と
し
て
、
女
師
大

の
解
散
を
政
府
に
上
申
し
て
い
る
。
そ
の
上
申
書
の
要
点
は
三
点
で
あ
っ

た
。
第
一
に
「
北
京
女
子
師
範
大
学
校
長
楊
蔭
楡
は
、
校
内
の
一
部
の
学

生
の
反
対
を
受
け
、
互
い
に
非
難
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
久
し
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
教
育
部
の
前
任
の
次
長
馬
叙
倫
・
総
長
王
九
齢
は
い
ず
れ

も
そ
の
処
理
に
手
を
焼
い
て
、
引
き
伸
ば
し
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
っ
た
」

と
教
育
部
の
責
任
を
追
及
し
て
い
る
点
。
第
二
に
「
楊
校
長
が
着
任
し
て

想思育教ゆ
劃
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以
来
、
す
べ
て
重
要
な
行
事
は
ま
っ
た
く
管
理
監
督
さ
れ
ず
に
い
る
。
す

で
に
そ
の
害
毒
は
甚
だ
し
く
、
　
一
日
と
し
て
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
と
ど
め

て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
、
こ
れ
ま
で
の
制
度
を
貫
い
て
も
環
境

が
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
別
の
人
に
後
任
を
任
せ
た
と
し
て
も
、
お

そ
ら
く
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
L
と
事
態
の
判
断
を
深
刻
に

と
ら
え
、
学
生
は
そ
の
ま
ま
大
学
に
残
り
、
校
長
を
更
迭
す
る
と
い
う
従

来
の
制
度
に
は
則
ら
な
い
決
断
を
下
し
た
点
。
第
三
は
、
今
日
の
女
師
大

の
荒
廃
を
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
し
、
校
長
の
監
督
責
任
を
調
査
す

る
と
共
に
、
「
教
育
部
の
職
員
を
派
遣
し
、
各
々
の
学
生
の
保
証
人
と
よ

く
相
談
し
て
、
妥
当
な
処
理
を
行
う
」
と
し
た
点
で
あ
る
（
ゼ
。

　
こ
の
上
申
書
か
ら
は
、
章
が
政
府
側
、
学
校
側
、
学
生
側
そ
れ
ぞ
れ
の

責
任
を
問
う
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
章
士

釧
が
女
師
大
を
高
圧
的
に
解
散
さ
せ
た
理
由
は
、
楊
蔭
楡
が
女
師
大
か
ら

閉
め
出
さ
れ
三
、
四
ヶ
月
が
経
っ
て
も
何
の
解
決
も
見
な
か
っ
た
政
府
側

及
び
校
長
側
の
責
任
を
追
及
す
る
た
め
で
あ
り
、
学
生
に
対
し
て
は
次
の

校
長
が
来
た
と
し
て
も
学
内
の
状
況
が
改
善
し
な
い
こ
と
を
予
期
し
た
た

め
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
解
散
と
い
う
措
置
に
踏
み
切
る
、
と
い

う
の
が
章
の
言
い
分
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
措
置
に
踏
み
切
っ
た
思
想
的
背
景
に
は
、
対
立
す
る
者
同

士
の
共
存
と
い
う
、
前
節
ま
で
に
述
べ
た
調
和
論
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
対
立
と
譲
徳
と
い
う
調
和
論
の
二
大
要
素
か
ら
す
れ

ば
、
対
立
な
い
し
反
発
は
発
生
し
た
も
の
の
、
譲
徳
は
学
生
及
び
校
長
の

双
方
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
導
か
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
徳
を
解
散
と
い
う
措
置
が
代
理
し
た
の
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
。

そ
の
も
う
一
方
で
女
師
大
事
件
は
、
章
の
志
向
す
る
調
和
と
は
別
の
「
調

和
」
も
露
呈
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
対
立
的
な
状
態
が

膠
着
化
す
る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
「
調
和
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
進

化
な
き
「
調
和
」
は
想
定
外
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
章
の
と
っ
た
措

置
は
、
結
果
と
し
て
こ
の
別
種
の
「
調
和
」
を
消
失
さ
せ
る
も
の
と
し
て

働
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
章
士
釧
の
調
和
論
は
、
社
会
の
至
る
所
で
調
和
に
向
か
う
過
程
が
存
在

し
て
お
り
、
そ
れ
が
社
会
全
体
を
進
化
さ
せ
る
調
和
へ
と
統
合
さ
れ
て
い

く
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
に
社
会
を

総
体
と
し
て
包
み
込
む
調
和
論
は
、
女
師
大
事
件
で
露
呈
し
た
別
種
の

「
調
和
」
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
も
、
さ
ら
に
は
何
ら

か
の
対
策
を
講
じ
る
う
え
で
も
、
無
力
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
大
学

自
体
の
解
消
と
い
う
措
置
は
、
章
の
思
想
の
姿
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
現
実
の
事
態
は
、
徳
を
引
き

出
す
方
向
と
は
反
対
に
対
立
を
深
め
る
方
へ
と
動
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
女
師
大
の
学
生
及
び
学
生
を
支
持
す
る
教
員
は
、
政
府
の
強
制
的
な
大

学
封
鎖
が
行
わ
れ
た
日
、
緊
急
会
議
を
開
き
各
方
面
に
呼
び
か
け
を
し
て

1
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い
る
。
八
月
三
日
、
全
国
学
生
総
会
は
全
国
の
学
校
及
び
教
育
機
関
に
章

士
釧
の
学
風
整
頓
に
対
す
る
反
対
を
表
明
す
る
と
共
に
、
楊
蔭
楡
の
厳
重

処
分
を
求
め
た
9
。
ま
た
、
八
月
五
日
に
は
上
海
の
婦
女
連
合
会
が
章
士

釧
及
び
楊
蔭
楡
の
行
為
を
卑
劣
な
も
の
だ
と
非
難
し
て
い
る
蓼
。
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
北
京
大
学
評
議
会
は
章
士
剣
の
女
師
大
解
散
に
反
対
す
る
意

向
を
示
す
と
共
に
、
教
育
部
と
の
関
係
を
断
絶
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い

る
（
5
。
）
。
こ
れ
を
契
機
に
北
京
の
各
大
学
だ
け
な
く
、
全
国
的
に
「
駆
章
運

動
」
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
（
芭
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
、
こ
の

年
の
九
月
、
章
士
釧
は
上
海
に
逃
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
四
章
　
結
論

　
章
士
釧
の
「
調
和
」
の
思
想
は
、
政
治
的
意
見
の
多
元
性
を
容
認
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
「
譲
徳
」
の
思
想
、
つ
ま
り
譲
り

合
い
の
精
神
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

「
調
和
立
国
論
」
の
中
で
も
、
章
士
釧
は
第
三
次
革
命
を
免
れ
る
た
め
の

条
件
と
し
て
、
「
も
し
政
府
が
民
意
に
従
う
な
ら
ば
、
政
治
に
お
い
て
そ

れ
を
施
行
す
る
こ
と
は
相
当
な
改
革
と
な
る
」
＾
髪
と
述
べ
、
「
民
意
」
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
形
式
が
あ
り
、
政
府
は
そ
れ
ら
の
形
式
に
従
っ
て
い
く
こ
と

で
得
ら
れ
る
「
調
和
」
を
解
決
の
方
法
と
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

女
師
大
事
件
に
対
す
る
一
連
の
対
応
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
教
育
思

想
の
中
に
は
、
「
調
和
」
の
方
法
を
も
っ
て
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
姿
勢

は
看
て
取
れ
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
エ
リ
ー
ト
の
育
成
と
そ
の
エ
リ
ー
ト

に
よ
る
調
和
と
い
う
章
の
発
想
自
体
に
「
開
明
専
制
」
化
す
る
要
因
が
孕

ま
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
章
士
釧
が
女
師
大
事
件
を
通
し
て
、
互
い
に

譲
り
あ
う
姿
勢
を
見
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
現
れ
で
あ
っ

た
と
み
な
せ
よ
う
。
そ
の
た
め
に
章
の
思
想
を
越
え
る
事
態
の
中
で
は
、

彼
が
理
想
と
す
る
「
調
和
」
は
な
し
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
結

果
的
に
章
士
釧
の
思
想
は
、
「
譲
徳
」
ど
こ
ろ
か
、
学
生
た
ち
の
学
内
政

治
に
関
わ
る
政
治
的
な
行
動
を
抑
え
込
み
、
ま
た
言
論
の
空
間
を
窒
息
さ

せ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
章
士
釧
の
思
想
と
対
照
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
雑
誌
『
国

語
週
刊
』
で
あ
っ
た
。
『
国
語
週
刊
』
は
、
古
文
復
古
に
対
す
る
反
対
陣

営
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
「
公
」
か
ら
「
私
」
に
解
放
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
章
士
釧
の
教
育
思
想
が
も
た
ら
し
た
閉
塞
感
に
対
す
る
抵
抗
的
な

性
質
を
帯
び
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
『
国
語
週
刊
』
の
果
た
し
た
役
割

と
そ
の
特
質
は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

想思育教ゆ捗騨欄㎜誠咽
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註
（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

『
国
語
月
刊
』
は
中
華
民
国
国
語
研
究
会
が
編
輯
し
、
一
九
二
二
年
二
月

二
〇
日
か
ら
一
九
二
五
年
五
月
二
〇
日
ま
で
上
海
の
中
華
書
局
よ
り
刊
行

さ
れ
た
。

『
国
語
旬
刊
』
は
民
国
政
府
行
政
院
教
育
部
の
国
語
統
一
審
備
委
員
会
が

編
輯
し
、
一
九
二
九
年
八
月
一
日
か
ら
一
二
月
＝
日
ま
で
北
京
の
北
平

文
化
学
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

『
国
語
週
刊
』
は
国
語
統
一
審
備
委
員
会
が
編
輯
し
、
北
京
の
北
平
市
の

国
語
統
一
箒
備
委
員
会
週
刊
編
輯
処
よ
り
出
版
さ
れ
、
一
九
三
一
年
九
月

五
日
か
ら
一
九
三
六
年
九
月
二
六
日
ま
で
刊
行
さ
れ
た
。
右
記
三
誌
は
何

れ
も
国
語
研
究
会
お
よ
び
国
語
箸
備
会
、
そ
の
後
身
で
あ
る
国
語
統
一
箸

備
会
〔
一
九
二
八
年
に
国
語
統
一
箒
備
委
員
会
に
改
編
〕
の
編
輯
で
あ
っ

た
。「

有
疑
古
先
生
和
我
組
織
的
国
語
週
刊
，
則
為
抵
抗
反
動
勢
力
而
作
。
」
黎

錦
煕
「
発
刊
之
辞
」
『
国
語
旬
刊
』
民
国
政
府
行
政
院
教
育
部
国
語
統
一

箒
備
委
員
会
編
、
北
平
文
化
学
社
、
一
九
二
九
年
八
月
一
日
、
第
一
期
、

二
頁

「
是
専
和
当
時
的
国
語
反
動
派
作
戦
的
。
筆
戦
既
終
，
改
談
学
理
，
不
久

也
停
刊
了
。
」
黎
錦
煕
「
発
刊
之
辞
」
『
国
語
週
刊
』
国
語
統
一
等
備
委
員

会
編
、
国
語
統
一
箒
備
委
員
会
週
刊
編
輯
処
出
版
、
一
九
三
一
年
九
月
五

日
、
第
一
期
、
一
頁

他
に
も
高
田
淳
『
章
柄
麟
・
章
士
釧
・
魯
迅
－
辛
亥
の
死
と
生
と
』

（
龍
渓
書
舎
、
一
九
七
四
年
）
、
白
吉
庵
『
章
士
釧
伝
』
（
作
家
出
版
社
、

二
〇
〇
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

「
代
表
那
『
反
国
語
的
勢
力
』
的
章
先
生
也
到
京
就
任
司
法
。
」
黎
錦
煕

『
国
語
運
動
史
綱
』
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
三
四
年
、
＝
一
＝
頁

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
H
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

前
掲
書
、
同
頁

前
掲
書
、
＝
二
二
頁

黎
錦
煕
「
是
個
拉
坂
成
個
堆
」
『
国
語
週
刊
』
第
＝
二
期
、
一
九
二
五
年

六
月
九
目
、
七
頁

「
其
実
章
先
生
所
痛
心
疾
首
的
国
語
，
乃
是
指
〔
…
…
〕
白
話
文
，
此
外

如
注
音
字
母
之
類
，
乃
等
諸
『
自
創
以
下
』
。
不
過
這
些
東
西
難
来
源
不

同
，
但
事
実
上
都
是
有
連
帯
関
係
的
」
黎
錦
煕
『
国
語
運
動
史
綱
』
、
前

掲
書
、
＝
，
＝
～
＝
二
二
頁

「
章
元
厳
今
日
北
上
」
『
申
報
』
一
九
二
三
年
一
月
二
六
日

「
今
年
愚
復
試
農
大
新
生
。
限
令
不
為
白
話
文
。
乃
全
場
文
字
。
詞
条
理

達
。
明
暗
可
観
。
」
孤
桐
「
評
新
文
化
運
動
」
『
新
聞
報
』
上
海
、
　
一
九
二

三
年
八
月
二
一
日
、
二
二
日
。
引
用
は
再
録
さ
れ
た
『
甲
寅
』
周
刊
、
第

一
巻
第
九
号
、
一
九
二
五
年
九
月
一
二
日
、
五
頁
か
ら
。

「
殆
指
今
之
後
生
競
為
白
話
。
甚
鷺
塵
上
。
遮
国
学
不
見
已
耳
。
」
（
〔
〕

内
筆
者
）
前
掲
雑
誌
、
同
頁

「
而
不
悟
其
意
則
是
。
其
実
乃
不
可
能
也
。
故
愚
謂
此
類
運
動
。
決
不
当

求
題
目
於
文
化
本
体
。
」
前
掲
雑
誌
、
一
〇
頁

「
其
所
為
今
人
之
言
，
文
言
可
也
」
前
掲
雑
誌
、
六
頁

「
胡
君
適
之
。
提
侶
白
話
。
反
対
古
典
文
学
。
在
一
定
範
囲
以
内
。
其
説

無
可
駁
者
。
」
「
新
時
代
之
青
年
－
章
行
厳
君
在
實
球
中
国
学
生
会
之
演

説
」
『
東
方
雑
誌
』
第
】
六
巻
第
＝
号
、
一
九
一
九
年
一
一
月
、
一
六

〇
頁「

調
和
者
。
社
会
進
化
至
精
之
義
也
。
社
会
無
日
不
在
進
化
之
中
。
即
社

会
上
之
利
益
希
望
。
情
感
嗜
好
。
無
日
不
在
調
和
之
中
。
」
前
掲
雑
誌
、

同
頁
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（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

一
九
一
四
年
五
月
一
〇
日
、
黄
興
の
依
頼
を
受
け
東
京
で
『
甲
寅
』
雑
誌

を
発
刊
さ
せ
る
。
専
ら
蓑
世
凱
の
専
制
に
対
す
る
論
説
を
展
開
。
一
九
一

五
年
以
降
は
、
上
海
に
移
っ
て
刊
行
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
バ
ジ
ョ
ッ

ト
、
　
ロ
ー
ウ
ェ
ル
、
バ
ー
ク
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
、
プ
ラ
イ
ス
、
ミ
ル
、
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
な
ど
の
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者

の
論
説
を
引
き
、
衰
世
凱
の
専
制
を
批
判
す
る
学
術
的
な
特
色
を
持
っ
て

い
た
。

鐙
屋
一
『
章
士
釧
と
近
代
中
国
政
治
史
研
究
』
芙
蓉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、

＝
二
五
～
一
五
五
頁

「
調
和
生
於
相
抵
。
成
於
相
譲
。
無
抵
力
不
足
以
言
調
和
。
無
譲
徳
不
足

以
言
調
和
。
」
秋
桐
「
調
和
立
国
論
上
」
『
甲
寅
』
雑
誌
、
第
一
巻
第
四
号
、

一
九
一
四
年
一
一
月
一
〇
日
、
三
頁

前
掲
雑
誌
、
一
七
～
一
九
頁

「
新
時
代
之
青
年
－
章
行
厳
君
在
簑
球
中
国
学
生
会
之
演
説
」
『
東
方
雑

誌
』
第
一
六
巻
第
二
号
、
一
九
一
九
年
＝
月
、
一
六
二
～
一
六
三
頁

「
小
該
子
不
一
定
個
個
是
讃
書
的
，
平
民
更
不
用
説
，
都
没
用
什
座
関
係
，

因
為
和
高
等
専
門
人
才
教
育
井
不
相
干
。
」
（
〔
〕
内
筆
者
）
黎
錦
煕

「
是
個
拉
扱
成
個
堆
」
『
国
語
週
刊
』
第
＝
二
期
、
一
九
二
五
年
六
月
九
日
、

六
～
七
頁

「
是
今
之
学
校
。
自
成
為
一
種
貴
族
教
育
。
其
故
与
文
言
白
話
之
争
了
不

相
関
。
」
孤
桐
「
評
新
文
化
運
動
」
『
甲
寅
』
周
刊
、
第
一
巻
一
四
号
、
一

九
二
五
年
一
〇
月
一
七
日
、
五
頁

孤
桐
「
評
新
文
化
運
動
」
『
甲
寅
』
周
刊
、
第
一
巻
九
号
、
一
九
二
五
年

九
月
一
二
日
、
　
一
〇
～
一
一
頁

「
長
沙
通
信
　
章
士
釧
在
湘
之
行
動
」
『
申
報
』
一
九
二
二
年
一
〇
月
一
四

日
「
求
知
与
自
用
」
『
大
公
報
』
長
沙
、
一
九
二
二
年
一
〇
月
一
七
日

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

「
是
故
良
政
治
者
無
他
。
以
其
能
創
為
一
組
織
。
使
其
国
中
智
勇
辮
力
之

士
。
随
其
才
之
高
下
鈍
鋭
所
宜
。
直
接
間
接
以
施
之
政
」
秋
桐
「
政
治
与

社
会
」
『
甲
寅
』
雑
誌
、
第
一
巻
第
六
号
、
一
九
一
五
年
六
月
一
〇
日
、

五
頁「

選
挙
人
必
具
有
負
此
責
任
之
資
格
一
層
」
行
厳
「
論
選
挙
権
－
答
金

君
得
先
」
『
民
立
報
』
、
一
九
一
二
年
五
月
一
八
日
。
ま
た
鐙
屋
に
よ
れ
ば
、

章
士
釧
の
一
部
の
優
秀
な
者
た
ち
を
政
治
の
担
い
手
と
す
る
「
責
任
あ
る

階
層
に
よ
る
名
望
家
的
エ
リ
ー
ト
支
配
」
と
い
う
構
想
は
、
政
治
論
に
お

い
て
一
貫
し
て
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
鐙
屋
一

『
章
士
釧
と
近
代
中
国
政
治
史
研
究
』
芙
蓉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
八
一

頁「
大
凡
国
民
程
度
未
熟
之
国
。
実
不
宜
於
極
端
之
民
政
。
〔
…
…
〕
以
吾
観

之
。
政
体
之
最
宜
於
今
日
。
而
能
獲
最
大
利
益
者
。
実
以
平
民
之
国
家
而

建
立
貴
族
之
政
府
。
」
行
厳
「
論
平
民
政
治
」
『
民
立
報
』
一
九
一
二
年
三

月
一
日

バ
ジ
ョ
ッ
ト
「
イ
ギ
リ
ス
憲
政
論
」
小
松
春
雄
訳
『
世
界
の
名
著
六
〇
』

（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
年
）
参
照
。
小
松
が
冒
頭
に
書
い
て
い
る
解

説
に
よ
れ
ば
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト
は
ス
ペ
ン
サ
ー
と
同
様
に
社
会
を
有
機
体
と

し
て
と
ら
え
、
議
会
政
治
の
条
件
と
し
て
君
主
論
を
唱
え
て
い
く
。
つ
ま

り
一
方
で
は
大
衆
に
支
配
権
を
与
え
、
他
方
で
現
行
の
貴
族
層
と
中
間
層

に
支
配
に
必
要
な
英
知
と
洞
察
力
を
求
め
る
。
そ
れ
に
よ
り
両
者
の
衝
突

を
回
避
し
よ
う
と
す
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
バ
ジ
ョ
ッ

ト
は
生
物
学
的
観
点
か
ら
、
社
会
の
生
存
と
進
化
に
必
要
な
条
件
を
、
特

定
の
階
層
に
属
す
る
人
々
に
よ
っ
て
の
み
創
出
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。

孫
文
「
精
神
建
設
（
抄
）
1
孫
文
学
説
i
」
、
西
順
蔵
編
『
原
点
中

国
近
代
思
想
史
　
第
四
冊
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
、
九
五
～
九
六

頁

想思育教ゆ
倒

士
章

の期
惰
刊臼　

週語
国『

1
3

4



（
鈎
）
「
教
育
界
消
息
　
教
育
当
局
復
古
思
想
之
実
現
」
『
教
育
雑
誌
』
第
一
七
巻

　
　
一
二
号
、
一
九
二
五
年
一
〇
月

（
3
5
）
章
士
剣
「
創
立
国
立
編
訳
館
」
『
甲
寅
』
周
刊
、
第
一
巻
第
五
号
、
一
九

　
　
二
五
年
八
月
一
五
日
、
一
～
二
頁

（
3
6
）
「
章
士
釧
干
大
学
教
育
之
興
革
」
『
申
報
』
　
一
九
二
五
年
五
月
四
日

（
3
7
）
孤
桐
「
創
設
教
授
院
議
論
」
『
甲
寅
』
周
刊
、
第
一
巻
第
一
九
号
、
一
九

　
　
二
五
年
一
一
月
二
一
日
、
五
～
六
頁

（
鵠
）
「
注
重
農
民
教
育
以
辮
到
師
生
農
民
通
力
合
作
建
樹
将
来
農
村
立
国
之
基

　
　
礎
為
主
旨
」
「
徴
聰
農
業
専
家
特
告
」
『
申
報
』
一
九
二
三
年
一
月
二
五
日
、

　
　
二
面

（
3
9
）
楊
蔭
楡
の
学
校
教
育
は
、
桜
庭
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
六
年
当
時
学
生
で
あ

　
　
っ
た
頃
の
女
子
学
生
の
規
範
、
髪
の
毛
を
短
く
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
女
子

　
　
学
生
の
政
治
参
加
を
嫌
い
、
男
女
の
交
際
を
禁
止
す
る
と
い
っ
た
規
則
を

　
　
忠
実
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
当
時
思
想
解
放
を
求
め
て
い
た
女

　
　
子
学
生
の
反
発
を
引
き
起
こ
し
、
楊
が
そ
の
職
務
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す

　
　
る
ほ
ど
女
学
生
側
と
の
対
立
を
深
め
て
い
っ
た
。
参
照
、
桜
庭
ゆ
み
子

　
　
「
女
校
長
の
夢
－
中
国
女
性
解
放
運
動
先
駆
者
と
し
て
の
北
京
女
子
師

　
　
範
大
学
校
長
楊
蔭
楡
」
（
『
魯
迅
と
同
時
代
人
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
二

　
　
年
）
。

（
4
0
）
『
教
育
雑
誌
』
第
一
七
巻
第
三
号
、
一
九
二
五
年
三
月
、
九
頁

（
4
1
）
前
掲
雑
誌
、
九
頁

（
4
2
）
松
井
博
光
『
魯
迅
回
想
録
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
一
⊥
ハ
頁

（
4
3
）
「
北
京
通
信
」
『
申
報
』
一
九
二
五
年
五
月
＝
二
日

（
4
）
「
北
京
通
信
」
『
申
報
』
　
一
九
二
五
年
五
月
二
六
日

（
4
5
）
松
井
博
光
、
前
掲
書
、
一
八
～
一
九
頁
。
女
師
大
事
件
に
お
い
て
魯
迅
が

（
4
6
）

（
4
7
）

（
4
8
）

（
4
9
）

（
5
0
）

（
5
1
）

（
5
2
）

学
生
側
を
支
持
し
、
校
長
及
び
章
士
釧
を
批
判
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
有

名
で
あ
る
。
本
稿
で
は
章
士
釧
の
教
育
思
想
を
中
心
に
検
討
し
た
た
め
、

魯
迅
と
章
士
釧
の
筆
戦
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
が
、
魯
迅
の
新
文
学
運
動

に
対
す
る
思
想
と
章
へ
の
批
判
は
大
衆
語
論
争
に
向
か
う
一
つ
の
過
程
と

し
て
極
め
て
重
要
な
点
で
あ
る
と
言
え
る
。
尚
、
魯
迅
の
こ
の
頃
の
言
論

に
つ
い
て
は
、
魯
迅
博
物
館
魯
迅
研
究
室
編
『
魯
迅
年
譜
』
第
一
巻
（
人

民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
、
『
魯
迅
全
集
』
「
華
蓋
集
」
（
人
民
文
学

出
版
社
、
一
九
七
三
年
）
、
曾
慶
瑞
『
魯
迅
評
伝
』
（
四
川
人
民
出
版
社
、

一
九
八
一
年
）
、
丸
山
昇
『
魯
迅
』
（
平
凡
社
、
一
九
六
五
年
）
な
ど
多
数

あ
る
。

松
井
博
光
、
前
掲
書
、
一
九
頁

「
北
京
女
子
師
範
大
学
校
長
楊
蔭
楡
。
為
校
内
一
部
分
学
生
所
反
対
。
呈

詞
互
計
。
由
来
已
久
。
本
部
前
任
次
長
馬
叙
倫
総
長
王
九
齢
。
均
以
辮
理

棘
手
。
遷
延
未
決
。
〔
…
…
〕
該
校
長
任
事
以
来
。
一
切
要
害
之
政
。
並

尚
未
能
董
理
。
而
已
怨
毒
之
甚
。
一
日
難
居
。
備
伍
其
旧
貫
。
環
境
依
然
。

即
別
求
一
人
為
継
。
度
亦
無
能
為
役
。
〔
…
…
〕
当
由
部
派
員
。
商
同
各

該
保
証
人
。
妥
為
料
理
。
」
章
士
釧
「
停
辮
北
京
女
子
師
範
大
学
呈
文
」

『
甲
寅
』
周
刊
、
第
一
巻
第
四
号
、
一
九
二
五
年
八
月
八
日
、
一
～
三
頁

「
学
総
会
通
電
討
章
」
『
申
報
』
一
九
二
五
年
八
月
四
日

「
婦
女
会
電
援
京
女
師
学
生
」
『
申
報
』
一
九
二
五
年
八
月
六
日

「
北
大
宣
布
独
立
事
件
尚
難
解
決
」
『
申
報
』
一
九
二
五
年
八
月
二
六
日

「
女
師
大
訴
訟
事
件
与
駆
章
運
動
」
『
申
報
』
一
九
二
五
年
八
月
三
〇
日

「
見
於
今
日
。
荷
政
府
聴
従
民
意
。
於
政
治
施
其
相
当
改
革
。
」
秋
桐
「
調

和
立
国
論
上
」
『
甲
寅
』
雑
誌
、
第
一
巻
四
号
、
　
一
九
一
四
年
一
一
月
一

〇
日
、
三
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
う
え
の
　
み
ち
よ
／
博
士
後
期
課
程
）

1
4

4号
　

第会社語
言


