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事
変
下
の
〈
発
見
〉

日
支
事
変
勃
発
直
後
、
小
林
秀
雄
は
、
事
変
を
題
材
と
し
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
や

戦
記
文
学
に
つ
い
て
、
好
意
的
な
批
評
を
、
さ
か
ん
に
執
筆
し
て
い
る
。
そ
の
中
で

も
、
と
く
に
言
及
が
多
い
の
は
、
昭
和
一
三
年
八
月
、『
改
造
』
に
発
表
さ
れ
た
、

火
野
葦
兵
の
『
麦
と
兵
隊
』
だ
ろ
う
。
小
林
は
「
事
変
以
来
、
幾
多
の
従
軍
記
が
現

は
れ
た
が
、
こ
の
従
軍
記
が
一
つ
づ
ば
抜
け
て
い
る
」、
と
、
絶
賛
し
て
い
るq

。

火
野
葦
平
は
昭
和
一
三
年
二
月
、『
糞
尿
譚
』
で
第
六
回
芥
川
賞
を
受
賞
す
る
が
、

受
賞
発
表
時
、
無
名
の
一
兵
士
と
し
て
上
海
に
い
た
。
そ
こ
で
、
賞
を
手
渡
す
た
め

に
文
藝
春
秋
社
か
ら
記
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
が
、
小
林
秀
雄
で
あ
る
。
火
野
は

『
麦
と
兵
隊
』
で
、
杭
州
で
の
小
林
と
の
邂
逅
を
「
私
は
、
ふ
と
上
海
で
、
小
林
秀

雄
君
が
来
た
時
、
戦
争
と
宗
教
と
戦
争
心
理
学
と
ま
ご
こ
ろ
と
の
話
を
し
た
こ
と
を

思
ひ
だ
し
た
」
と
、
回
想
し
て
い
る
。

一
方
、
二
人
の
邂
逅
の
際
、
と
く
に
小
林
の
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
火
野
の
言
う

「
戦
争
心
理
学
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
林
は
「
杭
州w

」
で
二
人
の
会
話
の
様

子
を
、「
杭
州
湾
の
敵
前
上
陸
で
」「
上
陸
地
点
を
示
す
信
号
燈
を
睨
ん
で
息
を
呑
ん

だ
そ
の
時
ま
で
は
、
恐
怖
の
心
に
舞
は
れ
た
が
、
そ
の
時
を
限
つ
て
戦
の
な
か
に
飛

び
込
ん
だ
時
後
は
、
恐
怖
と
い
ふ
も
の
は
一
切
覚
え
な
か
つ
た
。
今
か
ら
思
へ
ば
、

死
な
な
か
つ
た
の
が
不
思
議
な
様
な
眼
に
屡
々
会
つ
た
が
、
さ
う
い
ふ
場
合
で
も
ま

る
で
平
気
だ
つ
た
」、「
ま
あ
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
だ
が
の
と
、
彼
は
微
笑
し
た
」
と
、

回
想
し
て
い
る
。
宗
教
の
話
で
も
、
ま
ご
こ
ろ
の
話
で
も
な
く
、
戦
闘
直
前
ま
で
脳

裏
を
閉
め
て
い
た
恐
怖
心
が
、
戦
闘
が
開
始
さ
れ
る
と
雲
散
し
、
死
を
意
識
す
る
こ

と
が
無
く
な
る
、
そ
の
よ
う
な
、
火
野
が
語
っ
た
戦
場
心
理
に
、
小
林
は
関
心
を
示

し
て
い
る
。

小
林
が
「
死
を
覚
悟
し
た
孫

で
の
一
日
の
日
記
は
力
強
い
名
文
で
あ
る
」
と
、

と
く
に
高
く
評
価
す
るe

の
は
、『
麦
と
兵
隊
』
の
五
月
一
六
日
の
記
述
、
芥
川
賞
受

賞
後
、
陸
軍
報
道
部
員
と
し
て
前
線
を
見
て
回
る
火
野
が
遭
遇
し
た
孫

で
の
戦
闘

を
記
し
た
場
面
で
あ
る
。
当
初
は
報
道
部
員
と
し
て
観
戦
し
て
い
た
が
、
日
本
軍
の

苦
戦
を
眼
に
し
た
時
、
自
ら
も
戦
い
に
参
加
し
て
い
く
火
野
の
様
子
が
、
こ
こ
で
語

ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
私
は
、
突
撃
が
始
ま
つ
た
ら
私
に
続
い
て
突
撃
す
る

の
だ
と
、
兵
隊
に
云
つ
た
、
私
は
分
隊
長
の
や
う
な
気
持
に
な
つ
て
来
た
」、「
私
は

祖
国
と
い
ふ
言
葉
が
熱
い
も
の
の
や
う
に
胸
い
つ
ぱ
い
に
拡
が
つ
て
来
る
の
を
感
じ

た
。
突
撃
は
決
行
せ
ら
れ
ず
、
時
間
ば
か
り
流
れ
た
。
私
は
死
に
た
く
な
い
と
思
つ

た
」
と
い
う
言
葉
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
場
面
に
つ
い
て
小
林
は
、「
全
力
を
挙
げ
て
勇
敢
な
る
兵
隊
た
ら
ん
と
す
る

自
分
を
、
全
力
を
挙
げ
て
冷
静
に
観
察
せ
ん
と
す
る
も
う
一
つ
の
自
分
が
あ
る
。
そ

の
緊
迫
し
た
有
様
は
異
様
な
美
し
さ
を
以
て
読
者
に
迫
る
」
と
、
絶
賛
し
て
い
る
。

こ
こ
で
語
ら
れ
た
「
勇
敢
な
る
兵
隊
た
ら
ん
と
す
る
自
分
」
と
は
、
日
常
に
お
い
て

は
死
へ
の
恐
怖
に
支
配
さ
れ
て
い
た
火
野
が
、
目
の
前
で
国
籍
を
分
け
る
人
間
同
士

が
実
際
に
戦
闘
を
繰
り
広
げ
始
め
た
時
、「
祖
国
」
の
価
値
の
前
に
、
自
ら
の
命
を
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微
小
な
も
の
と
感
じ
始
め
る
姿
で
あ
る
。
戦
闘
状
態
と
い
う
生
命
の
危
機
状
態
に
あ

っ
て
、
作
品
に
描
か
れ
た
、
無
名
の
一
日
本
兵
と
し
て
の
火
野
は
、
死
を
恐
怖
し
自

ら
の
命
を
惜
し
む
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
死
を
受
け
容
れ
、
自
ら
の
生
命
を
無

価
値
な
も
の
に
感
じ
始
め
る
。「
戦
争
体
験
が
人
間
を
ど
の
様
に
鍛
錬
す
る
か
が
手

に
と
る
様
に
分
か
る
」
と
語
るr

小
林
に
と
っ
て
、
そ
の
姿
こ
そ
が
、
戦
争
体
験
が
鍛

錬
す
る
人
格
美
、
精
神
美
を
意
味
し
て
い
る
。
日
常
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
〈
私
〉

と
は
、「
死
に
た
く
な
い
」
と
感
じ
る
よ
う
な
個
人
的
欲
望
と
し
て
の
〈
私
〉
で
あ

る
。
し
か
し
、
戦
闘
中
、
無
我
夢
中
に
な
る
こ
と
で
、
も
う
一
人
の
〈
私
〉
が
、
自

分
の
感
情
と
行
動
を
支
配
し
始
め
る
。
そ
れ
は
欲
望
を
超
克
し
て
い
く
よ
う
な
、
祖

国
に
対
す
る
哀
惜
の
念
を
核
と
す
る
、
日
本
人
と
し
て
の
〈
私
〉
で
あ
っ
た
。

昭
和
一
四
年
七
月
、『
新
女
苑
』
に
発
表
さ
れ
た
「
事
變
と
文
學
」
で
、
小
林
は

日
支
事
変
に
つ
い
て
、「
事
変
は
、
日
本
国
民
を
見
舞
つ
た
危
機
で
は
な
い
。
寧
ろ

歓
迎
す
べ
き
試
練
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
小
林
の
論
点
は
、
あ
く
ま

で
、
日
支
事
変
が
同
時
代
の
日
本
の
文
化
状
況
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た

の
か
に
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
導
き
出
し
た
結
論
は
、
戦
争
そ
の
も
の
は
災
難
に
満

ち
た
も
の
だ
が
、
文
化
の
領
域
に
限
っ
て
言
え
ば
、
試
練
の
向
こ
う
側
に
歓
迎
す
べ

き
結
果
が
待
ち
受
け
て
い
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
小
林
の
言
う
「
事
変

の
新
し
さ
」
で
あ
る
が
、
小
林
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
こ
の
戦
争
を
き
っ
か
け
と
し
て
、

「
日
本
人
の
裡
に
あ
つ
た
美
点
や
弱
点
」
に
関
し
て
、
つ
ま
り
、
今
ま
で
気
づ
か
な

か
っ
た
よ
う
な
、
日
本
人
に
共
有
さ
れ
た
精
神
構
造
に
関
し
て
、
自
覚
的
に
な
っ
た
、

と
い
う
、
新
た
な
自
己
発
見
を
指
し
て
い
る
。『
麦
と
兵
隊
』
に
描
か
れ
た
戦
場
心

理
は
、
そ
の
好
例
で
あ
る
。

意
外
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
小
林
の
発
言
が
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
戦
争
観

の
間
接
的
引
用
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
事
変
勃
発
の
約
一
年
前
に
当
た
る
、
昭
和

一
一
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
生
活
」
九t

に
は
、
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
の
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
我
々
自
身
に
も
こ
の
戦
争
は
必
要
で
あ
る
。（
中
略
）
我
々
は
自
分
等
の
身

を
思
つ
て
奮
起
す
る
の
だ
。
救
い
の
な
い
腐
敗
と
窒
息
す
る
精
神
の
裡
に
坐
し

て
僕
等
が
喘
い
で
ゐ
る
、
こ
の
空
気
を
戦
争
は
清
め
て
く
れ
る
だ
ら
う
（
中
略
）

人
間
を
獣
に
し
て
残
酷
に
す
る
の
は
、
戦
争
で
は
な
く
寧
ろ
平
和
、
長
い
平
和

だ
。
長
い
平
和
は
常
に
残
酷
と
卑
怯
、
飽
く
事
を
知
ら
ぬ
利
己
主
義
を
生
む
。

就
中
、
知
識
の
停
滞
を
齎
す
事
甚
し
い
。
長
い
平
和
が
肥
や
す
も
の
は
投
機
師

だ
け
で
あ
る
」

（
一
八
七
七
年
、
四
月
「
作
家
の
日
記
」）

さ
ら
に
、
小
林
は
、
た
と
え
そ
れ
と
は
矛
盾
す
る
言
葉
を
別
の
箇
所
で
記
し
て
い

た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
戦
争
観
を
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
「
深
く
意
識
し
て
」

い
た
、
と
語
る
。

こ
こ
で
語
ら
れ
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
戦
争
観
と
は
、
一
言
で
言
っ
て
し
ま
え

ば
、
戦
争
が
も
た
ら
す
魂
の
浄
化
を
歓
迎
す
る
立
場
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

平
和
の
中
に
あ
る
時
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
が
個
人
的
利
益
の
み
を
追
求
し
始
め
、
誰
も

が
獣
か
投
機
師
の
よ
う
に
残
忍
な
利
己
主
義
者
に
な
る
、
戦
争
こ
そ
が
人
間
を
利
己

主
義
と
精
神
の
腐
敗
か
ら
救
済
す
る
、
戦
争
と
は
、
個
人
的
欲
望
や
利
己
主
義
を
超

克
し
て
い
く
た
め
の
き
っ
か
け
を
人
間
に
与
え
る
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
歓
迎
す
べ

き
も
の
で
あ
る
、
こ
れ
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
戦
争
観
で
あ
る
。

実
際
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
「
作
家
の
日
記
」
一
八
七
七
年
、
四
月
を
読
む
と
、

小
林
が
紹
介
し
て
い
る
以
外
に
も
、
一
八
七
七
年
の
ト
ル
コ
と
の
開
戦
に
際
し
て
、

教
会
に
集
ま
っ
て
十
字
を
切
り
、
開
戦
を
祝
い
合
い
、
キ
リ
ス
ト
に
奉
仕
す
る
た
め

自
ら
す
す
ん
で
戦
争
に
参
加
す
る
ロ
シ
ア
民
衆
の
姿
を
賞
賛
す
る
言
葉
が
、
多
数
ち

り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
人
類
愛
を
唱
え

戦
争
に
反
対
す
る
、
西
欧
文
化
に
通
じ
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ジ
ャ
に
対
し
て
、「
賢
人

ど
も
は
ま
だ
依
然
と
し
て
民
衆
に
冷
笑
を
あ
び
せ
つ
づ
け
て
い
る
」、「
彼
は
い
た
る

368

七
八



と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
全
体
的
な
国
民
感
情
と
彼
ら
と
の
断
絶
を
、
ど
の
よ
う
に
、
ま

た
な
に
に
よ
っ
て
弁
明
す
る
の
か
」
と
、
繰
り
返
し
批
判
し
て
い
る
。
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
に
と
っ
て
、
民
衆
を
嘲
笑
し
、
戦
争
に
反
対
す
る
イ
ン
テ
リ
層
の
態
度
こ
そ

が
腐
敗
や
堕
落
を
意
味
し
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
へ
の
奉
仕
の
た
め
に
、
自
ら
進
ん
で

戦
場
に
向
か
う
ロ
シ
ア
の
民
衆
こ
そ
が
真
理
の
体
現
者
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
さ

ら
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
イ
ン
テ
リ
階
級
の
腐
敗
が
ロ
シ
ア
の
民
衆
に
何
の
影
響

も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
戦
争
が
明
ら
か
に
し
た
、
と
語
る
。
今
時
の
戦
争

が
「
国
民
の
一
糸
乱
れ
ぬ
統
一
性
と
わ
れ
わ
れ
の
新
鮮
さ
を
、
そ
し
て
ま
た
わ
が
国

の
賢
人
た
ち
を
腐
敗
さ
せ
た
堕
落
頽
廃
が
い
か
に
わ
が
国
民
の
力
と
は
無
縁
な
も
の

で
あ
る
か
を
示
し
た
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
だy

。
こ
の
言
葉
は
、
小
林
の
「
事
変
は

い
よ
い
よ
拡
大
し
、
国
民
の
一
致
団
結
は
少
し
も
乱
れ
な
い
。
こ
の
団
結
を
支
え
て

ゐ
る
の
は
一
体
ど
の
様
な
智
慧
な
の
か
」
と
い
う
言
葉
と
、
内
容
と
し
て
ほ
ぼ
一
致

し
て
い
る
。
小
林
も
ま
た
、
日
本
人
が
歴
史
に
処
す
る
叡
智
を
発
揮
し
、
勇
気
や
忍

耐
と
い
っ
た
「
伝
統
的
な
精
神
」
を
発
揮
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
、
日
支
事
変

を
歓
迎
し
て
い
る
。

歴
史
と
記
憶

「
伝
統
的
な
精
神
」
の
発
見
は
、
小
林
に
歴
史
と
文
学
の
問
題
を
、
も
う
一
度
考

え
直
す
き
っ
か
け
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。

す
で
に
拙
稿
で
詳
し
く
論
じ
た
がu

、
小
林
の
歴
史
へ
の
関
心
は
、
昭
和
一
〇
年
五

月
か
ら
八
月
ま
で
、
発
表
さ
れ
た
「
私
小
説
論
」i

を
頂
点
と
す
る
、
一
連
の
私
小
説

批
評
か
ら
始
ま
る
。「
私
小
説
論
」
で
小
林
は
、
日
本
資
本
主
義
論
論
争
、
と
り
わ

け
、
封
建
遺
制
論
争
を
手
が
か
り
と
し
て
、
都
市
化
が
進
行
す
る
一
九
三
〇
年
代
の

日
本
社
会
で
、
な
ぜ
、
虚
無
感
や
望
郷
の
念
な
ど
の
「
私
の
封
建
的
残
滓
」
を
テ
ー

マ
と
す
る
私
小
説
が
隆
盛
を
極
め
た
の
か
と
、
問
い
か
け
た
。
小
林
の
結
論
は
、

「
外
的
な
経
済
的
な
事
情
に
よ
つ
て
、
社
会
の
生
活
様
式
は
急
速
に
変
化
し
て
行
つ

た
が
、
作
家
等
の
伝
統
的
な
も
の
の
考
え
方
は
容
易
に
変
る
筈
が
な
か
つ
たo

」、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
経
済
の
発
達
、
都
市
化
の
進
行
に
よ
っ
て
、「
封
建

的
残
滓
」
は
や
が
て
消
滅
し
て
い
き
、「
社
会
化
し
た
私
」
が
、
文
学
上
の
新
た
な

テ
ー
マ
と
し
て
浮
上
す
る
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
、
政
治
や
経
済
、
そ
れ
が
も
た
ら
す

生
活
環
境
の
変
化
と
は
異
な
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
心
性
の
場
合
、
た
や
す
く
変
わ

る
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
も
の
の
感
じ
方
や
生
き
方
は
、
環
境
の

影
響
に
さ
ら
さ
れ
る
一
方
で
、
機
械
的
に
状
況
に
合
わ
せ
て
変
化
し
て
い
く
も
の
で

は
な
い
、
古
い
精
神
は
人
間
の
内
部
に
「
残
滓
」
と
し
て
止
ま
り
続
け
る
、
つ
ま
り
、

心
性
の
変
化
と
政
治
や
経
済
上
の
変
化
の
間
に
は
時
間
差
が
あ
る
、
こ
こ
に
、
小
林

は
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
私
小
説
興
隆
の
秘
密
を
見
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な

見
方
は
、
猪
俣
津
南
雄
の
「
吾
々
は
封
建
的
絶
対
主
義
の
強
き
残
存
を
認
め
る
。
だ

が
し
か
し
、
そ
れ
は
」「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
残
存
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
ぬ
」「
物
質
的
基
盤
を
失
つ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
」（「
現
代
ブ
ル
ジ

ョ
ア
の
政
治!0

」）
と
い
う
日
本
資
本
主
義
観
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
日
支
事
変
勃
発
ま
で
の
私
小
説
批
評
と
、
事
変
以
降
の
発
言

を
比
べ
て
み
る
と
、
次
の
二
点
で
、
大
き
な
変
化
を
見
せ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

第
一
は
、
そ
の
伝
統
観
が
大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
だ
。
昭
和
一
〇
年
ま

で
の
私
小
説
批
評
で
は
、
小
林
に
と
っ
て
、「
伝
統
」
と
は
、
経
済
や
政
治
、
生
活

環
境
上
の
変
化
か
ら
は
や
や
遅
れ
る
と
は
言
え
、
や
が
て
そ
れ
ら
に
引
き
ず
ら
れ
る

形
で
、
自
ら
も
姿
を
変
え
て
い
く
、
あ
る
い
は
消
滅
し
て
い
く
も
の
だ
っ
た
。
伝
統

と
は
、
消
滅
す
べ
き
運
命
を
背
負
い
な
が
ら
も
、
い
ま
だ
そ
の
運
命
を
完
遂
で
き
ず

に
い
る
「
残
滓
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
生
活
」
執
筆

頃
か
ら
伝
統
に
関
す
る
肯
定
的
な
言
葉
が
、
相
対
的
に
増
え
始
め
る
。
明
瞭
に
、

「
伝
統
」
そ
の
も
の
の
と
ら
え
方
に
関
し
て
変
化
を
見
せ
は
じ
め
る
の
は
、
事
変
以

降
で
あ
る
。
無
自
覚
の
ま
ま
民
衆
が
そ
れ
を
生
き
る
「
伝
統
的
な
精
神
」
と
は
、
政
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治
や
経
済
な
ど
に
よ
っ
て
変
化
を
こ
う
む
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
長
年
の
複
雑

な
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
生
活
原
理
で
あ
り
、「
伝
統
」
は
時
間
を
超
越
し
て
、

民
衆
の
無
意
識
に
止
ま
り
続
け
、
発
揮
さ
れ
続
け
る
、
こ
れ
が
事
変
以
降
の
小
林
の

考
え
方
で
あ
る
。
資
本
主
義
経
済
の
発
展
過
程
と
い
う
時
間
軸
を
、
す
っ
ぽ
り
と
は

ず
し
た
上
で
、
空
間
的
概
念
と
し
て
、
伝
統
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
姿
を
、
こ
こ
に

明
瞭
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
と
関
連
す
る
が
、
第
二
の
変
化
は
、
私
小
説
批
評
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
社

会
科
学
的
な
歴
史
認
識
を
、
事
変
以
降
、
小
林
が
完
全
に
捨
象
し
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
だ
。
封
建
遺
制
論
争
に
お
け
る
講
座
派
と
労
農
派
の
争
点
は
、
一
言
で
言
っ
て

し
ま
え
ば
、
民
衆
が
い
ま
だ
信
奉
す
る
封
建
的
な
心
性
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
ど
の
よ

う
に
考
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
だ
っ
た
。
講
座
派
が
明
治
以
降
の
資
本
主
義
経

済
、
政
治
体
制
の
不
徹
底
さ
、
そ
の
半
封
建
的
性
格
が
、
封
建
的
心
性
を
支
え
て
い

る
と
解
釈
し
た
に
対
し
て
、
労
農
派
は
、
経
済
レ
ベ
ル
の
近
代
性
を
認
め
た
上
で
、

下
部
構
造
の
変
化
と
上
部
の
そ
れ
と
の
時
間
差
に
封
建
遺
制
が
い
ま
だ
現
存
す
る
原

因
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
論
争
で
、
対
立
し
つ
つ
も
両
者
に
共
有
さ
れ
て

い
る
立
脚
点
と
は
、
い
わ
ゆ
る
史
的
唯
物
論
、
経
済
上
の
変
化
、
つ
ま
り
資
本
主
義

経
済
の
発
展
過
程
が
政
治
そ
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
変
化
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
私
小
説
批
評
の
段
階
で
は
、
小
林
も
、
こ
の
史
観
を
共
有
し
て
お
り
、

「
私
小
説
論
」
で
は
、
生
活
の
変
化
に
よ
る
「
私
の
封
建
的
残
滓
」
の
消
滅
が
、
将

来
の
展
望
と
し
て
、
語
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
生
活
」
執
筆
頃
よ
り
、
社
会
科
学
的
な
歴
史

認
識
は
生
活
者
の
実
感
か
ら
乖
離
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
徐
々
に
目
立
ち
始
め
、

や
が
て
、
小
林
の
伝
統
観
は
、
私
小
説
批
評
の
そ
れ
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の

と
し
て
、
そ
の
姿
を
見
せ
始
め
る
。
そ
も
そ
も
経
済
上
の
発
展
に
歴
史
の
変
化
の
現

実
的
要
因
を
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
そ
の
も
の
が
、
事
変
以
降
の
小
林
に
と
っ
て
は
、

歴
史
に
対
す
る
無
知
の
な
せ
る
技
に
過
ぎ
な
い
。「
歴
史
的
弁
証
法
が
ど
う
の
、
現

実
の
合
理
性
が
ど
う
の
と
口
ば
か
り
達
者
に
な
つ
て
、
た
つ
た
今
の
生
活
に
ど
う
処

す
る
か
は
無
力
で
あ
る
」、「
こ
ん
な
歴
史
と
い
ふ
武
器
を
遂
に
わ
れ
と
わ
が
胸
に
擬

さ
ざ
る
を
得
な
い
様
な
人
生
観
を
抱
い
て
よ
く
人
間
が
生
き
て
ゐ
ら
れ
る
も
の
だ!1

」

な
ど
の
言
葉
が
、
小
林
の
立
場
を
明
確
に
物
語
っ
て
い
る
。「
新
し
い
事
件
を
古
く

解
釈
し
て
安
心
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
僕
等
が
み
ん
な
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に

や
つ
て
ゐ
る
処
で
あ
り
ま
す
。
事
件
の
驚
く
べ
き
新
し
さ
と
い
ふ
も
の
の
正
体
に
眼

を
据
ゑ
る
の
が
恐
い
の
で
あ
る!2

」
と
い
う
言
葉
に
は
、
歴
史
を
概
念
化
し
て
い
く
こ

と
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
社
会
科
学
的
概
念
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
く
こ
と
に
対
す

る
、
小
林
の
徹
底
し
た
不
信
感
が
、
表
明
さ
れ
て
い
る
。
概
念
と
し
て
の
言
葉
に
よ

っ
て
歴
史
を
整
理
し
て
し
ま
え
ば
、
事
件
一
つ
一
つ
が
内
包
す
る
個
別
性
を
置
き
去

り
に
し
て
い
く
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
来
、
ま
っ
た
く
別
の
出
来
事
で
あ
る
は
ず
の

二
つ
の
事
件
を
同
じ
概
念
を
用
い
て
語
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
二
つ
の
事
件
は
、
解
釈

上
、
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
林
か
ら
す
れ
ば
、
現
実

を
抽
象
化
し
て
い
く
よ
う
な
行
為
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
が
内
包
す
る
、

無
数
の
偶
然
性
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
た
出
来
事
そ
の
も
の
の
複
雑
怪
奇
さ
、
得
体

の
知
れ
な
さ
、
つ
ま
り
そ
の
一
回
性
を
置
き
去
り
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
、

そ
の
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
形
で
し
か
生
き
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
内
面
世
界
を
置

き
去
り
に
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。「
歴
史
は
断
じ
て
二
度
繰
り
返
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い!3

」、「
歴
史
は
繰
返
す
、
と
は
歴
史
家
の
好
む
比
喩
だ
が
、
一
度
起
つ
て
了

つ
た
事
は
、
二
度
と
取
り
返
し
が
付
か
な
い!4

」、
こ
の
よ
う
に
小
林
は
繰
り
返
し
、

歴
史
の
一
回
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
人
は
歴
史
解
釈
、
あ
る
い
は
歴
史
の
抽
象
化
を
歴
史
そ
の
も
の
と
認

め
て
し
ま
う
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
い
く
の
か
。
小
林
は
、
そ
の
原
因
を
、「
人
間

の
一
種
の
欲
望
が
、
歴
史
が
繰
り
返
し
て
呉
れ
た
ら
ど
ん
な
に
好
都
合
だ
ら
う
か
と

望
む
に
過
ぎ
ぬ!5

」
と
、
説
明
す
る
。
人
間
の
欲
望
が
現
実
そ
の
も
の
を
切
り
捨
て
、

科
学
と
し
て
の
歴
史
と
い
う
抽
象
世
界
を
希
求
す
る
、
こ
れ
だ
け
で
は
何
を
言
っ
て
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い
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
実
は
、
小
林
は
同
じ
内
容
を
、『
感
想!6

』
で
も
繰

り
返
し
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、『
感
想
』
は
、『
物
質
と
記
憶
』
を
中

心
に
据
え
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
論
で
あ
る
。
内
容
は
多
岐
に
渡
る
が
、
と
り
あ
え
ず
、
小

林
の
歴
史
意
識
と
関
わ
る
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
小
林
は
、
ベ
ル
グ
ソ

ン
の
言
う
「
記
憶
」
に
は
、
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
と
、
説
明
し
て
い
る
。
ベ
ル
グ

ソ
ン
は
過
去
の
記
憶
を
、
場
所
も
日
付
も
明
確
な
、
単
独
性
を
帯
び
た
一
回
的
な
記

憶
と
、
習
慣
、
つ
ま
り
、
過
去
の
体
験
を
通
じ
て
習
得
さ
れ
た
行
動
原
理
へ
と
分
割

し
た
。
両
者
の
性
格
は
、
個
体
の
欲
望
、
小
林
の
言
葉
で
言
え
ば
「
現
在
の
実
用
的

な
功
利
的
な
意
識
」
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
る
。「
時
間
的
に
限
ら
れ
た

過
去
の
一
切
の
出
来
事
は
、
そ
の
細
部
に
到
る
ま
で
生
き
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
」
に
し
て

も
、
そ
の
記
憶
は
、
現
在
の
生
活
に
対
処
す
る
、
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
身
体
動
作

を
起
こ
す
上
で
、
必
要
と
は
さ
れ
な
い
。
だ
か
ら
、「
現
在
の
実
用
的
な
功
利
的
な

意
識
」
に
よ
っ
て
、
意
識
の
俎
上
に
登
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
。
現
在
の
〈
私
〉
に

と
っ
て
必
要
な
も
の
は
、
一
回
的
な
過
去
の
記
憶
の
中
で
も
、「
現
在
の
態
度
に
適

合
す
る
形
を
持
つ
た
心
像
」
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
習
慣
と
し
て
想
起
さ

れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
現
在
の
自
覚
に
類
似
し
た
表
象
」
が
選
ば
れ
、
そ
の
過

去
の
記
憶
は
単
独
性
が
抹
消
さ
れ
て
、
抽
象
化
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
、
パ
タ
ー
ン
化

さ
れ
た
概
念
、
習
慣
的
知
覚
と
し
て
、
思
い
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
に
適

応
す
る
た
め
に
過
去
の
記
憶
を
思
い
起
こ
す
わ
け
だ
か
ら
、
両
者
の
差
異
を
抹
消
し

て
、
抽
象
化
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
、
現
時
点
に
お
け
る
「
実
用
的
な
功
利
的
な
」

必
要
に
役
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
物
質
と
記
憶
』
を
一
読
す
る
と
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
記
憶
に
関
す
る
議
論
を
、

『
感
想
』
で
小
林
が
ほ
ぼ
正
確
に
説
明
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は

一
回
的
な
記
憶
を
「
純
粋
記
憶
」、
現
時
点
に
お
け
る
身
体
運
動
に
資
す
る
た
め
に

想
起
さ
れ
る
記
憶
を
「
記
憶
心
像
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
記
憶
心
像
」
が
「
純
粋
記

憶
」
の
意
識
化
を
妨
害
す
る
が
、
そ
れ
は
、「
実
際
上
の
有
用
さ
の
程
度
に
よ
っ
て

実
在
性
の
程
度
を
測
」
り
、「
実
用
的
行
動
」
や
「
生
活
の
基
本
的
要
求
に
答
え
る

も
の
で
あ
る
」「
記
憶
心
像
」
が
、「
生
活
の
運
動
の
延
長
に
あ
っ
て
、
真
の
認
識
に

背
を
向
け
る
」
か
ら
で
あ
る!7

。
そ
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
「
記
憶
心
像
」
を
動
物
的

な
記
憶
、「
純
粋
記
憶
」
を
人
間
特
有
の
も
の
と
し
て
、
位
置
づ
け
る
。

た
ん
に
純
粋
な
現
在
に
生
き
、
刺
激
に
対
し
て
そ
の
延
長
で
あ
る
直
接
的
反

作
用
に
よ
っ
て
反
応
す
る
こ
と
は
、
下
等
動
物
の
特
性
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ

う
に
対
処
す
る
人
は
衝
動
の
人
だ
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
自
体
が
楽
し
く
て
過

去
に
生
き
る
人
、
現
状
に
益
の
な
い
意
識
の
光
の
記
憶
の
も
と
で
記
憶
が
浮
か

ん
で
く
る
人
も
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
行
動
に
適
し
て
い
な
い
。
こ
の
人
は
衝
動

の
人
で
は
な
く
て
夢
想
家
で
あ
る!8

。

動
物
は
現
在
の
生
活
、
現
時
点
の
状
況
に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
「
生
活
の
基

本
的
要
求
」
の
支
配
下
で
の
み
、
記
憶
が
機
能
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
記
憶

心
像
」
以
外
、
記
憶
は
存
在
し
な
い
。
一
方
、
人
間
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
個
体
の

欲
求
か
ら
離
れ
得
る
能
力
を
持
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
実
利
性
を
離
れ
た
記
憶
、

言
い
換
え
れ
ば
、
習
慣
化
、
あ
る
い
は
、
抽
象
化
さ
れ
る
以
前
の
、
一
回
的
な
記
憶
、

「
純
粋
記
憶
」
を
思
い
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
語
る
。

こ
の
よ
う
な
記
憶
の
と
ら
え
方
は
、「
無
常
と
い
ふ
事!9

」
の
次
の
言
葉
と
、
内
容

と
し
て
交
錯
し
て
い
る
。

思
ひ
出
が
、
僕
等
を
一
種
の
動
物
で
あ
る
事
か
ら
救
ふ
の
だ
。
記
憶
す
る
だ

け
で
は
い
け
な
い
の
だ
ら
う
。
思
ひ
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
ら
う
。
多

く
の
歴
史
家
が
一
種
の
動
物
に
止
ま
る
の
は
、
頭
を
記
憶
で
一
杯
に
し
て
ゐ
る

の
で
、
心
を
虚
し
く
し
て
思
ひ
出
す
事
が
出
来
な
い
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

上
手
に
思
ひ
出
す
事
は
非
常
に
難
か
し
い
。
だ
が
、
そ
れ
が
、
過
去
か
ら
未
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来
に
向
つ
て
飴
の
様
に
延
び
た
時
間
と
い
ふ
蒼
ざ
め
た
思
想
（
僕
に
は
そ
れ
は

現
代
に
於
け
る
最
大
の
妄
想
と
思
は
れ
る
が
）
か
ら
逃
れ
る
唯
一
本
当
に
有
効
な

や
り
方
の
様
に
思
へ
る
。

こ
の
一
文
で
語
ら
れ
た
「
思
ひ
出
」
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
純
粋
記
憶
」
と
、
あ

る
い
は
、「
記
憶
」
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
言
う
「
記
憶
心
像
」
と
、
ほ
ぼ
対
応
し
て
い

る
。
具
体
的
な
事
例
を
抽
象
化
し
概
念
化
し
て
い
く
「
科
学
的
な
」
歴
史
家
を
小
林

は
「
動
物
」
と
呼
び
、「
動
物
」
に
堕
し
て
い
く
原
因
を
、「
心
を
虚
し
く
し
て
思
ひ

出
す
事
が
出
来
な
い
か
ら
」
で
あ
る
と
、
説
明
す
る
。
小
林
は
、「
実
用
的
欲
求
」

や
個
体
の
抱
え
る
欲
望
と
、
認
知
行
為
と
の
連
結
を
、
切
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

だ
。
小
林
が
批
判
す
る
「
過
去
か
ら
未
来
に
向
つ
て
飴
の
様
に
延
び
た
時
間
と
い
ふ

蒼
ざ
め
た
思
想
」
と
は
、
時
間
を
量
に
よ
っ
て
測
定
す
る
、
均
質
化
さ
れ
た
近
代
の

科
学
的
な
時
間
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
小
林
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
瞬

間
が
抱
え
る
質
を
置
き
去
り
に
し
て
い
く
点
で
、
生
活
上
の
便
利
性
を
追
求
し
た
結

果
、
発
明
さ
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
。
時
間
そ
の
も
の
と
は
何
の
関
係
も

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

小
林
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
接
近
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、「
伝
統
的
な

精
神
」
と
い
う
、
日
本
人
が
無
自
覚
の
内
に
生
き
る
精
神
性
の
中
に
、
利
害
＝
関
心

的
態
度
の
超
克
を
見
た
か
ら
で
あ
る
。
日
常
で
は
、
欲
望
と
そ
れ
に
根
を
持
つ
諸
感

覚
の
中
に
生
き
る
民
衆
が
、
戦
時
下
に
お
い
て
個
人
的
欲
望
を
超
克
し
、
祖
国
愛
に

身
を
ゆ
だ
ね
る
。
そ
の
よ
う
な
、
民
衆
が
無
自
覚
の
内
に
生
き
る
「
伝
統
的
な
精
神
」

を
視
座
と
す
る
時
、
そ
れ
に
よ
っ
て
捉
え
直
さ
れ
た
「
歴
史
」
も
ま
た
、
実
用
性
、

便
利
性
、
個
人
的
欲
望
と
は
無
縁
な
場
所
か
ら
眺
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
小
林
の
関
心
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
向
か
っ
て
い
く
。「
伝
統

的
な
精
神
」
と
い
う
無
関
心
的
態
度
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
歴
史
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン

の
言
う
純
粋
記
憶
と
同
じ
く
、
単
独
性
を
帯
び
た
一
回
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

付
け
加
え
て
言
え
ば
、
実
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
自
身
は
個
体
の
欲
求
や
功
利
的
欲
望

そ
の
も
の
は
否
定
し
て
は
い
な
い
し
、「
夢
想
家
」
を
理
想
的
な
実
存
様
式
と
は
位

置
づ
け
て
も
い
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、「
動
物
」
と
「
夢
想
家
」
と
い
う

「
両
極
端
の
間
に
は
、
現
状
の
輪
郭
を
正
し
く
追
う
に
は
十
分
す
な
お
で
、
し
か
も

他
の
す
べ
て
の
呼
び
か
け
に
抵
抗
す
る
に
は
十
分
強
力
な
、
記
憶
力
の
め
ぐ
ま
れ
た

素
質
が
位
」
し
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が
「
良
識
」
や
「
実
際
的
な
勘
」
の
源
で
あ
る
。

人
は
現
在
の
実
用
的
関
心
に
の
み
心
を
奪
わ
れ
て
も
、
過
去
の
一
回
的
な
記
憶
の
中

に
埋
没
し
て
も
、
正
し
い
認
識
を
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
両
者
を
縫
合
す
る
よ

う
な
認
識
の
中
に
こ
そ
、
真
理
も
良
識
も
生
活
上
の
叡
智
も
宿
っ
て
い
る
、
と
い
う

の
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
主
張
だ@0

。
一
方
、
小
林
は
、
科
学
的
な
歴
史
認
識
を
動
物
的

行
為
と
非
難
し
、
歴
史
の
単
独
性
、
一
回
性
だ
け
を
信
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
小
林

は
、
単
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
記
憶
に
関
す
る
議
論
を
機
械
的
に
歴
史
の
問
題
に
当
て
は

め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
時
局
下
で
発
見
し
た
「
伝
統

的
な
精
神
」
と
、「
夢
想
家
」
で
あ
る
こ
と
を
、
積
極
的
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ

こ
に
小
林
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
の
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。

原
因
は
さ
ま
ざ
ま
考
え
ら
れ
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
小
林
は
文
学
者
と
し
て
、

あ
る
い
は
、
美
の
鑑
賞
者
と
し
て
、「
伝
統
的
な
精
神
」
に
つ
い
て
、
歴
史
に
つ
い

て
、
思
索
を
巡
ら
せ
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
摂
取
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
で
は
個
人
的
記
憶
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
が
、
小
林
に
お
い
て
は
歴

史
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
認
知
の
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
と
し
て

提
示
さ
れ
た
記
憶
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
小
林
に
よ
っ
て
、
戦
時
下
を
生
き
る
日
本

人
の
歴
史
感
覚
と
し
て
、
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
歴
史

感
覚
は
、
科
学
と
合
理
主
義
に
背
を
向
け
、
概
念
を
拒
否
し
、
一
回
的
な
歴
史
の
姿

を
透
視
し
て
い
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
言
う
「
純
粋
記
憶
」
を
、
日
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本
人
に
共
有
さ
れ
た
「
伝
統
的
」
な
歴
史
感
覚
と
し
て
、
小
林
は
提
示
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
だ
。

こ
こ
に
は
、
あ
る
種
の
落
と
し
穴
が
潜
ん
で
い
る
。
理
性
と
合
理
主
義
に
背
を
向

け
る
小
林
の
歴
史
美
は
、
合
理
的
理
性
と
共
犯
関
係
に
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
個

人
的
欲
望
を
美
の
外
側
に
放
逐
す
る
。
さ
ら
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
議
論
で
は
、
個
人

の
内
面
世
界
で
繰
り
返
さ
れ
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
レ
ベ
ル
に
限
定
さ
れ
て
い
た

「
純
粋
記
憶
」
が
、
小
林
の
議
論
で
は
、
戦
時
下
に
お
け
る
共
同
体
の
共
通
感
覚
と

し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
心
象
や
気
分
の
言
語
化
を
回
避
し
、
利
害
＝
関
心
的

態
度
を
拒
否
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
純
粋
記
憶
も
、
小
林
が
語
る
歴
史
美
も
、

一
見
、
同
じ
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、「
伝
統
的
な
精
神
」
に
実
存
的
本
質
を
求
め
る

小
林
の
美
学
で
は
、
記
憶
そ
の
も
の
が
、
個
人
の
レ
ベ
ル
か
ら
共
同
体
の
レ
ベ
ル
へ

と
（
つ
ま
り
記
憶
か
ら
歴
史
へ
と
）
拡
大
さ
れ
て
い
る
点
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
は
大
き

な
開
き
が
あ
る
。
そ
し
て
、
戦
争
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
時
代
的
文
脈
で
語
ら
れ

る
こ
と
で
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
小
林
の
美
学
は
、
結
果
的
に
、
戦
時
下
の
日
本
人

が
直
面
す
る
死
を
美
に
昇
華
し
て
い
く
形
で
、
現
実
と
の
偽
り
の
和
解
を
も
た
ら
す
、

あ
る
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
と
、
転
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。

美
の
行
方

終
戦
か
ら
約
一
年
半
が
経
過
し
た
、
昭
和
二
二
年
一
月
、
坂
口
安
吾
は
、「
通
俗

と
変
貌
と@1

」
で
、「
こ
の
戦
争
で
、
真
実
、
内
部
か
ら
の
変
貌
を
と
げ
た
作
家
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
知
る
限
り
で
は
、
た
だ
一
人
、
小
林
秀
雄
が
あ
る
だ
け
だ
」

と
語
っ
て
い
る
。
安
吾
は
小
林
が
戦
争
協
力
の
た
め
の
筆
を
執
っ
た
と
言
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
戦
時
下
の
日
本
が
滅
亡
の
道
を

ひ
た
す
ら
突
き
進
む
中
で
、
小
林
は
、
自
ら
の
死
を
宿
命
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
く

よ
う
な
、「『
無
常
と
い
ふ
こ
と
』
の
如
き
」「
日
本
的
諦
観
」
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
敗
北
の
変
貌
」
は
「
祖
国
の
宿
命
に

負
け
た
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、「
私
は
必
ず
し
も
文
学
的
に
『
望
ま
し
い
』

変
貌
で
あ
っ
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
」
と
、
安
吾
は
言
う
。

「
無
常
と
い
ふ
事@2

」
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
小
林
に
と
っ
て
「
生
き
て
ゐ
る
人

間
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
」、「
何
を
言
ひ
だ
す
の
や
ら
仕
出
来
す
の
や
ら
」
分
か
る
も

の
で
は
な
く
、「
鑑
賞
に
も
観
察
に
も
堪
へ
な
い
」
代
物
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、

「
歴
史
に
は
死
人
だ
け
し
か
現
れ
て
来
な
い
」「
従
つ
て
退
つ
引
き
な
ら
な
い
人
間
の

相
し
か
現
れ
ぬ
し
動
じ
な
い
美
し
い
形
し
か
現
れ
ぬ
」
と
い
う
歴
史
の
、
そ
し
て
死

者
の
美
し
さ
へ
の
傾
斜
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
安
吾
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
歴
史

の
必
然
な
ど
と
い
う
妖
怪
じ
み
た
調
理
法
を
あ
み
だ
し
て
」
鑑
賞
に
堪
え
得
る
人
間

を
描
き
だ
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、「
生
き
た
人
間
を
自
分
の
文
学
か
ら
締
め
出

し
て
し
ま
つ
た
」
に
過
ぎ
な
い
。「
何
を
言
ひ
だ
す
の
や
ら
仕
出
来
す
の
や
ら
」
分

か
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
、
人
間
の
生
の
実
相
を
、
小
林
は
回
避
し
て
い
る
、
と

安
吾
は
言
う
の
だ
。

「
歴
史
と
文
学@3

」
で
小
林
は
、「
僕
等
の
望
む
自
由
や
偶
然
が
、
打
ち
砕
か
れ
る

処
に
、
そ
こ
の
処
だ
け
に
、
僕
等
は
歴
史
の
必
然
を
経
験
す
る
」
の
で
あ
り
、
平
家

物
語
に
描
か
れ
た
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
感
情
は
、
現
代
人
に
と
っ
て
「
健
康
す
ぎ
美

し
す
ぎ
る
」
も
の
と
感
じ
る
が
、
そ
れ
こ
そ
が
現
代
の
文
学
が
覆
い
隠
し
て
き
た

「
人
間
の
運
命
」
で
あ
る
と
、
語
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
小
林
を
安
吾
は
「
教
祖
は
本
質
的
に
鑑
定
人
だ
」
と
批
判
す
る
。
安

吾
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
自
分
以
外
の
人
間
の
「
望
む
自
由
や
偶
然
」
が
打

ち
砕
か
れ
た
時
、
小
林
は
第
三
者
と
し
て
、「
歴
史
の
必
然
」
を
鑑
賞
し
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
歴
史
の
必
然
」
は
他
人
ご
と
と
し
て
眺
め
る

時
に
の
み
、
そ
の
姿
を
現
わ
す
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。

一
方
、
安
吾
は
死
を
目
の
前
に
し
て
「
何
を
言
ひ
だ
す
の
や
ら
仕
出
来
す
の
や
ら
」

分
か
る
も
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
人
間
の
実
存
的
本
質
を
求
め
る
。
た
と
え
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ば
、「
青
春
論@4

」
で
語
ら
れ
た
宮
本
武
蔵
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
太
平
洋
戦
争
の
最
中

に
発
表
さ
れ
た
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
、「
い
つ
死
ん
で
も
い
い
、
と
い
う
覚
悟
が
ど

う
し
て
も
据
わ
ら
な
か
つ
た
」
武
蔵
が
、
武
道
の
し
き
た
り
か
ら
す
れ
ば
明
ら
か
に

逸
脱
し
て
い
る
よ
う
な
、
様
々
な
剣
法
を
編
み
出
し
て
い
く
姿
が
語
ら
れ
て
い
る
。

作
法
と
し
て
は
、
挨
拶
を
交
わ
し
て
か
ら
手
合
わ
せ
が
始
ま
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、

そ
れ
も
済
ま
さ
な
い
ま
ま
、
相
手
に
隙
が
あ
る
と
見
る
や
、
い
き
な
り
敵
手
を
打
ち

倒
し
て
し
ま
っ
た
武
蔵
の
姿
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
安
吾
は
、「
何
で

も
構
わ
ぬ
。
敵
の
隙
に
つ
け
こ
む
の
が
剣
術
な
の
だ
」「
心
理
で
も
油
断
で
も
、
又

ど
ん
な
弱
点
で
も
、
利
用
し
得
る
も
の
を
み
ん
な
利
用
し
て
勝
つ
と
い
ふ
の
が
武
蔵

が
編
み
出
し
た
剣
術
だ
つ
た
」
と
、
語
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
安
吾
は
、『
葉
隠
』

的
な
武
士
道
（「
伝
統
的
な
精
神
」）
か
ら
す
れ
ば
、
武
蔵
は
醜
悪
で
あ
り
鑑
賞
に
堪

え
な
い
と
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
生
へ
の
執
着
に
取
り
憑
か
れ
、
生
き
の
び
る

た
め
に
、
目
に
見
え
な
い
制
度
や
様
式
性
を
引
き
裂
い
て
い
く
様
に
こ
そ
、
偽
り
の

な
い
生
の
実
相
が
あ
り
、
そ
れ
を
描
く
の
が
文
学
の
使
命
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の

だ
。戦

後
に
な
っ
て
安
吾
は
、
戦
時
中
を
振
り
返
っ
て
、「
人
間
の
本
心
と
い
う
も
の

は
、
こ
れ
ば
か
り
は
分
り
き
っ
て
い
る
」「
曰
く
、
死
に
た
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

け
れ
ど
も
、
本
心
よ
り
も
時
代
的
感
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
人
の
心
に
は
偽
り
あ

り@5

」
と
回
想
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
時
代
的
感
情
」
と
は
、
生
よ
り

も
死
を
美
化
し
賛
美
し
て
し
ま
う
戦
時
下
の
エ
ー
ト
ス
を
指
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、

安
吾
に
言
わ
せ
れ
ば
、
小
林
の
美
学
も
ま
た
、
生
と
死
の
価
値
関
係
を
転
倒
し
て
い

っ
た
「
時
代
的
感
情
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
小
林
が
「
伝
統
的
な
精
神
」
と
賞
賛
し

た
、
戦
時
下
の
日
本
人
が
体
現
す
る
無
関
心
的
態
度
を
、
安
吾
は
「
時
代
的
感
情
」、

つ
ま
り
、
戦
時
下
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
感
化
さ
れ
た
認
識
論
的
転
倒
に
過
ぎ
な
い

と
、
切
っ
て
捨
て
て
い
る
。

小
林
の
「
実
朝@6

」
に
は
、
歴
史
を
前
に
し
て
「
武
装
と
い
ふ
も
の
が
な
い
」、
裸

身
で
た
た
ず
む
実
朝
の
姿
が
、
美
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。「
青
春
論
」
で
語
ら
れ

た
宮
本
武
蔵
の
よ
う
に
、
現
状
を
打
破
す
る
た
め
に
悪
戦
苦
闘
す
る
の
は
、
小
林
の

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
歴
史
の
動
き
を
感
じ
て
い
な
い
が
ゆ
え
で
あ
る
。
自
己
保
存
を

脅
か
す
よ
う
な
外
部
的
世
界
を
、
詩
人
が
言
葉
に
よ
っ
て
す
ば
や
く
捕
え
、
歴
史
と

い
う
「
地
獄
の
火
」
を
「
涼
し
げ
に
た
ゆ
た
ふ
」
こ
と
の
で
き
る
世
界
へ
と
美
的
に

昇
華
し
、
そ
の
中
に
生
き
る
こ
と
が
、
小
林
に
と
っ
て
「
現
実
」
的
な
生
き
方
な
の

で
あ
る
。
現
状
を
打
開
す
る
た
め
の
い
か
な
る
「
術
策
」
も
「
空
想
」
に
す
ぎ
な

い
。小

林
は
「
実
朝
」
で
、「
彼
が
、
頼
家
の
亡
霊
を
見
た
の
は
、
意
外
に
早
か
つ
た

か
も
知
れ
ぬ
。
亡
霊
と
は
比
喩
で
は
な
い
。
無
論
、
比
喩
の
意
味
で
言
ふ
積
り
も
毛

頭
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
実
朝
の
「
精
神
生
活
の
中
心
部
」
は
、「
頼
家
の
亡
霊
」

と
い
う
「
実
在
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
比
喩
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
言
葉
に
よ

っ
て
外
部
的
現
実
を
何
ら
か
の
形
に
空
想
的
に
変
形
し
た
も
の
で
も
、
現
実
そ
の
も

の
を
置
き
去
り
に
し
た
観
念
世
界
で
も
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
、
実
朝
に
と
っ
て
の

「
実
在
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
彼
の
歌
の
真
の
源
泉
」
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
実
朝
が
殺
害
さ
れ
る
際
に
見
た
も
の
は
公
暁
の
姿
で
は
な
く
、「
青
女
一
人

だ
つ
た
の
で
あ
り
、
又
、
特
に
松
明
の
如
き
光
物
だ
つ
た
」
こ
と
に
な
る
。
続
い
て

小
林
は
「
ど
ち
ら
が
幻
な
の
か
。
こ
の
世
か
。
あ
の
世
か
」
と
語
る
の
だ
が
、
も
ち

ろ
ん
小
林
に
と
っ
て
幻
な
の
は
、「
こ
の
世
」
で
あ
る
。
実
朝
と
い
う
「
鑑
定
人
」

に
と
っ
て
は
、
鎌
倉
幕
府
内
の
政
治
的
闘
争
と
い
う
「
こ
の
世
」
の
方
が
幻
、「
頼

家
の
亡
霊
」
に
祟
ら
れ
「
青
女
」
や
「
松
明
の
如
き
光
物
」
に
憑
き
殺
さ
れ
る
と
い

う
「
あ
の
世
」
の
方
が
、
渦
中
の
実
朝
が
直
観
し
た
歴
史
の
「
質
」
で
あ
る
。
生
へ

の
執
着
を
断
ち
切
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
生
き
残
る
た
め
の
算
段
を
考
え
る
必
要
も

な
い
。
だ
か
ら
、
目
の
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
歴
史
の
流
れ
に
関
し
て
、
概
念
を
道

具
に
し
て
分
析
的
に
眺
め
、
そ
の
原
因
を
見
極
め
、
行
く
末
を
予
測
し
、
身
の
処
し

方
を
決
め
る
必
要
も
な
い
。
訳
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
現
実
の
運
行
に
禍
害
を
加
え
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ら
れ
、
死
ん
で
い
く
、
そ
う
い
う
自
ら
の
生
を
、
無
関
心
的
態
度
を
も
っ
て
実
感
す

る
、
そ
の
実
感
が
小
林
の
言
う
歴
史
の
「
質
」
な
の
だ
。
こ
の
時
点
で
死
は
回
避
不

可
能
な
宿
命
と
化
す
。「
現
実
の
公
暁
は
、
少
し
ば
か
り
雪
に
足
を
辷
ら
し
さ
へ
し

た
ら
失
敗
し
た
で
あ
ら
う
。
併
し
、
自
分
の
信
じ
て
ゐ
る
亡
霊
が
、
そ
ん
な
へ
ま
を

す
る
と
は
、
実
朝
に
は
全
く
考
へ
ら
れ
な
か
つ
た
ら
う
」
と
小
林
が
語
る
よ
う
に
、

自
己
保
存
を
脅
か
す
も
の
が
、
政
治
的
闘
争
で
は
な
く
亡
霊
＝
宿
命
な
の
だ
か
ら
、

逃
れ
よ
う
は
な
い
。
安
吾
の
言
う
「
日
本
的
諦
念
」
は
、「
実
朝
」
に
お
い
て
、
こ

の
時
点
で
完
結
す
る
。

安
吾
を
視
座
に
す
る
な
ら
ば
、
小
林
の
美
学
に
お
い
て
、
自
己
保
存
は
、
現
実
的

な
も
の
で
は
な
く
、
現
実
的
な
危
機
を
審
美
対
象
と
し
て
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
本
来
、
自
己
保
存
と
は
現
実
的
な
秩
序
に
属
す
る

事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
危
険
の
た
だ
な
か
に
置

か
れ
た
時
、
人
は
「
危
険
を
転
義
法
に
よ
っ
て
比
喩
的
に
表
現
し
、
想
像
さ
れ
た
心

像
へ
と
移
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
危
険
の
直
接
性
か
ら
身
を
守
り
始
め
る
。
こ

の
時
点
で
自
己
保
存
は
表
象
と
関
係
を
持
ち
は
じ
め
る
。「
比
喩
表
現
」
は
、「
必
要

と
あ
ら
ば
危
険
を
類
比
や
隠
喩
と
い
っ
た
比
喩
で
も
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
わ

れ
わ
れ
が
危
険
に
う
ま
く
対
処
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
一
種
の
防
衛
策
」

と
な
る
の
だ@7

。
安
吾
が
小
林
の
美
学
に
見
た
も
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
転
倒
で

あ
っ
た
。「
世
の
中
は
鏡
に
う
つ
る
か
げ
に
あ
れ
や
あ
る
に
も
あ
ら
ず
な
き
に
も
あ

ら
ず
」
と
い
う
実
朝
の
歌
に
「
彼
の
歌
の
真
の
源
泉
」
を
見
る
小
林
の
美
学
の
根
底

に
、
安
吾
は
死
を
想
像
上
で
乗
り
越
え
る
た
め
の
、
現
実
そ
の
も
の
と
言
葉
と
の
認

識
論
的
転
倒
を
透
視
し
て
い
る
。

戦
時
下
の
小
林
を
理
解
す
る
難
し
さ
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
小
林
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム

に
代
表
さ
れ
る
社
会
科
学
的
な
歴
史
認
識
を
否
定
し
て
い
た
。
小
林
に
と
っ
て
、
そ

れ
は
歴
史
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
概
念
に
よ
っ
て
編
み
上
げ
ら
れ
た
架
空
の
体
系
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
小
林
が
語
る
「
伝
統
的
」
な
歴
史
感
覚
＝
歴
史
美

が
、
今
度
は
安
吾
に
よ
っ
て
、
現
実
そ
の
も
の
を
置
き
去
り
に
し
た
、
架
空
の
体
系

に
過
ぎ
な
い
と
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
林
と
安
吾
は
、
あ
る
一
点
に
お
い

て
、
認
識
の
布
置
が
正
反
対
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
小
林
は
、
日
常
的
意
識
の
領

域
に
利
害
＝
関
心
的
態
度
を
認
め
、
無
自
覚
の
ま
ま
生
き
る
時
局
下
の
心
性
に
、
無

関
心
的
態
度
を
本
質
と
す
る
「
伝
統
的
な
精
神
」
を
認
め
て
い
た
。
一
方
、
安
吾
に

と
っ
て
は
、
無
関
心
的
態
度
、「
伝
統
的
な
精
神
」
こ
そ
が
、
日
常
的
意
識
を
支
配

す
る
「
時
代
的
感
情
」
で
あ
り
、「
偽
り
」
な
の
で
あ
る
。「
死
に
た
く
な
い
」
と
い

う
個
人
的
欲
望
こ
そ
が
、
忘
れ
去
ら
れ
た
「
本
心
」、
無
意
識
に
追
い
や
ら
れ
た
ほ

ん
も
の
の
〈
私
〉
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
安
吾
か
ら
見
れ
ば
、
小
林
の
美
学
や
歴
史

感
覚
こ
そ
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
。

官
能
的
な
喜
び
や
肉
体
の
快
楽
、
欲
望
の
充
足
は
、
小
林
に
と
っ
て
通
俗
的
で
醜

悪
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
姿
が
、
安
吾
の
眼
に
は
、「
時
代
的
感
情
」
に
巻
き

込
ま
れ
る
形
で
、
芸
術
、
あ
る
い
は
美
が
、
欲
望
や
官
能
を
自
ら
の
外
へ
と
放
逐
し

て
い
く
様
と
し
て
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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