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部落史研究の到達点と課題（近代）2７ 

蹄
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

的
（
共
産
党
的
）
立
場
と
は
水
平
社
の
運
動
の
中
で
出
て
き
た
基
本

的
な
流
れ
の
一
つ
で
す
。
共
通
し
た
見
解
、
新
し
い
成
果
を
盛
り
込

む
立
場
と
は
、
そ
れ
以
外
の
流
れ
も
尊
重
し
、
重
視
す
る
と
い
う
複

線
・
複
合
路
線
で
す
。

こ
の
複
合
路
線
の
中
の
も
っ
と
も
大
き
な
流
れ
と
し
て
、
社
会
民

主
主
義
者
が
あ
り
ま
す
。
全
水
の
場
合
は
大
変
特
徴
的
で
す
が
、
戦

闘
的
な
社
会
民
主
主
義
者
で
す
。
俗
に
い
う
「
社
民
」
の
よ
う
に

弱
腰
で
す
ぐ
に
妥
協
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
・
松

本
治
一
郎
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
れ
こ
そ
社
共
統
一
戦
線
と
い

う
な
ら
、
戦
闘
的
社
会
民
主
主
義
者
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て
共

産
党
を
包
括
す
る
と
い
う
よ
う
な
統
一
戦
線
が
組
め
る
よ
う
な
水
平

社
で
あ
っ
た
の
で
す
。
水
平
社
は
そ
う
い
う
団
体
と
し
て
見
直
す
必

要
が
あ
り
ま
す
。

い
つ
ご
ろ
か
と
い
う
と
、
だ
い
た
い
昭
和
の
は
じ
め
、
三
・
一
五

事
件
な
ど
で
検
挙
さ
れ
た
後
は
、
だ
い
た
い
私
た
ち
は
「
戦
闘
的
社

民
」
主
導
型
の
そ
う
い
う
全
水
に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
立
場
は
歴
史
的
に
も
実
証
さ
れ
ま
す
し
、
こ
の
こ
と

に
反
対
し
て
い
る
の
は
、
ご
く
一
部
の
党
員
的
傾
向
の
強
い
立
場
の

方
で
す
。
大
多
数
の
研
究
者
は
、
そ
う
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
確
認
し
、
共
通
の
認
識
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
、
『
部
落
解
放
史
』
の
近
代
編
に
関
し
て
は
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
の
観
点
で
す
が
、
今
曰
こ
こ
に
座
っ
て
お
ら
れ
る
方

「
部
落
解
放
史
』
の
意
義
を
一
言
で
い
え
ば
、
近
代
部
落
史
研
究

は
従
来
の
問
題
意
識
で
は
、
も
う
く
く
れ
な
く
な
っ
て
い
る
、
崩
壊

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
定
説
的
意
味
を

も
っ
て
い
た
部
落
問
題
研
究
所
の
新
し
い
『
部
落
の
歴
史
と
解
放
運

動
』
を
み
れ
ば
わ
か
り
ま
す
。
と
の
近
・
現
代
編
は
前
近
代
編
に
比

べ
れ
ば
、
不
整
合
が
目
立
つ
で
き
で
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
現
在
は
「
国
民
融
合
論
」
を
唱
え
て
い
る
の

で
、
「
国
民
融
合
論
」
の
立
場
で
新
し
く
書
き
直
す
か
、
そ
れ
と
も

従
来
の
よ
う
に
、
全
水
の
中
の
左
翼
的
・
共
産
党
的
立
場
で
描
く
の

一
、
総
論
・
近
代
部
落
史
研
究
の
枠
組
み
の
崩
壊

部
落
史
研
究
の
到
達
点
と
課
題
（
近
代
）

『
部
落
解
放
史
』
全
三
巻
発
刊
の
意
義

は
、
運
動
関
係
の
方
ば
か
り
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
企
業
の
方
も

い
る
し
、
一
般
国
民
の
方
も
お
ら
れ
る
。
す
る
と
、
そ
う
い
う
人
た

ち
が
参
加
で
き
る
よ
う
な
、
全
国
民
的
な
課
題
、
こ
う
い
う
も
の
が

解
放
運
動
の
太
い
豊
か
な
土
壌
の
中
に
理
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な

い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
風
に
私
は
考
え
て
お
り
ま

す
。
そ
う
い
う
立
場
か
ら
言
う
と
、
こ
れ
は
当
然
、
戦
後
の
中
で
出

て
き
た
新
し
い
波
で
す
。
こ
う
い
う
新
し
い
波
を
過
去
の
研
究
の
中

へ
、
当
然
、
投
影
さ
せ
て
ゆ
く
と
ど
う
い
う
問
題
に
な
っ
て
い
く
か

と
い
う
と
、
こ
れ
は
や
は
り
、
い
ろ
ん
な
水
平
社
運
動
・
融
和
運
動

の
中
に
出
て
来
る
民
主
主
義
的
な
運
動
の
流
れ
を
掘
り
起
こ
す
と
い

う
こ
と
に
、
ど
う
し
て
も
な
っ
て
き
ま
す
。
あ
る
い
は
、
民
主
主
義

的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
自
由
主
義
的
な
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
ま
で
広

げ
て
、
広
く
掘
り
起
こ
し
て
い
く
と
い
う
作
業
を
や
っ
て
き
た
の

が
、
こ
こ
一
○
年
ぐ
ら
い
の
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
で
し
た
。

そ
れ
は
部
落
解
放
研
究
所
の
仕
事
の
中
に
出
て
き
ま
す
。
一
年
ぐ

ら
い
前
に
出
し
た
『
水
平
社
運
動
史
論
』
や
『
論
集
・
近
代
部
落
問

題
』
と
い
う
よ
う
な
単
行
本
の
中
に
も
、
そ
の
観
点
は
反
映
し
て
い

ま
す
。
で
は
そ
れ
が
実
践
的
な
課
題
と
結
び
付
い
て
ど
う
展
開
し
た

の
か
と
い
う
と
、
以
下
の
四
つ
の
部
分
に
わ
た
っ
て
議
論
が
展
開
し

ま
す
。Ａ
、
「
講
座
派
」
（
「
部
落
委
員
会
活
動
の
方
針
」
）
的
理
解
と

そ
の
継
承
を
め
ぐ
っ
て

が
正
し
い
と
い
う
観
点
で
書
く
の
か
、
二
つ
に
一
つ
と
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。
古
い
立
場
な
ら
旧
版
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
立
場
で

や
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
批
判
的
整
合
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

「
国
民
融
合
論
」
の
立
場
で
書
く
な
ら
、
こ
れ
ま
で
の
『
水
平
運
動
史

の
研
究
』
の
様
な
業
績
の
批
判
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
全

部
変
え
、
体
系
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
は
理
論
的

に
も
さ
ま
ざ
ま
で
、
論
点
も
多
様
化
し
、
時
間
が
足
り
ま
せ
ん
。
そ

う
で
は
な
い
、
で
き
は
い
い
ん
だ
と
い
う
の
が
『
部
落
問
題
研
究
』

あ
た
り
の
書
評
で
す
が
、
あ
れ
は
自
画
自
讃
で
す
。
私
は
そ
う
は
思

い
ま
せ
ん
。
大
変
迷
わ
れ
た
成
果
だ
と
思
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
と
議
論

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
従
来
い
わ
れ
て
き
た
左
翼

秋
定

一
品

和
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「
解
放
令
」
反
対
一
摸
に
対
す
る
評
価
は
、
反
文
明
・
開
化
論
で
す
。

ア
ン
チ
文
明
、
開
化
に
反
対
す
る
と
い
う
民
衆
の
視
点
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
は
大
変
複

雑
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
評
価
で
す
。

．
》
こ
れ
に
対
し
て
書
く
方
は
、
ど
う
評
価
す
る
か
を
は
っ
き
り
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
権
力
に
対
す
る
抵
抗
の
問
題
と

被
差
別
人
民
に
対
す
る
殺
傷
の
問
題
は
、
広
田
さ
ん
の
よ
う
に
多
様

な
価
値
軸
で
も
っ
て
書
か
な
い
、
と
い
う
観
点
で
書
き
ま
し
た
。
土

俗
的
・
土
着
的
な
思
想
を
尊
重
し
て
お
ら
れ
る
広
田
さ
ん
の
よ
う
な

考
え
方
は
重
要
で
す
が
、
や
は
り
一
方
、
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
残

る
の
で
す
。

い
ま
一
つ
は
「
解
放
令
」
の
評
価
で
す
。
こ
こ
で
は
、
従
来
の
研

究
で
問
題
に
な
っ
て
き
た
「
自
由
な
労
働
力
の
創
出
」
（
藤
谷
俊
雄
）
、

「
必
要
か
つ
十
分
な
解
放
」
（
馬
原
鉄
男
）
、
『
臣
民
』
平
等
が
目
的

で
『
解
放
令
』
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
」
（
鈴
木
良
）
、
「
全
租
税

制
度
』
維
持
の
た
め
必
須
。
身
分
制
廃
止
は
、
身
分
６
居
住
・
職
業

を
分
離
す
る
新
し
い
考
え
方
に
も
と
づ
き
施
行
」
（
上
杉
聰
）
と
い

う
よ
う
に
、
「
解
放
令
」
施
行
に
対
し
て
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
ま

す
。
ど
れ
か
一
つ
だ
、
と
は
現
在
の
論
争
で
は
言
い
難
い
の
で
す
。

一
番
有
力
な
の
は
上
杉
説
で
す
が
、
で
は
他
の
三
つ
が
完
全
に
論
破

さ
れ
た
か
と
い
う
と
大
変
不
十
分
で
、
相
互
補
完
的
な
把
握
の
し
か

た
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
不
十
分
な
と
こ
ろ
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
り

Ｂ
、
構
造
改
革
派
的
・
全
国
民
的
視
角
よ
り
す
る
批
判

Ｃ
、
「
国
民
融
合
論
」
の
登
場

Ｄ
、
新
し
い
展
開

と
れ
ら
す
べ
て
が
今
回
の
概
説
（
『
部
落
解
放
史
』
近
代
編
）
に

は
反
映
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
考
え
な
が

ら
書
い
た
の
で
す
が
、
も
し
学
会
向
け
に
整
理
す
る
な
ら
、
こ
う
い

う
こ
と
が
議
論
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
、
各
時
期
ご
と
に

総
括
し
て
み
ま
し
た
。

で
は
、
具
体
的
に
歴
史
の
叙
述
の
中
で
、
ど
う
反
映
し
て
い
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
各
論
、
各
時
期
ご
と
に
検
討
し
て
み
ま

す
。
ま
ず
、
「
解
放
令
」
を
め
ぐ
っ
て
書
い
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、

こ
こ
で
は
こ
う
い
う
歴
史
的
事
例
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
部
落
問
題
研
究
所
の
一
時
期
の
成
果
と
な
り
、
賛
否
を
よ

ん
だ
見
解
で
す
。
そ
の
中
に
例
え
ば
、
「
統
一
戦
線
論
」
的
見
解
（
新

藤
東
洋
男
）
の
崩
壊
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
論
文
を

見
た
と
き
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
に
つ
い
て
、
農
民
が
部

落
民
を
殺
傷
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
「
統
一
戦
線
」
と
い
う
言
葉
Ｉ

昭
和
の
頃
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
台
頭
し
ま
す
が
、
そ
の
と
き
、
フ
ァ
シ

二
、
「
解
放
令
」
を
め
ぐ
っ
て

鍵
聰
翻
…
副
…
葡
遡
鯛
…
…
『
…
Ⅷ
⑭
！
！
『
ｉ
ｊ
…
ｊ
１
ｊ
１
鋼
ｊ
ｌ
ｊ
Ｉ
ｊ
１
調
ｊ
Ｉ
Ｉ
１
蕾
１
Ⅶ
ｌ
ｊ
ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
１
…
ｌ
ｌ
ｊ
ｉ
．
，
辮
乖
．
Ⅷ
「
，
’
「
．
”
，
劉
瓠
，
籔
馴
卍
、
，
劉
口
’
鋤
．
．
．
．
．
．

ズ
ム
に
反
対
す
る
た
め
に
労
農
・
「
社
民
」
・
共
産
党
が
連
合
体
を
組

ん
で
抵
抗
す
る
と
い
う
意
味
ｌ
を
入
れ
る
の
で
す
．

で
は
こ
こ
で
使
っ
て
い
ろ
「
統
一
戦
線
」
と
は
な
に
か
。
「
解
放

令
」
反
対
一
摸
に
は
、
他
の
い
ろ
ん
な
税
金
と
か
徴
兵
令
反
対
の
中
に

「
解
放
令
」
反
対
が
入
っ
て
い
ま
す
。
維
新
政
府
に
反
対
す
る
こ
と

自
身
は
立
派
な
一
つ
の
人
民
闘
争
で
す
。
そ
の
中
に
「
解
放
令
」
反

対
と
い
う
、
前
近
代
的
・
反
動
的
な
内
容
が
入
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
を
ひ
っ
く
る
め
て
評
価
す
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
差
別
的
な
事

例
は
隠
し
て
し
ま
う
（
岡
映
）
と
い
う
様
に
な
り
ま
す
。
最
初
、
岡

さ
ん
が
書
い
た
論
文
で
は
、
江
戸
時
代
に
こ
れ
だ
け
差
別
さ
れ
、
解

放
さ
れ
た
が
、
「
解
放
令
」
反
対
一
摸
の
中
で
ま
た
殺
傷
さ
れ
た
と

い
う
論
文
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
統
一
戦
線
論
が
盛
ん
に
な
る
と
、
い

か
に
岡
山
の
農
民
が
部
落
民
を
「
解
放
令
」
の
時
に
差
別
し
、
殺
傷

し
た
か
と
い
う
よ
う
な
事
例
は
、
あ
ま
り
書
か
な
い
の
で
す
。

そ
し
て
、
農
民
一
摸
で
、
政
府
に
対
し
て
部
落
民
は
一
緒
に
あ
た

っ
た
と
い
う
よ
う
に
書
く
の
で
す
か
ら
、
部
落
解
放
に
反
対
し
た
と

い
う
事
例
が
落
ち
て
し
ま
う
の
で
す
。
歴
史
を
か
く
す
こ
と
で
成
り

立
つ
よ
う
な
議
論
を
や
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ

で
し
た
。
今
度
は
こ
う
い
う
こ
と
は
書
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
『
部
落

解
放
史
』
で
は
っ
き
り
、
ど
れ
だ
け
殺
傷
事
件
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
い
ま
大
阪
大
学
に
来
て
お
ら
れ
る
広
田
昌
希
さ
ん
の

単
に
融
和
運
動
と
言
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
あ
り
ま
す
。
こ

こ
で
紹
介
し
て
い
る
の
は
、
大
江
卓
や
平
沼
騏
一
郎
、
杉
浦
重
剛
の

よ
う
に
大
変
天
皇
主
義
的
な
融
和
運
動
や
立
場
と
、
そ
れ
以
外
の
立

ま
す
。
つ
ま
り
評
価
が
相
対
的
に
な
ら
ざ
ろ
を
得
ず
、
割
り
切
れ
な

い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
力
点
を
置
い
た
の
は
、
「
解
放
令
」
以
後
の

混
住
・
融
合
の
拡
大
で
す
。
大
都
市
の
「
都
市
部
落
」
以
外
、
混
住

は
あ
ま
り
増
え
ま
せ
ん
が
、
交
通
（
就
労
の
機
会
）
は
増
え
ま
す
。

こ
う
い
う
事
実
を
史
料
に
即
し
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
近
世
と
つ
な
が
る
点
で
す
が
、
警
刑
役
の
終
末
と
い
う

こ
と
で
す
。
近
世
だ
と
警
察
役
や
処
刑
の
役
が
部
落
民
の
役
職
と
し

て
課
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
ほ
ぼ
明
治
四
年
、
「
解
放
令
」

の
前
後
に
、
警
察
制
度
が
確
立
し
て
い
く
過
程
の
中
で
な
く
な
っ
て

い
き
、
近
代
的
な
巡
査
制
度
（
ポ
リ
ス
）
の
末
端
と
し
て
組
み
入
れ

ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
史
料
の
中
で
確
認
で
き
ま
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
時
の
ポ
リ
ス
は
、
け
が
れ
役
（
動
物
の
死

体
処
理
な
ど
）
も
継
承
し
て
い
ま
す
。
す
る
と
今
度
は
逆
に
一
般
の

側
か
ら
巡
査
に
な
っ
た
人
が
忌
避
す
る
の
で
す
が
、
や
が
て
公
衆
衛

生
的
分
野
の
業
務
と
分
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

三
、
融
和
運
動
・
政
策
を
め
ぐ
っ
て
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私
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
が
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
渡
部
徹
「
部
落
解
放
運
動
」
（
『
岩
波
講
座
曰
本
歴
史
阻
乞
・
『
解

放
運
動
の
理
論
と
歴
史
』
（
明
治
図
書
）
が
一
番
新
し
い
問
題
意
識

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
と
れ
が
学
会
に
出
さ
れ
た
と
き
、
特
に
岩
波

講
座
の
部
分
は
、
部
落
問
題
研
究
所
が
大
変
色
め
き
た
っ
て
、
「
朝

田
理
論
」
だ
と
す
る
き
び
し
い
書
評
を
し
ま
し
た
。
「
部
落
解
放
運

動
」
の
内
容
は
、
水
平
社
の
内
部
の
ポ
ル
派
の
徹
底
し
た
批
判
で
し

た
。
共
産
党
の
運
動
の
引
き
回
し
や
、
定
説
に
反
し
て
何
も
寄
与
し

な
か
っ
た
と
い
う
論
証
を
史
実
に
そ
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
の
『
解
放
運
動
の
理
論
と
歴
史
』
は
、
今
曰

の
部
落
解
放
同
盟
の
理
論
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
全
国
民
的
課

場
ｌ
比
較
的
自
由
主
義
的
な
、
あ
る
い
は
民
本
主
義
的
な
立
場

ｌ
と
は
分
け
て
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
評
価
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
を

叙
述
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
明
治
末
・
大
正
期
に
ま
で
入
っ
て
く
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教

的
救
済
や
立
身
出
世
論
が
交
わ
っ
て
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場

合
、
神
Ｉ
天
皇
Ｉ
部
落
と
い
う
問
題
が
絡
ん
で
き
ま
す
。
ど
こ
に
力

点
を
置
く
べ
き
か
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、
も
ち
ろ
ん
天

皇
が
最
上
位
に
き
て
、
神
の
方
が
下
に
き
ま
す
。
逆
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
い
う
風
に
曰
本
の
大
多
数
の
キ
リ
ス
ト
者
は
天
皇
を
理
解

し
、
そ
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
救
済
運
動
・
融
和
運
動
を
や
っ

て
い
き
ま
す
。

賀
川
豊
彦
論
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
賀
川
豊
彦
を
ど
う
理

解
す
る
か
、
こ
れ
が
大
阪
・
神
戸
・
京
都
な
ど
の
研
究
者
で
、
論
点

が
対
立
し
て
い
ま
す
。
留
岡
幸
助
の
評
価
も
そ
う
で
す
。
ど
こ
に
ポ

イ
ン
ト
を
置
く
の
か
、
つ
ま
り
支
配
的
・
治
者
的
態
度
で
神
を
理
解

す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
平
民
の
地
位
に
ま
で
下
降
し
て
理
解
す
る
の

か
。
世
俗
的
地
位
な
ど
何
も
求
め
な
い
、
「
地
の
塩
」
の
よ
う
な
献

身
的
・
求
道
的
な
伝
道
者
も
い
ま
す
。
賀
川
と
か
留
岡
は
ど
う
だ
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
社
会
事
業
・
融
和
運
動
史
や
神
学
の
研

究
者
の
中
で
、
意
見
が
違
う
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。

次
に
出
世
の
問
題
、
あ
る
い
は
種
姓
論
の
問
題
、
血
統
の
問
題
が

立
身
出
世
や
移
住
・
混
住
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
出
て
き
ま

と
こ
ろ
が
へ
従
来
よ
り
は
だ
い
ぶ
新
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
評
価
は
わ
れ
わ
れ
の
中
で
も
分
か
れ
ま
す
。
私
な
ど

は
割
合
、
も
っ
と
も
高
く
評
価
す
る
よ
う
に
考
え
る
方
で
す
し
、
そ

う
で
は
な
く
、
も
う
ち
ょ
っ
と
限
界
を
厳
し
く
す
る
人
と
は
意
見
が

違
い
ま
す
が
、
今
回
お
書
き
に
な
っ
た
方
は
、
比
較
的
限
界
を
厳
し

く
す
る
藤
野
豊
さ
ん
で
す
か
ら
、
定
説
に
近
く
、
厳
し
く
な
っ
て
い

ま
す
が
、
新
資
料
や
新
事
実
の
紹
介
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
よ
り
豊
か

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

四
、
水
鐵
平
社
運
動
史
の
「
枠
ぐ
み
」
を
め
ぐ
っ
て

魁

題
と
し
て
の
部
落
解
放
運
動
を
基
本
に
す
え
て
実
践
す
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
の
が
渡
部
理
論
だ
と
思
い
ま
す
。
今
後
、
こ
の
視
点
か

ら
の
「
国
民
融
合
論
」
の
批
判
が
重
要
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
全
水
「
社
民
」
の
潮
流
を
重
視
す
る
方
向
で
す
。
こ
れ
ま
で

の
私
な
ど
も
そ
う
だ
し
、
大
串
夏
身
さ
ん
、
本
書
の
桐
村
さ
ん
も
そ

う
で
す
。
だ
い
た
い
今
回
の
水
平
社
運
動
は
そ
う
い
う
立
場
で
書
い

て
お
り
ま
す
。
共
産
党
と
全
水
「
社
民
」
を
統
一
戦
線
論
的
な
枠
組

み
で
と
ら
え
な
お
そ
う
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
時
期
ま
で

は
そ
の
立
場
を
取
り
ま
し
た
が
、
あ
る
時
期
か
ら
そ
れ
は
無
理
だ
と

し
ま
し
た
。
人
に
よ
っ
て
年
次
が
違
い
ま
す
が
、
例
え
ば
一
つ
の
時

期
と
し
て
は
一
九
三
○
年
と
か
一
九
三
五
年
と
か
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
「
国
民
融
合
論
」
的
立
場
か
ら
の
新
し
い
見
な
お
し

と
い
う
の
が
、
大
き
な
争
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
は
注
意
し

て
下
さ
い
。
と
い
う
の
は
、
部
落
問
題
研
究
所
の
人
び
と
は
、
「
人

民
的
融
和
」
（
一
九
三
六
年
の
第
一
一
一
一
回
大
会
）
や
、
糾
弾
権
の
留

保
（
一
九
三
七
年
の
第
一
四
回
大
会
）
に
、
一
つ
の
画
期
点
を
置
く

の
で
す
。
こ
の
時
期
の
全
水
が
一
番
最
高
だ
っ
た
と
言
い
ま
す
○

私
は
、
そ
れ
は
な
い
で
し
ょ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
の
全
水

は
、
曰
中
戦
争
前
で
組
織
内
外
に
「
転
向
」
も
あ
り
防
衛
に
回
っ
て

い
て
、
部
落
委
員
会
活
動
が
実
質
的
に
も
う
や
れ
な
く
な
っ
て
い
る

の
で
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
部
落
委
員
会
活
動
と
い
う
の
は
、
地
区

に
密
着
し
て
部
落
を
改
善
し
よ
う
と
い
う
運
動
で
す
。
革
命
的
に
や

す
。
江
戸
時
代
と
違
っ
て
明
治
の
頃
に
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
解

消
」
の
可
能
性
が
出
て
き
ま
す
。
移
住
で
き
る
、
あ
る
い
は
出
身
を

隠
し
世
代
交
代
を
重
ね
る
こ
と
で
解
消
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら

出
て
く
る
一
つ
の
出
世
願
望
、
あ
る
い
は
移
住
と
転
居
で
解
消
で
き

る
と
い
う
方
向
で
す
。
当
時
の
部
落
産
業
関
係
の
資
料
や
雑
誌
を
見

る
と
一
種
の
明
る
い
展
望
が
あ
り
ま
す
。
金
儲
け
が
で
き
る
、
こ
ん

な
良
い
時
代
は
な
い
、
身
分
差
別
は
あ
っ
て
も
そ
れ
は
階
級
的
上
昇

で
だ
ん
だ
ん
無
く
な
っ
て
い
く
、
と
い
う
方
向
や
抱
負
を
も
ち
、
融

和
主
義
を
語
る
人
た
ち
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
だ
い
た
い
業

界
の
お
金
持
ち
や
部
落
の
名
望
家
の
人
た
ち
で
す
。
そ
う
い
う
人
た

ち
の
評
価
を
ど
う
す
る
の
か
、
水
平
社
は
こ
の
方
向
を
批
判
し
て
出

て
き
た
の
で
す
が
、
批
判
し
き
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま

す
。そ
し
て
こ
う
い
う
経
過
を
へ
て
昭
和
期
に
、
在
野
の
中
か
ら
融
和

運
動
の
論
客
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
戦
前
の
融
和
行
政
を
担
っ
た

人
々
で
す
。
た
と
え
ば
三
好
伊
平
次
、
山
本
正
男
と
い
っ
た
人
々

は
、
従
来
の
大
江
卓
や
平
沼
騏
一
郎
と
は
考
え
方
や
方
向
が
違
い
ま

す
。
こ
れ
を
従
来
の
研
究
で
は
、
全
部
一
緒
に
批
判
し
、
融
和
主
義

は
駄
目
だ
と
い
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
を
細
か
く
分
け
、
比
較
的
自
由
・
民
本
主
義
的
な
部
分
・
要

素
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
人
々
に
つ
い
て
の
評
価
を
や
る
べ
き
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
今
回
の
本
で
は
書
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
の
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う
評
価
す
る
の
か
、
こ
れ
は
今
ま
で
欠
け
て
い
た
研
究
史
上
の
分
野
識
し
な
が
ら
過
渡
的
な
産
物
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
の
充
実
を
期
し

で
す
９
部
落
委
員
会
活
動
が
な
く
な
っ
て
い
く
、
そ
の
時
と
、
戦
時
た
い
と
思
い
ま
す
。

下
転
向
の
時
期
は
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
、
そ
の
部
分
を
ど
う
な
お
、
報
告
時
間
の
制
約
で
申
し
上
げ
ま
せ
ん
で
し
た
「
総
論
」

評
価
す
る
の
か
が
Ｐ
今
後
大
き
な
論
点
に
な
り
ま
す
。
今
、
私
た
ち
（
Ａ
９
Ｂ
。
Ｃ
・
Ｄ
）
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
か
の
機
会
に

は
、
漸
次
的
な
転
向
が
こ
の
時
期
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
い
申
し
上
げ
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
（
補
注
・
当
曰
の
配
布
レ
ジ

う
議
論
を
出
し
て
い
ま
す
。

ユ
メ
で
は
Ａ
Ｉ
Ｄ
の
報
告
内
容
も
記
し
て
お
り
ま
し
た
。
改
め
て
再

さ
ら
に
、
生
活
擁
護
闘
争
（
部
落
委
員
会
活
動
）
に
「
全
人
民
的
老
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
）

連
帯
」
の
欠
如
を
み
、
そ
こ
に
運
動
の
失
敗
と
そ
の
後
の
「
転
向
」

を
み
る
見
方
（
奥
村
哲
夫
）
と
い
う
議
論
も
出
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
「
全
人
民
的
連
帯
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
当
時
は
も
う
あ
り
得

な
か
っ
た
の
で
す
。
あ
る
意
味
で
は
、
全
水
だ
け
が
孤
高
に
闘
う
条

件
が
残
っ
て
い
て
、
Ｙ
他
の
労
働
者
・
農
民
は
ほ
と
ん
ど
弾
圧
さ
れ
転

向
路
線
で
す
か
ら
、
一
緒
に
や
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
と

こ
ろ
へ
、
全
人
民
的
に
闘
わ
な
か
っ
た
か
ら
全
水
の
運
動
は
駄
目
な

の
だ
と
い
わ
れ
て
も
、
こ
れ
は
無
い
も
の
ね
だ
り
で
す
。
そ
う
い
う

評
価
が
歴
史
学
の
上
で
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
、
こ
う
い
う
評
価
は

無
理
で
は
な
い
か
、
も
っ
と
事
実
に
即
し
て
書
い
て
よ
い
の
で
は
な
■
０
一
・
今
６
Ｆ
１

い
か
と
い
う
考
え
方
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
７
Ｊ
、

以
上
、
各
論
、
〈
各
時
期
Ｅ
と
の
検
討
を
大
ざ
っ
ぱ
に
申
し
上
げ
ま
．

。
’
卜
．
▽
！
。
Ｐ
Ｃ
Ｏ
１
。
。
》
・
二
－
６
．
．
Ｐ

し
た
。
欠
落
心
定
箇
所
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
頭
Ｄ
み
て
も
う
と
積
極
久
▲

的
に
書
き
う
る
部
分
な
ど
、
多
く
の
課
題
を
残
し
ま
し
た
。
『
部
落

解
放
史
』
中
巻
（
近
代
編
）
は
、
そ
の
意
味
で
新
し
い
枠
組
み
を
意

ろ
の
か
、
〆
革
命
を
や
っ
た
ら
つ
ぶ
さ
れ
る
か
ら
「
社
民
」
的
・
民
主

的
に
や
る
の
か
と
い
う
よ
う
に
、
》
立
場
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
ら
な
い
と
部
落
は
良
く
な
ら
な
い
し
、

そ
れ
が
解
放
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
そ
こ
を
評
価
す
る

の
が
当
然
だ
と
思
い
ま
す
○
し

（
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
不
明
確
に
表
現
し
た
「
人
民
的
融
和
」
、
あ

る
い
は
糾
弾
権
の
内
容
の
暖
昧
な
「
徹
底
的
融
和
方
針
に
基
づ
く
検

閲
制
度
の
確
立
を
要
求
」
す
る
水
平
社
が
八
な
ぜ
「
最
高
」
と
言
え

る
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
（
あ
ま
り
に
も
今
の
「
国
民
融
合
論
」
を
過

去
に
引
き
寄
せ
す
ぎ
る
と
い
う
か
、
逆
に
引
き
付
け
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
す
ｐ
一
九
三
七
年
前
後
の
歴
史
的
事
実

に
即
し
て
評
価
し
な
い
と
、
あ
ま
り
現
代
に
引
き
付
け
る
と
、
お
か

し
な
こ
と
に
蓼
な
り
は
し
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
時
期
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
全
水
の
創
立
と
運
動
の
展
開
を
め

ぐ
っ
て
で
す
が
、
：
私
た
ち
は
、
社
会
主
義
と
の
関
連
に
つ
い
て
は

「
幅
広
く
」
と
ら
え
ろ
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
の

よ
う
に
換
全
水
の
創
立
に
つ
い
て
は
共
産
党
が
中
心
的
役
割
を
果
た

し
た
と
い
う
よ
う
な
説
は
取
り
ま
せ
ん
。
「
社
会
主
義
だ
け
が
首
尾

一
貫
し
て
水
平
社
を
支
持
し
た
」
（
鈴
木
）
と
い
う
よ
う
な
観
点
は

取
ら
な
い
立
場
で
す
。
社
会
主
義
以
外
の
民
主
主
義
者
、
場
合
に
よ

っ
て
は
自
由
主
義
者
も
賛
成
・
援
助
し
て
い
た
場
合
も
あ
り
、
社
会

民
主
主
義
者
も
支
持
ｐ
応
援
を
し
て
い
ま
し
た
。

「
首
尾
一
貫
」
と
い
う
こ
と
で
は
、
共
産
党
は
首
尾
一
貫
せ
ず
、

全
水
の
方
針
に
よ
っ
て
は
反
対
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も

事
実
に
反
し
ま
す
。
首
尾
一
貫
し
て
い
た
こ
と
は
、
最
初
か
ら
最
後

ま
で
「
全
水
解
消
論
」
的
立
場
を
と
っ
た
こ
と
で
す
。

一
般
的
に
社
会
民
主
主
義
者
・
自
由
主
義
者
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
『
全
水
左
派
を
首
尾
一
貫
し
て
支
持
で
き
な
い
の
は
当
然
で
す
。

な
ぜ
な
ら
へ
非
合
法
派
に
な
り
ま
す
か
ら
、
首
尾
一
貫
し
て
支
持
す

れ
ば
一
緒
に
検
挙
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
非
合
法
派
に
な
っ
て
も
つ

い
て
来
い
と
言
わ
れ
て
、
非
合
法
派
に
な
る
な
ら
も
う
や
め
だ
と
言

え
ば
、
裏
切
っ
た
行
為
だ
と
い
う
の
で
は
、
人
の
意
見
の
押
し
付
け

で
す
。
共
産
党
の
主
張
し
た
の
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
が
、
と
り
わ

け
部
落
解
放
運
動
の
場
合
、
こ
れ
で
は
困
る
の
で
す
。
部
落
解
放
運

動
と
い
う
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
の
参
加
・
賛
成
が
な
い
と

解
決
は
あ
り
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
立
場
か
ら
の
叙
述
が

や
は
り
基
本
で
、
こ
の
こ
と
が
渡
部
理
論
の
核
心
だ
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
全
農
全
会
派
・
本
部
派
と
、
全
水
の
解
消
派
・
非
解
消
派

の
関
係
は
地
方
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
、
こ
れ
は
一
言
で
は
と
て
も

い
え
ま
せ
ん
。
党
的
立
場
の
人
も
認
め
る
よ
う
に
、
「
解
消
論
」
で

は
運
動
は
縮
小
し
た
の
で
す
か
ら
、
も
っ
と
全
農
。
全
水
と
も
明
確

に
そ
の
失
敗
を
叙
述
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
「
人
民
融
和
論
」
以
降
の
全
水
に
「
漸
進
的
革
命
の

理
論
」
（
部
落
委
員
会
活
動
論
）
が
縮
小
・
減
退
し
て
い
く
の
を
ど


