
〔書
　
評
〕

「土
着
と
他
所
者
の
あ
い
だ
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
足
立
芳
宏
氏

の
近
著

『近
代
ド
イ
ツ
の
農
村
社
会
と
農
業
労
働
者
』
は
、
序
章
と

終
章
を
周
到
に
配
し
つ
つ
、
そ
の
本
論
は
、
全
五
章
か
ら
成
る
二
部

構
成
の
大
著
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
書
の
章
立
て
を
示
し
て
お
こ
う
。

序
章
　
課
題
と
視
角

第
Ｉ
部
　
第
二
帝
政
期
に
お
け
る
農
村
社
会
と
農
業
労
働
者

第

一
章
　
北
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
農
―
農
業
奉
公
人

第
二
章
　
北
西
ド
イ
ツ
農
村
に
お
け
る

「土
着
」
と

「他
所
者
」

第
二
章
　
近
代
ド
イ
ツ
農
村
と
外
国
人
季
節
労
働
者

第
Ⅱ
部
　
ワ
イ
マ
ー
ル
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
村
社
会
と
農
業

労
働
者

足
立
芳
宏
著

『近
代
ド
イ
ツ
の
農
村
社
会
と
農
業
労
働
者
―
―
全
着
〉
と
〈他
所
者
〉
の
あ
い
ギ
ー
己

加
　
藤
　
一房
　
雄

第
四
章
　
北
西
ド
イ
ツ
の
農
業
労
働
者
と
農
村
ナ
チ
ズ
ム
形
成

第
五
章
　
後
期
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
グ
ー
ツ
の
世
界

終
章

書
評
と
し
て
は
、
す
で
に
、
古
内
博
行

・
柴
田
英
樹
両
氏
に
よ
る

も
の
が
、
『土
地
制
度
史
学
』
第

一
六
四
号
と

『社
会
経
済
史
学
』

第
六
五
巻
第

一
号
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
両
者
両
様
の

簡
潔
な
内
容
紹
介
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て

は
、
紙
数
の
制
約
も
あ
り
、
梗
概
の
解
説
に
つ
い
て
は
上
記
の
二
書

評
に
こ
れ
を
委
ね
、
ま
た
、
先
の
評
者
が
示
す
問
題
点
と
の
重
複
を

避
け
な
が
ら
、
評
者
自
身
の
観
点
か
ら
す
る
評
価
と
批
判
の
両
論
点

を
、
で
き
る
だ
け
率
直
に
書
き
記
す
こ
と
に
よ
り
、
責
め
を
ふ
さ
ぐ
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こ
と
と
し

た

い
。

Ｉ
　

評

　

　

価

本
書
は
、　
一
口
で
言
う
と
、
片
や
で
の
ド
イ
ツ
農
村
社
会
史
、
そ

し
て
、
他
方
に
お
け
る
ド
イ
ツ

・
ナ
チ
ズ
ム
論
の
双
方
に
関
す
る
斬

新
な
力
編
で
あ
る
。
い
ま
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
絞

っ

て
、
日
本
で
の
研
究
史
を
概
観
す
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ

う
か
。
さ
て
、
第

一
の
ド
イ
ツ
農
業
史
に
つ
い
て
、
評
者
は
か
つ

て
、
以
下
の
問
題
提
起
を
行

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
な
お

記
憶
に
新
し
い
あ
の
歴
史
的
な
ド
イ
ツ
再
統

一
と
時
あ
た
か
も
相
前

後
し
て
上
梓
さ
れ
た

一
九
九
〇
年
刊
の
二
著
、
―
―
拙
著
の
引
き
合

い
は
い
さ
さ
か
お
こ
が
ま
し
く
は
あ
る
が
―
―
、
加
藤
房
雄
の

『ド

イ
ツ
世
襲
財
産
と
帝
国
主
義
』
そ
し
て
松
尾
展
成
氏
に
よ
る

『ザ
ク

セ
ン
農
民
解
放
史
研
究
序
論
』
さ
ら
に
、
こ
れ
に
加
え
て
、
佐
藤
勝

則
氏
の

『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
農
民
解
放
史
研
究
』
貧

九
九
二
年
刊
）
の

三
著
を
も

っ
て
、
「創
造
の
新
局
面
」
と
も
呼

べ
る
、
ド
イ
ツ
語

圏

・
ア
グ
ラ
ー
ル
ゲ
シ
ヒ
テ

（＞
∞
『“
“
ｏ∽３
い多
”Ｃ

研
究
の
新
た
な

隆
盛
の
時
期
を
迎
え
た
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
」
。
大
方

の
ご
判
断
に
委
ね
る
ほ
か
な
い
こ
の
点
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
ひ
と

ま
ず
措
く
と
し
て
、
そ
の
時
以
降
、
ド
イ
ツ
農
業
史

・
農
村
社
会
史

に
な
ん
ら
か
の
形
で
密
接
に
関
わ
る
諸
研
究
が
、
順
不
同
で
列
挙
す

る
と
、
飯
田
収
治

・
金
子
邦
子

・
田
中
優

・
山
崎
彰

・
飯
田
恭

・
平

井
進
氏
ら
に
よ
っ
て
次
々
と
進
め
ら
れ
、
先
の
隆
盛
に
力
強
く
続
い

て
い
る
と
は
言
う
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
、
今
日
の
と
こ
ろ
ま
だ
、
ま

と
め
ら
れ
た

一
書
の
体
裁
を
成
す
学
界
の
共
有
財
産
と
な
る
ま
で
に

は
至

っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
、
足
立
氏
の
近
著
は
、
久
久
の
快
挙

と
言

っ
て
よ
い
。
ベ
ル
リ
ン
エ
科
大
学

の
Ｈ

。
ラ
イ
フ

貧
ｏ】Ｒ

”
ｏ
一じ

教
授
が
憂
慮
し
て
や
ま
ぬ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ド
イ
ツ
の
現
場
で

の
農
村
社
会
史
研
究

「弱
体
化
」
の
近
況
を
知
る
に
つ
け
、　
一
人
の

コ
レ
ー
ゲ
と
し
て
、
わ
た
く
し
は
、
日
本
語
で
の
こ
の
好
書
の
出
版

を
見
、
同
慶
の
念
に
た
え
な
い
。

次
に
、
ド
イ
ツ
近
代
史
の
研
究
に
と
っ
て

「基
軸
的
」
（足
立
著
、

四
ペ
ー
ジ
。
以
下
、
引
用
は
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
す
）
な
意
義
を
持

つ
、

そ
の

「中
心
軸
」
公
〓

五
ペ
ー
ジ
）
た
る
ナ
チ
ズ
ム
論
の
動
向
に
視

点
を
移
す
と
、
そ
の
主
要
な
著
作
を
示
す
だ
け
で
も
、
原
田
薄

・
野

田
宣
雄

。
中
村
幹
雄

・
宮
田
光
雄

・
豊
永
泰
子
の
諸
氏
、
さ
ら
に

は
、
栗
原
優

。
永
琴
三
千
輝

・
田
村
栄
子

・
小
野
清
美

・
西
牟
田
祐

二
氏
ら
の
近
作
が
そ
ろ
い
、
文
字
ど
お
り
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

評
者
に
は
、
「
ナ
チ
化
に
関
す
る
十
分
に
納
得
で
き
る
解
釈
は
な
お

得
ら
れ
て
い
な
い
」
と
断
じ
た
豊
永
泰
子
氏
の
か
つ
て
の
評
言
が
、



い
ま
な
お
、
強
く
胸
に
迫
る
と
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る

が
、
と
も
あ
れ
、
足
立
氏
の
書
物
は
、
こ
う
し
た
言
わ
ば
百
家
争
鳴

の
研
究
状
況
に
、
新
た
な

一
石
を
投
じ
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「農
業
労
働
者
の
社
会
史
の
深
み
」
三

二
ペ
ー
ジ
）
か
ら
の
該
問
題

へ
の
接
近
を
試
み
た
本
書
に
よ
っ
て
、
ナ
チ
ズ
ム
論
に
は
、
有
力
な

最
新
成
果
の
一
つ
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

で
は
、
学
界
に
投
じ
ら
れ
た
こ
の

一
石
の
斬
新
な
と
こ
ろ
は
、

い
っ
た
い
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
は
、
さ

し
あ
た
り
以
下
の
三
点
に
、
そ
れ
を
見
て
取
り
た
い
。
第

一
は
、
着

眼
点
で
あ
る
。
「社
会
史
的
な
問
題
意
識
」
Ｔ
天

―
ジ
）
に
立

つ
本

書
は
、
「従
来
の
農
民
層
の
経
済
的

。
政
治
的
行
動
の
み
に
焦
点
を

合
わ
せ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
」
含
一四
八
ペ
ー
ジ
）
と
は
厳
密
に

一
線
を
画

し
た

「農
業
労
働
者
の
社
会
史
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
主
要
な
問

題
関
心
は
、　
一
つ
に
は
、
「近
代
市
民
社
会

へ
の
不
適
合
を
通
じ
て

そ
こ
か
ら
疎
外
さ
れ
た
、
単
独
で
放
浪
す
る
農
業
移
動
労
働
者
と
し

て
の
モ
ナ
ー
ヘ
ン
」
貧

〇

一
ペ
ー
ジ
）
へ
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
コ
路
上
の
君
主
た
ち
』
を
自
称
す
る
放
浪
者
的
な
労
働
者
た

ち
」
（四
七
ペ
ー
ジ
）
で
あ

っ
た
か
れ
ら
は
、
「農
村
の
ル
ン
プ

ロ
的

労
働
者
」
含
一一壬
天

―
ジ
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
コ
外
国

人
労
働
者
』
と
い
う
新
し
い
労
働
カ
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
盆

三
八
ペ
ー

ジ
）
に
、
二
つ
目
の
力
点
が
置
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
コ
家
父
長
制
の

空
白
に
埋
め
込
ま
れ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
奉
公
人
』
と
し
て
で
は
な

く

『季
節
労
働
者
集
団
と
し
て
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
』
と
し
て
は
じ
め

て
安
定
的
に
成
立
し
た
」
貧

四
六
ペ
ー
ジ
）。
こ
こ
で
は
、
農
民
層

の

コ
分
解
論
』
的
視
座
」
（四
ペ
ー
ジ
）
が
斥
け
ら
れ
る
と
と
も

に
、
ズ
広
義
の
）
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
（同
）
問
題

へ
の
日
配
り
を
利
か

せ
た
上
で
、
若
尾
祐
司

。
肥
前
栄

一
氏
ら
に
よ
る
農
村
下
層
民
研
究

と
の
接
続
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
意
欲
的
な
問
題
意
識
の
斬
新
さ
が
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
本
著
は
、
素
朴
実
証
主
義
的
な
単
な
る
事

実
集
積
の
著
作
で
は
い
さ
さ
か
も
な
く
、
「ド
イ
ッ
農
業
論
の
戦
後

歴
史
学
的
理
解
」
含
一五
ペ
ー
ジ
）
へ
の
批
判
書
、
い
や
、
よ
り
端
的

に
言

っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
敢
然
た
る
挑
戦
の
書
で
あ
る
。
氏
は
、

「私
が
こ
こ
で
提
起
し
た
い
の
は
、
こ
の
時
期
の
農
業
労
働
者
問
題

の
あ
り
よ
う
を
、
『分
解
論
』
Ｆ
一分
割
制
論
』
『単

一
の
農
業
労
働

者
階
級
の
形
成
』
論
を
軸
に
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
新
た
に
こ
れ
を

農
村
の

『広
義
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
』
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
し
、
そ

の
具
体
化
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
議

論
に
漂
う
停
滞
感
を
払
拭
し
、
あ
る
い
は
従
来
の
議
論
が
陥

っ
て
い

た
袋
小
路
を
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
」
貧

五



ペ
ー
ジ
）
と
言

い
切
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
氏

は
、
「本
書

の

テ
ー
マ
は
農
業
労
働
者
で
あ

っ
て
土
地
所
有
論
で
は
な
い
」
Ｔ
〓

ペ
ー
ジ
）
と
し
、
コ
資
本
主
義
論
』
を
越
え
て
問
題
を

『近
代
社
会

論
』
と
し
て
論
じ
た
い
」
含
一九
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
る
と
同
時
に
、
こ

と

「居
つ
き
工
業
化
」
（九
四
ペ
ー
ジ
）
の
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

こ
れ
を

「帝
国
主
義
の
問
題
と
し
て
扱
う
立
場
」
貧

一
〓
一ペ
ー
ジ
）

に
も
立
と
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
著
者
の
意
欲
は
ま
こ
と
に
旺

盛
か
つ
斬
新
で
あ
り
、
そ
の
こ
こ
ろ
ざ
し
は
あ
く
ま
で
も
高
い
。

第
三
に
、
特
筆
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
は
、
や
は
り
、
実
証
で
あ

る
。
そ
の
厚
み
を
知
る
に
は
、
文
献
渉
猟
の
跡
を
示
す
巻
末
の
参
考

文
献
を

一
瞥
す
る
だ
け
で
、
こ
と
足
り
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
評
者
の

印
象
に
と
り
わ
け
強
く
残

っ
た
二
つ
の
重
要
史
料
に
基
づ
く
分
析
を

紹
介
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
さ
て
、
三
史
料
と
は
、
第

一

に
、
農
業
労
働
者

”

”
多
ｇ
ヨ

（
一
八
六
七
―

一
九
〇
九
年
）
の
自

叙
伝
、
第
二
に
、
”

〇
“
丼
５
８
Ｆ

の
研
究
書

（
一
九
〇
七
年
刊
）、

そ
し
て
第
二
に
、
日
〓
ｏ
Ｂ
∽８

家
所
有
の
賃
金
帳
と
家
計
簿
の
こ
と

な
の
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
読
者
は
試
み
に
、
五
四
―
五
五

ペ
ー
ジ
を
見
ら
れ
た
い
。
そ
こ
で
氏
は
、
あ
の
自
叙
伝
の
精
読
を
踏

ま
え
つ
つ
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方
に
存
し
た
、
と
あ
る
大
農
家
族

の

一
九
〇
〇
年
頃
の
ス
ナ
ッ
プ
を
か
か
げ
て
、
「奉
公
人
と
農
民
家

族
の
社
会
的
距
離
感
が
、
こ
の
写
真
に
は
彼
ら
の
空
間
的
距
離
間
と

し
て
見
事
に
可
視
化
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
説
得
的
な
叙

述
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
グ
ー
ト
ク
ネ
ヒ
ト
の
基
礎
資
料
を
検
討
し
た

詳
細
な
表

（
一
五
三
―

一
五
六
ペ
ー
ジ
）
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
期
に

お
け
る
ザ
ク
セ
ン
・
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
地
方
の
労
働
力
構
成
の
実
態
を

伝
え
て
あ
ま
り
あ
り
、
ま
た
、　
一
九
二
八
―
三
二

・
三
八
年
間
の
ト

ム
ゼ
ン
家
に
関
す
る
原
史
料
の
分
析

（二
一
九
―
三
二
一
ペ
ー
ジ
と
二

二
九
ペ
ー
ジ
）
も
、
実
に
丹
念
で
あ
る
。
こ
う
し
た
厳
密
な
基
礎
作

業
が
、
本
書
の
堅
実
な
実
証
成
果
を
支
え
て
い
る
。
わ
た
く
し
に

と
っ
て
は
、
こ
の
高
い
実
証
水
準
が
、
最
も
感
銘
深
い
も
の
で
あ

っ

た
。
本
著
最
大
の
長
所
と
し
て
特
筆
し
て
お
き
た
い
。

Ⅱ
　

批
　
　
　
判

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
着
眼
点
も
問
題
意
識
も
、
そ
し
て
実
証

の
面
に
お
い
て
ま
で
、
斬
新
な
と
こ
ろ
が
三
拍
子
そ
ろ
っ
た
立
派
な

作
品
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
足
立
氏
の
こ
の
た
び
の
快
挙
に
対
し

て
、
心
か
ら
の
讃
辞
を
惜
し
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
、
む
し
ろ
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
同
時
に
他

方
に
お
い
て
、
い
さ
さ
か
手
厳
し
く
も
あ
ろ
う
批
判
的
言
説
を
開
陳

す
る
こ
と
も
ま
た
、
評
者
に
課
さ
れ
た
避
け
て
通
れ
ぬ
責
務
の

一
つ
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で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
、
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
、
著
者
と
読
者

に
、
評
者
の
単
刀
直
入
な
物
言
い
へ
の
ご
寛
恕
を
お
願
い
し
て
お
き

た
い
。

さ
て
、
端
的
に
言

っ
て
、
課
題
の
大
き
さ
と
得
ら
れ
た
結
論
の
あ

る
種
の
あ
や
ふ
や
さ
と
の
乖
離
が
、
気
に
な
る

一
点
で
あ
る
。　
一
般

論
に
す
ぎ
ぬ
と
は
言
え
、
こ
こ
ろ
ざ
し
の
一局
さ
は
、
た
と
え
そ
れ
が

ど
の
よ
う
に
高
く
と
も
、
そ
れ
だ
け
で
た
だ
ち
に
、
成
果
の
豊
か
さ

を
保
証
す
る
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
、
と
い
う
巷
間
往
往
に
し
て

見
受
け
ら
れ
る
世
の
習
い
は
、
こ
の
意
気
軒
高
の
作
者
に
と
っ
て

も
、
決
し
て
例
外
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
の

一
大
テ
ー
マ
た
る

「農
村
の
ナ
チ
化
」
に
つ
い
て
、
「
そ
の
論
理
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
」
全
〓
天

―
ジ
）
は
、
著
者
自
身
が
序
章

で
設
定
し
た
固
有
の
課
題
の

一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
Ⅱ
部
第
五

章
の

「
お
わ
り
に
」
に
お
い
て
、
著
者
は
、
「グ
ー
ツ
地
域
の
ナ
チ

化
の
直
接
の
過
程
に
つ
い
て
の
分
析
を
行

っ
た
も
の
で
は
な
い
」

（二
九
五
ペ
ー
ジ
）
と
述

べ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
あ
え
て
言
う
な

ら
、
こ
こ
で
の
結
論
は
、
著
者
自
ら
認
め
る

「文
脈
の
存
在
の
予

感
」
（三
〇
五
ペ
ー
ジ
）
に
な
お
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
な
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
自
身
で
設
定
し
た
課
題
の
大
き
さ
に
比
し
、
得
ら
れ
た
結
論

に
、
少
し
く
抽
象
的
で
あ
や
ふ
や
な
と
こ
ろ
が
残
る
と
言

っ
て
は
、

は
た
し
て
不
当
か
つ
言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
と
関
わ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
以
下
の
三
つ

ほ
ど
の
問
題
性
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
第

一
は
、　
一
九
二
九
年
二
月

に
起
き
た
、
共
産
党
グ
ル
ー
プ
と
ナ
チ
党
員
と
の
衝
突
事
件
に
関
す

る
分
析
中
に
、
次
の
記
述
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
奉
公
人
の
二
類
型
に
こ
れ

を
仮
説
的
に
対
応
さ
せ
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
土
着
の
生
家
と
の

絆
の
な
か
に
あ
る
奉
公
人
層
た
ち

（少
数
を
）
ナ
チ
ス
の
側
に
、
単

独
者
で
流
動
性
の
高
い
奉
公
人
層

（多
数
）
は
む
し
ろ
モ
ナ
ー
ヘ
ン

や
共
産
党
側
に
、
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
」
含
一四
七
ペ
ー
ジ
、
傍
点

評
者
）、
と
。
仮
説
的
と
す
る
断
り
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
で
は
、

実
証
的
根
拠
の
な
い
単
な
る
推
量
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
と
の

そ
し
り
を
免
れ
え
ぬ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
期
の
ザ
ク
セ
ン
に
お
け
る
労
働
力
構
成

を
分
析
し
た
記
述
に
も
、
に
わ
か
に
首
肯
し
が
た
い
箇
所
が
散
見
さ

れ
る
。

三
全

一―

一
六
三
ペ
ー
ジ
を
見
ら
れ
た

い
。
著
者

は
、

コ
脱
穀
歩
合
制
』
の
解
体
は
、
…
…
村
落
定
住
労
働
者
の
脱
農
業

一雇
用
化
＝
長
期
的
に
は
存
村
農
外
労
働
者
化

（通
勤
労
働
者
化
）
に

帰
結
し
て
い
く
」
、
ま
た

「グ
ー
ツ
の
農
業
雇
用
か
ら
分
離
し
た
村

落
定
住
の
男
た
ち
は
、
ザ
ク
セ
ン
地
域
で
は
在
地
の
ま
ま
で
の
通
勤



労
働
者
化
、
い
わ
ゆ
る
ペ
ン
ド
ラ
ー
化
に
帰
結
し
て
い
く
」
（傍
点

評
者
）
と
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
重
要
な
結
論
を
論
証
す
る
、

い
や
、
論
証
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
類
推
さ

せ
る
に
足
る
客
観
的
な
根
拠
は
、
な
に

一
つ
示
さ
れ
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、
そ
れ
自
体
す
ぐ
れ
て
興
味
深
い
ペ
ン
ド
ラ
ー
化
に
つ
い
て
、

そ
の
帰
結
は
論
断
さ
れ
て
も
、
そ
の
論
証
は
な
い
、
と
言
う
ほ
か
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
の
実
証
に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

に
、
言
わ
ば
粗
密
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
見
受
け
ら
れ
、
わ
た
く
し
が

先
に
指
摘
し
た
香
り
高
い
実
証
性
が
、
全
編
を
貫
く
も
の
と
は
必
ず

し
も
な
り
え
て
い
な
い
点
が
、
強
く
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ

２つ
。総

じ
て
、
著
者
は

「本
書
の
核
」
會
一四
二
ペ
ー
ジ
）
を
後
編
第
四

章
に
置
く
の
で
あ
る
が
、
約

一
八
〇
ペ
ー
ジ
の
厚
み
を
持
つ
前
半
部

分
に
比
べ
た
、
第
Π
部
約

一
〇
〇
ペ
ー
ジ
の
軽
さ
も
気
に
な
る
と
こ

ろ
で
は
あ
る
。
む
し
ろ
、
第
二
帝
政
期
を
論
じ
た
第
Ｉ
部
こ
そ
が
、

「本
書
の
核
」
な
い
し
は
自
眉
を
成
す
と
の
思
い
を
禁
じ
え
な
か
っ

た
の
は
、
は
た
し
て
評
者

一
人
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

第
三
に
、
足
立
氏
は
、
旧
東
独
時
代
か
ら
の
代
表
的
農
業
史
家
の

人
で
あ
る
国
・‐〓

ミ
ュ
ラ
ー
の
季
節
労
働
者
に
関
す
る

一
九
九

年
の

一
論
に
触
れ
、
そ
れ
は
、
ズ
農
業
集
約
化

・
資
本
主
義
化
＝

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
＝
搾
取
さ
れ
る
低
賃
金
労
働
力
＝

『外
国
人
奴
隷

制
し

と
い
う
定
式
で
示
さ
れ
る
よ
う
な

『資
本
主
義
』
告
発
型
の

枠
組
み
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
う
し
た

「接
近
の
仕
方
に
お
い
て

は
、
外
国
人
農
業
労
働
者
は
近
代
農
村
社
会
史
の
問
題
と
し
て
ど
う

論
じ
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
ま
り
に
希
薄
で
あ
る
」

（
一
四
六
ペ
ー
ジ
）
と
厳
し
く
論
難
す
る
。
だ
が
、
い
や
し
く
も
先

行
研
究
に

「方
法
的
反
省
」
含
一〇
二
ペ
ー
ジ
）
を
求
め
る
高
い
立
場

に
自
ら
進
ん
で
立
と
う
と
す
る
以
上
、
論
考

一
本
の
み
の
検
討
で
、

先
行
者
の
研
究
を
総
括
し
て
は
な
ら
ず
、
で
き
う
る
か
ぎ
り
そ
の
総

体
に
迫
る
努
力
が
惜
し
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
甲
‐

■

ミ
ュ
ラ
ー
の
研
究
史
上
の
意
義
に
し
て
か
ら
が
、
そ
れ
に
は
、

季
節
労
働
者
問
題
に
関
す
る
こ
こ
で
の
足
立
説
と
は
違
う
、
全
く
別

の
高
い
評
価
も
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
は
、
つ
と
に
、
わ

た
く
し
の
か
つ
て
の
小
論
が
示
し
た
と
お
り
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、　
一
四
六
ペ
ー
ジ
と
二
〇
二
ペ
ー
ジ
で
展
開
さ
れ
た
農
業
季
節
労

働
者
の
問
題
に
即
す
る
か
ぎ
り
、
著
者
の
研
究
史
整
理
の
仕
方
は
、

必
ず
し
も
緻
密
な
も
の
で
は
な
く
、
「方
法
的
反
省
が
な
お
不
十
分

で
あ
る
」
と
す
る
批
判
的
言
辞
も
、
研
究
史
に
対
す
る
な
に
か
し
ら

高
圧
的
あ
る
い
は
高
踏
的
な
に
お
い
が
漂
う
感
を
い
な
め
な
い
の
で

あ
る
。



さ
ら
に
、
氏
は
、
こ
こ
で
、
「本
章
の
主
要
な
課
題
は
、
国
家
の

外
国
人
政
策
史
や
告
発
す
べ
き
資
本
主
義
の
歴
史
で
は
な
く
、
こ
の

新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の

『外
国
人
農
業
労
働
者
』
の
社
会
的

形
成
の
過
程
そ
れ
自
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（傍
点
評

者
）
と
ま
で
言
う
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、
い
や
、
そ
う
で
は
な

い
、
と
あ
え
て
異
を
唱
え
る
蛮
勇
を
自
ら
に
課
そ
う
。
す
な
わ
ち
、

コ
外
国
人
農
業
労
働
者
』
の
社
会
的
形
成
の
過
程
そ
れ
自
体
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
」
そ
の
も
の
が
、
告
発
す
べ
き
か
否
か
の

「主
観

主
義
的
行
為
」
（Ｊ

・
コ
ッ
カ
）
は
論
外
と
し
て
、
ド
イ
ツ

「資
本
主

義
の
歴
史
」
叙
述
と
ド
イ
ツ
経
済
史
研
究
そ
れ
自
体
の
い
っ
そ
う
の

豊
富
化
と
精
緻
化
に
貢
献
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で

の
氏
の
議
論
の
前
半
と
後
半
と
は
、
な
ん
ら
背
馳
す
る
も
の
で
は
あ

り
え
な
い
、
と
思
わ
れ
て
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う

か
。と

も
あ
れ
、
Ｊ

・
コ
ッ
カ
が
力
説
し
た
と
お
り
、
あ
の

「
日
常

史
」
が
、
「過
去
を
、
圧
倒
的
な
経
済
的
強
制
の
作
用
や
、
か
の
名

高
い
客
観
的
諸
条
件
か
ら
の
み
説
明
し
よ
う
と
す
る
、
矮
小
化
さ
れ

た
マ
ル
ク
ス
主
義
理
解
に
対
す
る
拒
絶
」
を
も
含
ん
で
い
た
こ
と
は

事
実
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
足
立
氏
の
方
法
的
立
場
と

「
日
常
史
」

の
そ
れ
と
が
、
あ
る
種
の
親
近
性
で
結
ば
れ
る
こ
と
も
よ
く
理
解
で

き
る
。
だ
が
、
わ
た
く
し
に
は
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ

「資
本
主
義
の

歴
史
」
だ
と
い
け
な
い
の
か
、
ま
た
、
「資
本
主
義
論
」
を
越
え
た

「近
代
社
会
論
」
の
構
築
と
氏
は
説
く
の
だ
が
、
で
は
、
資
本
主
義

論
の
な
い
近
代
社
会
論
と
は
い
っ
た
い
な
に
か
、
理
解
に
苦
し
む
と

言
う
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
三
つ
目
の
論
点
と
も
関
わ
っ
て
、
本
書
を
読
み
進

む
に
つ
れ
て
沈
思
黙
考
を
促
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
以
下
の
事
柄

に
関
す
る
感
想
を
し
た
た
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
拙
評
の
結
び
に
か

え
た
い
。
そ
れ
は
、　
〓
一一一口
に
し
て
、
Ｆ
任
会
史
」
と
は
い
っ
た
い
な

に
か
と
い
う
素
朴
な
疑
間
で
あ
る
。
ま
ず
、
足
立
氏
の
言
う
と
こ
ろ

を
聞
こ
う
。
三
二
―
二
三
ペ
ー
ジ
を
見
ら
れ
た
い
。
「民
衆
文
化
論
」

を
目
指
す

「社
会
史
」
研
究
の
と
る
べ
き
態
度
は
、
「農
業
労
働
者

の
社
会
史
」
の
場
合
、
「な
に
よ
り
も
農
業
労
働
者
の
日
常
的
な
生

活
世
界
の
あ
り
よ
う
と
そ
の
変
容
を
こ
そ
問
題
に
す
る
視
角
」
を
持

た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「理
念
」
な
い
し

「
『イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
扱

い
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を

「
日
常
史
的
な
文
脈
で
い
か
に
理
解
す

る
か
」
が
、
常

に
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

（傍
点
評

者
）。
し
た
が
っ
て
、
単
純
化
の
嫌
い
を
意
に
介
さ
ず
、
有
り
体
に

言
う
と
、
足
立
氏
の
場
合
、
「社
会
史
」
と
は

「日
常
史
」
に
ほ
か

な
ら
ぬ
と
言
え
よ
う
。
「農
村
の
日
常
空
間
」
宝

一
五
ペ
ー
ジ
）
を

2′ ○



重
視
す
る
こ
う
し
た

「
日
常
史
」
的
視
角
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
興

味
深
く
、
事
実
、
Ｆ

・
レ
ー
バ
イ
ン
の
自
叙
伝
分
析
が
如
実
に
示
し

た
と
お
り
、
歴
史
研
究
に
と

っ
て
禅
益
す
る
と
こ
ろ
も
さ
だ
め
し
大

な
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
別
の
事
柄
は
、

「
日
常
史
」
か
ら
の
挑
戦
を
真
摯
に
受
け
止
め
た

「構
造
史
家
」
。

「社
会
史
家
」
Ｊ

・
コ
ッ
カ
の
誠
実
な
思
索
で
あ
る
。
コ
ッ
カ
は
言

う
。
「
一
方
に
お
け
る
構
造
と
過
程
、
他
方
に
お
け
る
行
為
と
経
験

―
―
こ
の
両
者
の
連
関
を
、
屈
折
と
不

一
致
と
の
歴
史
的
に
変
化
し

う
る
関
係
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
、
こ
う
し
た
連
関

を
否
定
し
た
り
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
」
。

そ
し
て
、
「経
験
と
構
造
と
の
結
合
は
、
構
造
―
過
程
史
の
方
か
ら

む
し
ろ
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
、
と
。
し
た
が

っ
て
、　
一
方
の
論
者

が
、
「社
会
史
」
を
基
本
的
に

「
日
常
史
」
に
還
元
す
る
態
度
を
示

す
の
に
対
し
て
、
も
う
片
方

の
コ
ッ
カ
の
場
合
、
「
日
常
史
」
の
挑

戦
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
た
上
で
、
こ
の

「
日
常
史
」
と

「構
造

史
」
と
の
結
合
を
、
む
し
ろ

「構
造
史
」
の
側
か
ら
積
極
的
に
押
し

進
め
る

一
筋
の
道
に
、
「社
会
史
」
研
究
の
活
路
を
見
い
だ
そ
う
と

す
る
姿
勢
が
際
立
つ
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
研
究
の
方
法
論
問
題

に
直
結
す
る
両
者
い
ず
れ
の
立
場
な
い
し
は

「方
法
的
反
省
」
が
、

よ
り
稔
り
豊
か
な
の
か
。
難
し
い
問
題
で
あ
り
、
評
者
に
は
、
に
わ

か
に
即
断
で
き
な
い
。
わ
た
く
し
は
、
こ
こ
で
は
、
た
だ
、
足
立
氏

が
研
究
史
に
厳
し
く
突
き
付
け
た

「方
法
的
反
省
」
は
、
ま
さ
に
、

評
者
自
身
に
と

っ
て
も
謙
虚
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
重
い
課

題
の

一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
事
実
を
認
め
、
こ
の
重
大
な
問
題
の
提

起
を
受
け
た
こ
と
に
感
謝
し
つ
つ
、
著
者
と
の
対
話
が
、
今
後
よ
り

い
っ
そ
う
深
め
ら
れ
、
拡
げ
ら
れ
る
よ
う
願

っ
て
、
筆
を
欄
く
こ
と

に
し
た
い
。

（１
）

佐
藤
勝
則

『オ
ー
ス
ト
リ
ア
農
民
解
放
史
研
究
―
―
東
中
欧
地

域
社
会
史
研
究
序
説
―
―
』
（多
賀
出
版
、　
一
九
九
二
年
）
に
対

す
る
拙
評

（『歴
史
』
第
八
〇
輯
所
載
、　
一
九
九
二
年
）
参
照
。

（２
）

ハ
イ
ン
ツ
・
ラ
イ
フ
著
、
拙
訳

「東
エ
ル
ベ
農
村
社
会
史
論
」

の
訳
者
あ
と
が
き
、
『広
島
大
学
経
済
論
叢
』
第
二
一
巻
第
二
号
、

一
九
九
八
年
、
七
六
ペ
ー
ジ
。

（３
）

『社
会
経
済
史
学
』
第
五
四
巻
第
四
号
、　
一
九
八
八
年
、　
〓
二

四
ペ
ー
ジ
。

（４
）

拙
稿

「旧
東
独
に
お
け
る
農
業
史
研
究
の
最
新
成
果
と
そ
の
意

義
―
―
批
判
的
継
承
の
た
め
に
―
―
」
翁
土
地
制
度
史
学
』
第

一

三
八
号
所
収
、　
一
九
九
二
年
）
参
照
。

（５
）

ユ
ル
ゲ
ン
・
コ
ッ
カ
著
、
肥
前
栄

一
。
杉
原
達
訳

『歴
史
と
啓

蒙
』
（未
来
社
、　
一
九
九
四
年
）
五
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

（６
）

同
上
、
五
〇
ペ
ー
ジ
。

2′ ′



（７
）

同
上
、
五
九
、
六
二
ペ
ー
ジ
。

足
立
芳
宏
著

『近
代
ド
イ
ツ
の
農
村
社
会

と
農
業
労
働
者
―
―

〈
土

着
〉
と

〈
他
所
者
〉
の
あ
い
だ
―
―
』
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

一
九
九
七
年
刊
、
Ａ
５
判
、
Ⅷ
十
二
五
〇
頁
、
本
体
六
二

一
四
円

（か
と
う
　
ふ
さ
お

。
広
島
大
学
経
済
学
部
教
授
）
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