
幕
末
期
の
日
本
社
会
に
お
け
る
国
学
思
想
は
、
・
ヘ
リ
ー
来
航
前
に
既
に
社
会

の
再
構
成
を
図
る
運
動
を
支
え
る
思
想
と
し
て
理
論
化
さ
れ
、
そ
の
代
表
が
平

田
派
国
学
で
あ
っ
た
。
篤
胤
の
門
人
数
は
、
慶
応
三
年
ま
で
に
一
千
人
を
越

え
、
そ
の
出
身
地
は
全
国
各
地
に
及
び
、
ま
た
、
そ
の
出
身
階
層
は
町
人
や
農

民
お
よ
び
神
官
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
篤
胤
の
門
人
数
が
増
加
し
た
理

由
と
し
て
は
、
彼
の
積
極
的
な
教
学
方
針
が
挙
げ
ら
れ
る
。

世
に
た
ん
と
有
る
無
学
の
人
、
ま
た
真
を
知
り
た
き
志
は
有
な
が
ら
書
で

読
ん
で
い
る
暇
も
な
き
人
、
（
中
略
）
そ
の
人
に
代
わ
っ
て
我
一
人
書
を

読
み
得
た
所
を
諭
し
聞
す
方
が
功
も
大
き
く
立
つ
こ
と
で
人
の
為
に
成
、

（
下
略
）
（
『
伊
吹
於
呂
志
』
）

篤
胤
は
学
び
得
た
八
道
Ｖ
を
、
人
々
に
諭
し
聞
せ
る
と
い
う
教
化
を
重
要
な

目
標
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
門
人
達
は
、
八
道
Ｖ
の
内
容
を
説
教
し
て
社
会
へ

の
浸
透
を
促
進
す
べ
く
努
め
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
、
篤
胤
学
の
中
核
を
成
す

神
道
は
、
民
俗
信
仰
と
共
通
的
要
素
を
抱
含
し
て
い
た
た
め
、
農
村
に
普
及

し
、
農
民
の
生
活
の
中
に
具
体
化
す
る
方
向
を
た
ど
っ
た
。
ま
た
、
篤
胤
の
国

学
は
、
「
五
倫
五
常
」
と
い
う
儒
教
的
な
道
徳
と
結
び
つ
い
て
実
践
倫
理
と
し

平
田
篤
胤

学
派
の
社
会
構
造
論

て
機
能
す
る
と
同
時
に
、
死
後
の
世
界
に
関
し
て
宗
教
的
な
安
心
を
与
え
る
思

想
と
し
て
の
性
格
も
も
っ
て
い
た
た
め
に
、
民
衆
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

門
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
篤
胤
学
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
、
そ
の

宇
宙
形
成
論
と
し
て
の
「
国
づ
く
り
」
や
国
士
経
営
の
概
念
は
最
も
注
目
す
べ

き
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
神
々
に
よ
る
「
国
づ
く
り
」
と
い
う
神
道

的
な
概
念
を
も
っ
て
、
国
家
や
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
勢
を
描
く
事
を
意
味
し
て

お
り
、
そ
れ
で
も
国
学
的
な
国
家
の
新
組
織
化
の
理
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ブ
（
〕
Ｏ

篤
胤
の
門
人
で
あ
る
鈴
木
重
胤
（
一
八
一
二
’
一
八
六
三
年
）
は
、
こ
う
し

た
「
国
づ
く
り
」
の
概
念
を
展
開
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

神
典
に
皇
祖
天
神
の
詔
命
を
以
て
、
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
二
柱
神
に
是

漂
在
国
を
修
り
、
理
め
固
め
成
せ
と
宣
え
り
。
是
に
於
い
て
二
柱
神
、
夫

婦
港
合
し
て
、
此
国
士
万
物
を
修
り
理
め
固
め
成
し
て
、
神
功
既
に
立

ち
、
徳
も
又
大
に
成
れ
り
、
神
に
継
ぐ
に
人
民
有
り
、
各
相
割
拠
て
、
国

土
万
物
を
修
り
理
め
固
め
成
し
て
、
其
漂
在
る
所
を
全
く
す
。
人
民
功
業

イ
サ
ム
Ｒ
・
ハ
ム
ザ

七
五



業
の
立
所
此
な
り
。
（
『
世
継
草
』
）

伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
二
神
の
「
構
合
」
に
よ
っ
て
国
士
が
生
成
し
、
万
物

が
生
成
さ
れ
、
さ
ら
に
、
人
間
は
神
の
分
霊
と
し
て
、
「
神
に
継
」
い
で
国
士

を
「
修
理
固
成
」
す
る
こ
と
を
各
自
の
職
分
に
お
い
て
「
相
割
拠
て
」
分
業
し

な
が
ら
受
け
も
つ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
の
「
功
業
」
も
立
ち
、
国
家
が

十
全
な
形
で
完
成
す
る
の
だ
と
重
胤
は
述
べ
る
。
そ
し
て
、
神
々
に
よ
っ
て
国

土
が
「
修
理
固
成
」
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
事
業
が
人
間
に
引
き
継
が
れ
て
、
人

間
に
よ
る
「
修
理
固
成
」
に
よ
っ
て
国
土
が
完
成
す
る
と
い
う
重
胤
の
考
え
方

は
、
国
学
に
お
け
る
国
家
構
想
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ

う
（
》
Ｏ

こ
の
「
修
理
固
成
」
に
つ
い
て
、
個
別
に
見
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
「
修
」
と
は
、

国
家
に
有
用
な
事
業
を
士
農
工
商
の
「
四
民
」
の
職
業
が
分
担
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
「
理
」
と
は
、
儒
教
に
お
け
る
仁
義
礼
智
（
信
）
孝
な
ど
の
徳
に

あ
ま
つ
か
み
く
に
つ
か
み

よ
っ
て
一
身
一
家
一
国
を
治
め
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
神
祇

を
祭
祀
す
、
孝
の
至
極
」
る
こ
と
で
あ
り
、
「
朝
廷
に
奉
仕
す
（
忠
の
至
極
）
」

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
固
」
と
は
、
四
民
が
各
自
の
職
分
に
専
念
し
て
精

励
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
成
」
と
は
、
国
家
の
「
成
就
」
を
目
標
と
し
て
四
民

た
ま
き
は
し
な
き

が
無
限
に
努
力
を
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
「
功
業
の
尽
ざ
る
事
、
環
の
端
無

が
如
し
」
と
重
胤
は
い
う
。
重
胤
に
お
い
て
、
国
士
の
「
修
理
固
成
」
を
人
間

が
神
か
ら
受
け
継
い
だ
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
形
成
に
各
自
が
分
担
し
て
参
画

し
、
忠
孝
の
理
を
知
り
、
固
く
心
を
守
っ
て
そ
の
努
力
を
永
続
さ
せ
る
と
い
う

意
味
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
「
修
理
固
成
」
の
論
理
は
、
伊
邪
那
岐
・
伊

む
す
び

邪
那
美
二
神
の
生
殖
行
為
に
基
づ
く
生
産
発
展
へ
と
動
向
す
る
「
産
霊
」
の
概

念
を
根
源
と
し
て
い
る
。
そ
の
「
産
霊
」
の
概
念
は
既
に
、
平
田
篤
胤
に
ょ
っ

七
六

く
ま
り
づ
け

て
「
産
霊
大
神
の
分
賦
た
ま
え
る
真
性
」
（
『
古
史
伝
』
）
、
「
人
の
常
道
」

（
同
上
）
と
し
て
説
か
れ
て
い
た
が
、
重
胤
に
お
い
て
は
よ
り
具
体
的
に
次
の

よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。

か
み
ご
と
う
つ
し
き
あ
お
ひ
と
ぐ
さ
ひ
と
く
さ
し

神
語
に
顕
見
蒼
生
と
云
る
は
、
天
下
の
人
類
に
は
貴
賤
賢
愚
の
等

な差
有
て
、
一
概
に
云
べ
か
ら
ざ
れ
ど
も
、
皇
祖
天
神
の
本
源
よ
り
云
ふ
時

お
し
く
る
む
す
ぱ
た
ま
し
い

は
、
共
に
該
羅
め
て
、
身
体
は
皇
祖
天
神
の
産
霊
し
給
う
身
体
、
霊
性

こ
と
よ
さ

わ
が
も
の

は
皇
祖
天
神
の
配
賦
し
給
え
る
霊
性
に
し
て
、
身
心
共
に
我
有
に
し
て
我

有
な
ら
ず
（
同
上
）

人
間
は
現
実
の
「
貴
賤
賢
愚
の
等
差
」
は
あ
り
な
が
ら
、
皇
祖
天
神
の
「
産

霊
」
と
い
う
本
源
か
ら
い
う
と
き
は
基
本
的
に
同
質
だ
と
い
う
捉
え
方
が
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
重
胤
の
言
葉
に
は
二
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、

当
時
の
封
建
社
会
に
存
在
す
る
士
農
工
商
の
身
分
差
別
と
い
う
制
度
を
解
体
し

よ
う
と
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、
人
々
の
生
命
も
身
体
も
皇
祖
天
神
の
「
産
霊
」

の
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
ゆ
え
に
、
全
て
皇
祖
天
神
の
も
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
そ
の
生
命
を
天
皇
に
捧
げ
よ
う
と
命
令
す
る
天
皇
制
国
家
の
イ
デ
オ

ロ
ー
グ
の
先
駆
者
の
言
葉
と
し
て
理
解
す
る
立
場
で
あ
り
、
二
つ
は
、
「
身
心

共
に
我
有
に
し
て
我
有
な
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
「
産
霊
」
の
力
に

従
っ
て
生
き
る
こ
と
に
宗
教
的
な
安
心
を
見
い
出
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
立
場

で
あ
る
。
そ
し
て
、
重
胤
の
思
想
は
こ
の
二
つ
の
解
釈
を
そ
れ
ぞ
れ
可
能
に
す

る
よ
う
な
側
面
を
合
わ
せ
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
彼
が
当

時
、
封
建
制
や
天
皇
制
と
い
う
枠
組
糸
を
課
題
と
せ
ず
に
、
国
家
を
「
修
理
固

成
」
す
る
働
き
と
、
そ
れ
へ
の
参
画
を
「
産
霊
」
の
力
の
発
現
と
捉
え
て
い
た

点
に
よ
る
。

重
胤
は
、
「
修
理
固
成
」
と
い
う
人
間
に
与
え
ら
れ
た
任
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ



の
職
業
を
通
し
て
、
四
民
共
に
成
就
す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
類
の
世
に
生
れ
来
る
や
、
男
女
老
少
共
に
、
皇
祖
天
神
よ
り
有
用
の
人

な
る
が
故
に
、
衣
食
住
の
資
料
を
給
し
て
、
世
に
養
ひ
置
せ
給
ふ
所
の
者

な
り
。
手
足
の
働
く
間
は
、
各
其
職
業
の
経
営
に
使
は
せ
給
ふ
と
て
、
活

置
せ
給
ふ
者
な
れ
ば
、
安
閑
と
し
て
徒
然
し
く
、
可
惜
光
陰
を
費
や
す
可

き
者
に
は
非
ず
。
仮
有
千
年
生
延
て
も
、
此
に
て
成
就
と
云
ふ
期
は
有
べ

か
ら
ず
、
其
職
業
の
経
営
に
於
い
て
今
日
ま
で
能
成
す
所
有
り
。
明
日
よ

り
其
未
成
ざ
る
所
を
能
く
成
す
べ
し
。
（
中
略
）
四
民
共
に
其
職
に
依
て

循
を
徳
と
云
ふ
。
此
外
に
利
屈
は
無
き
筈
の
者
な
り
。
学
び
て
此
道
を
明

か
ん
な
が
ら

か
に
為
る
を
神
習
と
云
ひ
、
務
て
此
道
を
行
ふ
を
神
随
と
云
ふ
。
此

即
？
天
下
公
民
の
道
と
為
べ
き
道
な
る
者
な
り
。
（
『
世
継
草
』
）

四
民
は
、
そ
の
職
業
の
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
前
に
平
等
で
あ
り
、
一
人

一
人
が
自
身
の
務
め
に
専
念
し
て
そ
の
職
業
に
よ
く
通
曉
す
る
事
が
「
神
習
」

で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
職
業
に
無
限
に
努
力
し
つ
づ
け
る
こ
と
こ
そ
、
神
に

つ
か
え
る
民
の
行
う
べ
き
「
神
随
」
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、
「
天
下
公
民
の

道
」
で
あ
る
と
重
胤
は
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
天
下
公

民
の
道
」
に
お
い
て
は
、
「
貴
賤
賢
愚
の
等
差
」
と
い
っ
た
身
分
的
な
差
別
で

は
な
く
、
各
自
の
職
分
に
お
け
る
労
働
力
や
生
産
力
の
性
格
的
相
違
こ
そ
が
重

視
さ
れ
る
。
国
士
の
経
営
を
神
か
ら
受
け
継
い
だ
人
間
は
、
多
様
な
職
業
に
分

化
し
、
そ
の
分
化
を
通
し
て
、
全
体
的
な
国
家
の
経
営
を
実
現
す
る
の
で
あ

る
、
「
身
心
共
に
我
有
に
し
て
我
有
な
ら
ず
」
と
す
る
八
無
私
Ｖ
な
生
の
あ
り

様
は
、
今
や
、
神
の
「
活
置
せ
給
ふ
者
」
と
し
て
、
神
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て

あ
る
者
と
し
て
の
自
己
の
確
認
と
表
現
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
自
己
把
握
は
、

「
手
足
の
動
く
間
は
、
各
其
職
業
の
経
営
に
使
は
せ
給
ふ
」
神
の
意
志
に
従
っ

て
、
国
士
の
経
営
を
自
身
の
職
業
の
中
に
実
現
す
る
と
い
う
職
業
倫
理
を
形
成

す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
重
胤
の
「
修
理
固
成
」
の
説
や
「
産
霊
」
の
説
に

は
、
篤
胤
の
国
学
の
良
質
な
継
承
と
展
開
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
篤
胤
の

顕
幽
論
に
お
い
て
は
、
顕
幽
二
世
界
の
価
値
基
準
の
同
一
化
は
、
民
俗
信
仰
と

い
う
日
本
に
固
有
な
文
化
を
無
限
定
に
普
遍
化
し
て
日
本
の
卓
越
性
と
天
皇
の

世
界
支
配
の
正
当
性
を
主
張
す
る
飛
躍
し
た
議
論
と
結
び
つ
い
て
い
た
が
、
重

胤
の
説
く
「
天
下
公
民
の
道
」
に
お
い
て
は
、
現
実
に
存
在
す
る
ど
の
よ
う
な

政
治
体
制
を
も
相
対
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
し
て
、
そ
の
政
治
体
制
が
拠

る
べ
き
価
値
的
源
泉
た
り
得
る
よ
う
な
、
国
家
構
想
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

重
胤
の
門
人
で
あ
る
桂
誉
重
（
一
八
一
六
’
一
八
七
一
年
）
は
、
「
修
理
固

成
」
や
「
産
霊
」
に
よ
る
国
家
経
営
の
説
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
特
に
、
農
業

を
中
心
と
す
る
社
会
構
造
論
を
『
済
生
要
略
』
に
著
し
て
い
る
。

士
農
工
商
の
四
民
と
も
、
先
祖
以
来
代
々
仕
来
り
し
家
業
の
事
に
て
、
役

人
は
役
を
勤
る
が
家
業
、
農
人
は
田
畑
を
作
る
が
家
業
に
て
、
其
根
本
は

神
よ
り
授
け
、
神
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
る
職
業
な
れ
ば
、
等
閑
・
僻
怠
な

く
、
面
々
勤
仕
ふ
る
が
、
即
神
と
君
と
へ
の
奉
公
な
り
。
役
人
が
役
を
勤

る
も
御
用
、
農
人
が
田
を
作
る
も
御
用
、
大
工
が
家
を
建
、
商
人
が
売
買

を
す
る
、
皆
是
御
用
也
。
（
中
略
）
こ
の
御
用
の
職
業
の
中
に
も
、
農
人

の
御
用
が
一
番
大
切
に
重
き
大
事
也
。
前
に
も
申
せ
し
、
天
つ
国
よ
り
任

し
玉
ひ
し
稲
種
を
作
り
て
、
上
は
天
子
・
王
侯
よ
り
、
下
は
万
民
に
至
る

迄
、
今
日
の
命
を
繋
ぐ
米
を
作
り
出
す
故
也
。
一
日
片
時
も
此
米
な
く

て
は
、
万
民
何
を
以
て
今
日
性
命
を
つ
な
ぐ
べ
き
や
。
然
ぱ
四
民
の
中
に
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も
、
取
分
け
大
切
に
す
べ
き
は
農
人
に
て
、
そ
の
農
時
肝
要
の
節
、
狼
に

民
を
使
ふ
な
ど
は
神
と
君
と
に
対
し
、
不
忠
・
不
孝
の
わ
け
也
。

こ
こ
に
は
、
重
農
政
策
を
根
本
と
す
る
、
社
会
の
生
産
力
に
対
す
る
現
実
的

な
見
解
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
農
業
生
産
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社

会
は
経
済
危
機
を
回
避
し
、
国
民
生
活
も
安
定
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
誉
重

は
農
業
以
外
の
職
業
も
否
定
し
て
は
い
な
い
。
士
農
工
商
は
、
身
分
制
秩
序
の

表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
神
と
君
と
へ
の
奉
公
」
や
「
御
用
」
で
あ
る
点
に

お
い
て
は
、
同
等
の
価
値
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
た
だ
農
業
は
、
「
命
を
繋
ぐ

米
を
作
り
出
す
」
故
に
．
番
大
切
に
重
き
大
事
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
「
米
」
に
象
徴
さ
れ
る
農
業
神
信
仰
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ

は
、
「
産
霊
」
の
力
と
い
う
背
景
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
産

者
で
あ
る
農
民
は
、
神
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
職
業
に
専
念
し
、
努
力
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
産
霊
」
の
概
念
は
、
生
産
増
加
に
よ
る
「
安
民
」
を

目
指
す
方
向
に
も
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
・
だ
が
、
そ
れ
は
、
「
富
国
」

論
ま
で
に
は
発
展
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
、
生
産
増
加
の
結
果
と
し
て
「
安
民
」

社
会
の
姿
勢
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
誉
重
の
説
く
重
農

政
策
は
単
な
る
経
済
的
な
側
面
の
承
で
捉
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

日
本
封
建
体
制
と
し
て
の
徳
川
幕
藩
体
制
に
お
け
る
土
地
所
有
制
度
に
お
い
て

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
な
ど
の
封
建
制
と
は
異
っ
て
、
地
主
と
し
て
の
農
民
自

身
が
土
地
の
所
有
者
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
大
多
数
の
農
民
は
「
水
呑
百
姓
」
と

呼
ば
れ
る
生
産
手
段
と
し
て
の
土
地
を
所
有
し
て
い
な
い
存
在
で
あ
っ
た
が
、

「
本
百
姓
」
と
呼
ば
れ
る
農
民
は
士
地
を
私
有
し
て
お
り
、
為
政
者
は
、
彼
ら

か
ら
田
租
を
徴
収
す
る
権
力
を
有
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日

本
近
世
封
建
体
制
に
お
い
て
は
、
農
民
の
生
産
は
本
来
私
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
暴
力
的
に
収
奪
す
る
機
構
と
し
て
公
権
力
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
農
民
の
生
産
は
「
神
と
君
へ
の
奉
公
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
土
地

所
有
制
度
の
実
態
に
即
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
誉
重
が
、
次
の

よ
う
な
意
見
を
述
べ
る
の
は
、
こ
う
し
た
日
本
近
世
封
建
体
制
の
特
質
に
よ
っ

て
い
る
。自

分
の
手
に
て
作
り
出
せ
し
作
徳
故
、
我
も
の
上
や
う
に
思
は
め
ど
、
其

根
元
を
推
て
見
よ
、
即
君
よ
り
の
賜
も
の
也
。
元
来
の
我
も
の
と
決
て
思

ふ
事
な
か
れ
。
其
子
細
は
、
先
づ
其
身
す
ら
神
と
君
と
の
も
の
也
。
作
る

田
も
元
来
君
の
も
の
、
今
日
喰
ふ
夫
喰
も
元
来
君
よ
り
の
賜
も
の
也
。
然

ぱ
其
手
に
作
り
出
す
も
の
、
何
ぞ
一
自
分
私
の
も
の
な
ら
ん
、
皆
神
と
君

と
の
も
の
也
。
（
同
上
）

誉
重
は
、
農
業
生
産
は
私
的
な
行
為
で
は
な
い
と
い
う
。
重
胤
が
、
「
身
心

共
に
我
有
に
し
て
我
有
な
ら
ず
」
と
し
て
神
に
よ
っ
て
い
か
さ
れ
て
い
る
も
の

と
し
て
自
己
を
把
握
す
る
八
無
私
Ｖ
の
説
は
、
誉
重
に
お
い
て
は
よ
り
具
体
的

に
、
生
産
物
に
対
す
る
私
的
所
有
権
の
主
張
の
放
棄
と
し
て
語
ら
れ
る
。
し
か

し
、
土
地
所
有
制
度
の
実
態
に
即
す
る
な
ら
ば
、
「
自
分
の
手
に
て
作
り
出
せ

し
作
徳
」
は
自
身
の
私
有
物
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
誉
重
も
そ
の
点
は
認
め

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
認
め
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
「
其
根
元
を
推
て
見
よ
」
と

か
、
「
元
来
の
我
も
の
と
決
て
思
う
事
な
か
れ
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
す
る
の

で
あ
ろ
う
。
誉
重
の
「
奉
公
」
や
「
御
用
」
の
主
張
は
、
結
果
と
し
て
は
、
現

実
社
会
に
存
在
す
る
諸
矛
盾
を
隠
敞
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
装
置
と
し
て
働
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
と
君
と
へ
の
奉
公
を
忠
孝
の
道
と
し
て
規
範
化
す

る
道
で
あ
っ
た
。
民
衆
は
、
神
と
天
皇
の
所
有
物
、
「
神
と
君
の
も
の
」
な
の

で
あ
る
。
重
胤
が
、
「
神
は
常
も
我
傍
に
在
て
我
所
行
を
見
給
ふ
物
と
、
平
生
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に
心
得
置
く
可
し
」
（
『
世
継
草
』
）
と
語
っ
て
い
た
神
は
、
も
は
や
誉
重
に
お

い
て
は
、
目
に
見
え
ぬ
幽
冥
の
神
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
世
界
に
具
体
的
な

姿
を
も
つ
「
現
人
神
」
と
し
て
の
天
皇
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
誉
重
は
、
土
地
所
有
制
度
に
基
づ
く
私
的
な
活
動
と
し
て
農
業
生
産

に
、
神
と
天
皇
と
い
う
権
威
と
権
力
と
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
落
共

同
体
を
権
力
的
な
体
系
に
再
編
す
る
の
で
あ
る
。

篤
胤
の
神
道
論
に
お
け
る
神
の
概
念
は
、
重
胤
を
通
し
て
誉
重
に
至
り
、
現

人
神
と
し
て
の
天
皇
が
支
配
す
る
国
家
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
生
象
だ
し
た
。

そ
の
際
、
誉
重
の
主
張
に
お
い
て
、
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
点
は
、
彼
が
村
落

共
同
体
の
再
編
成
を
目
指
す
に
あ
た
っ
て
、
農
民
を
神
と
天
皇
と
の
所
有
物
で

あ
る
と
す
る
観
点
を
貫
い
て
、
そ
こ
に
、
支
配
ｌ
被
支
配
の
関
係
を
導
入
し
た

点
で
あ
る
。
勿
論
、
従
来
に
お
い
て
も
、
名
主
以
下
の
村
方
三
役
が
、
農
村
に

お
け
る
税
の
収
納
や
訴
訟
事
務
を
取
り
扱
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
一

般
の
農
民
か
ら
は
、
か
け
離
れ
た
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
誉
重
は

言
う
。
・

き
よ
う
り
む
ら
お
さ
ご
う
そ
ん

郷
吏
・
村
長
は
、
郷
村
に
住
居
す
る
も
の
に
て
、
元
来
多
少
に
よ
ら
ず

田
畑
も
所
持
す
る
故
、
一
郷
・
一
村
の
手
本
に
自
ら
、
耕
穫
す
る
が
是
又

御
用
也
。
元
々
農
民
を
お
預
か
り
申
て
、
年
の
貢
を
豊
に
す
る
が
本
職
な

れ
ば
也
・
故
に
農
政
を
講
じ
、
其
道
を
明
か
に
し
、
身
を
以
て
先
ん
ず
れ

ば
、
言
ず
し
て
農
民
入
精
す
る
か
ら
の
事
。
然
る
に
今
の
村
長
等
は
、
稲

い
と
ま
れ

種
の
名
も
し
ら
ぬ
者
多
く
、
況
や
農
作
す
る
者
甚
稀
な
る
は
、
是
亦
神
習

ふ
教
を
守
ら
ざ
る
故
也
。
（
同
上
）

誉
重
は
、
村
長
ら
が
非
農
民
化
し
て
「
稲
種
の
名
も
し
ら
ぬ
者
」
や
耕
作
し

な
い
者
が
多
い
と
い
う
実
態
を
明
か
す
。
そ
し
て
、
彼
は
、
村
長
と
は
、
「
農

民
を
御
預
り
申
し
て
、
年
の
貢
を
豊
に
す
る
が
本
職
」
で
あ
る
と
し
、
支
配
者

の
代
行
者
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
代
行
は
、
従
来
の
村
方
三
役

の
制
度
に
お
け
る
よ
う
な
行
政
事
務
の
代
行
に
止
ら
ず
、
村
長
自
ら
が
農
民
の

模
範
と
な
っ
て
本
格
的
な
農
業
を
行
な
い
、
村
の
農
民
た
ち
の
職
業
上
の
指
導

者
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
倫
理
的
な
指
導
者
と
も
な
る
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ

ヲ
（
》
◎

若
家
業
を
勤
め
ず
、
叉
僻
怠
の
も
の
あ
ら
ぱ
、
村
長
等
深
く
教
諭
し
戒
む

く
き
が
、
是
亦
是
等
が
職
業
御
用
也
。
正
と
不
正
と
、
励
む
と
怠
る
と

は
、
面
々
心
に
問
ひ
て
明
白
也
。
（
同
上
）

『
古
事
記
』
を
「
教
誠
の
書
」
と
し
て
読
ん
で
は
な
ら
な
い
と
す
る
宣
長
の

国
学
か
ら
は
、
遙
か
に
隔
た
っ
て
し
ま
っ
た
地
点
に
ま
で
国
学
が
進
ん
で
い
っ

た
こ
と
は
、
こ
の
誉
重
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
正
・
不
正
を
明
ら
か

に
す
る
事
や
心
に
問
う
事
な
ど
は
、
宣
長
に
お
い
て
は
問
題
と
し
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
篤
胤
が
性
・
道
・
教
の
再
構
築
を
目
指
し
、
教
化
を
重
視

し
た
こ
と
は
、
誉
重
に
お
い
て
は
、
村
長
に
よ
る
教
諭
や
教
戒
と
し
て
具
体
化

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
誉
重
は
、
村
長
に
農
村
の
支
配
者
と
し

て
資
格
を
与
え
る
。

郷
吏
・
村
長
、
身
は
軽
く
と
も
、
朝
廷
の
命
令
を
受
伝
ひ
、
一
郷
一
村
の

人
民
を
支
配
す
る
者
な
れ
ば
、
豪
富
共
の
騎
慢
を
受
べ
き
も
の
に
あ
ら

ず
。
是
を
受
け
て
は
、
倶
に
上
を
蔑
に
す
る
に
あ
た
る
。
是
は
大
切
な
る

御
政
事
に
関
る
故
な
れ
ば
也
。
（
同
上
）

村
長
は
、
．
郷
一
村
の
人
民
を
支
配
す
る
者
」
と
し
て
朝
廷
の
代
理
と
い

う
地
位
を
獲
得
す
る
。
し
か
し
、
農
村
の
支
配
者
と
し
て
村
長
が
地
主
層
か
ら

選
ば
れ
る
の
は
、
彼
が
、
豪
農
だ
か
ら
で
は
な
い
。
誉
重
に
よ
れ
ば
、
村
長
に
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な
る
べ
き
者
は
、
公
儀
の
教
戒
を
守
り
、
昔
風
の
知
識
が
あ
り
、
村
民
ら
に
尊

敬
さ
れ
る
老
人
で
あ
り
、
必
ず
し
も
名
主
な
ど
の
大
地
主
に
は
限
ら
な
い
。
そ

し
て
、
農
村
で
は
、
父
兄
の
次
に
は
村
内
の
老
年
の
者
が
尊
敬
さ
れ
る
風
習
が

あ
っ
た
た
め
、
村
長
を
決
め
る
に
は
、
そ
う
し
た
倫
理
的
な
条
件
も
必
要
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
村
長
と
村
民
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
る
。

御
百
姓
前
は
、
其
村
長
を
、
産
落
さ
れ
し
親
と
心
得
、
よ
く
も
あ
し
く

も
、
親
の
申
す
事
は
背
か
れ
ぬ
も
の
と
、
魂
に
す
り
込
、
家
内
の
も
の
子

孫
下
人
迄
も
、
よ
く
呑
込
せ
置
か
ざ
れ
ば
、
不
孝
も
の
と
な
る
也
・
（
同

上
）

家
父
長
的
な
村
長
に
よ
る
支
配
の
下
で
、
農
村
社
会
は
安
定
を
獲
得
し
、
そ

の
生
産
力
が
向
上
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
神
に
対
し
て
「
よ
く
も
あ
し
く
も
」

服
従
す
る
態
度
は
、
誉
重
に
お
い
て
は
村
長
に
対
し
て
「
よ
し
く
も
あ
し
く

も
」
服
従
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
倭
小
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
服
従
を
「
孝
」
と
、
彼
は
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
明
治
期
の
天
皇
制
国
家
に
お
け

る
家
族
主
義
的
国
家
観
は
、
誉
重
に
お
い
て
、
そ
の
概
念
装
置
を
す
べ
て
揃
え

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
天
皇
制
国
家
が
地
方
に
お
け
る
小
型
組
織

を
基
盤
と
し
て
、
そ
の
上
に
成
立
し
て
い
た
よ
う
に
、
誉
重
の
説
く
村
長
像

は
、
朝
廷
代
理
と
し
て
、
地
域
共
同
体
に
君
臨
し
、
人
民
を
支
配
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
無
条
件
の
服
従
が
要
求
さ
れ
、
そ
れ
が
「
孝
」
の
道
だ
と
さ
れ

る
「
孝
」
と
い
う
儒
教
的
徳
目
は
、
篤
胤
に
お
い
て
は
、
親
に
対
す
る
孝
と
し

て
一
般
的
な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
重
胤
に
お
い
て
は
、
孝
は

祭
祀
の
至
り
で
あ
る
と
し
て
民
俗
信
仰
に
近
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
、
誉
重
に
お

い
て
、
村
長
へ
の
服
従
と
し
て
、
村
落
共
同
体
の
中
に
支
配
ｌ
被
支
配
の
関
係

を
導
入
し
、
権
力
的
な
構
造
に
再
編
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て

用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
農
村
社
会
に
お
け
る
上
下
関
係
を
律

す
る
規
範
と
し
て
、
儒
教
的
徳
目
を
断
片
化
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
、
平
田
派

の
国
学
者
た
ち
の
特
徴
で
あ
り
、
重
胤
も
ま
た
、
「
修
理
固
成
」
の
「
理
」
を

説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
仁
義
礼
智
信
忠
孝
な
ど
の
儒
教
的
徳
目
を
用
い
て

い
た
。
し
か
し
、
国
学
に
お
い
て
は
、
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
二
神
の
「
交

購
」
に
よ
っ
て
国
士
が
生
成
さ
れ
た
と
す
る
国
生
み
神
話
に
象
徴
的
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
男
女
夫
婦
の
関
係
に
、
人
間
関
係
の
最
も
基
本
的
な
姿
を
見

出
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
重
胤
は
、
君
臣
と
い
う
上
下
関
係
を
、
男
女

夫
婦
の
関
係
に
基
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
じ
て
い
る
。

男
女
夫
婦
は
人
情
の
基
本
に
し
て
、
万
業
の
最
初
な
り
。
君
の
臣
を
御
す

る
事
、
応
に
夫
の
婦
に
於
る
が
如
く
、
臣
の
君
に
奉
ず
る
事
、
婦
の
夫
を

思
ふ
が
如
く
、
相
愛
し
象
相
睦
ぶ
時
は
、
明
君
な
り
、
良
相
な
り
。
（
『
世

継
草
』
）

男
女
夫
婦
の
性
愛
の
関
係
こ
そ
が
、
「
人
情
の
基
本
」
で
あ
り
、
「
万
物
の

最
初
」
だ
と
重
胤
は
言
う
。
そ
し
て
、
君
臣
関
係
も
、
支
配
ｌ
服
従
の
権
力
的

な
関
係
で
も
な
け
れ
ば
、
御
恩
ｌ
奉
公
と
い
う
契
約
に
基
づ
く
関
係
で
も
な

く
、
「
相
愛
し
承
相
睦
ぶ
」
と
い
う
、
親
密
な
、
ほ
と
ん
ど
身
体
的
接
触
を
通

じ
て
し
か
獲
得
さ
れ
な
い
よ
う
な
心
情
的
な
結
合
と
し
て
語
ら
れ
る
。
し
か

し
、
重
胤
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
「
産
霊
」
の
力
に
よ
っ
て
生
成
す
る
共
同
的
な

生
の
あ
り
様
と
し
て
の
君
臣
関
係
は
、
誉
重
に
お
い
て
は
、
よ
り
術
策
的
な
観

点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
。
彼
は
、
師
の
『
世
継
草
』
に
対
す
る
注
解
書
で
あ
る
、

『
世
継
草
摘
分
』
の
中
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

夫
婦
愛
敬
ノ
心
ヲ
以
テ
君
臣
父
子
兄
弟
朋
友
二
用
上
、
君
父
ノ
心
ヲ
心
ト
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シ
テ
能
治
メ
ト
上
ノ
ブ
・
ヘ
シ
。
彼
五
倫
五
常
ト
各
目
立
セ
ル
其
実
行
モ
、

皆
此
中
二
網
羅
シ
ア
リ
テ
行
ル
坐
処
ヲ
証
ス
。
為
二
君
臣
父
子
云
々
仁
義

礼
智
云
々
又
忠
孝
ナ
ド
、
衆
人
ノ
心
得
易
キ
ャ
ウ
ニ
説
レ
タ
リ

誉
重
も
ま
た
、
夫
婦
の
「
愛
敬
ノ
心
」
に
人
倫
の
基
本
的
な
姿
を
見
出
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
神
道
的
な
観
念
に
読
承
替
え
ら
れ
た
五
倫
五
常
の
す
べ
て
に

通
底
し
て
成
立
し
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
政
治
的
な
理
念
と

し
て
国
学
的
な
社
会
構
成
の
実
現
の
た
め
の
倫
理
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
誉

重
は
、
重
胤
が
儒
教
的
徳
目
を
用
い
て
論
じ
た
こ
と
の
理
由
を
、
「
衆
人
ノ
心

得
易
キ
ャ
ウ
ニ
説
レ
タ
」
の
だ
と
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
誉
重
は
、
教
化

の
た
め
の
手
段
と
い
う
観
点
か
ら
師
説
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
彼
が
、
当
時
の
社
会
の
状
況
を
、
共
同
の
生
が
実
現
し
た
「
相
愛
し
象
相

睦
ぶ
」
よ
う
な
状
態
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
共
同
性
が
崩
壊

し
混
乱
し
た
状
態
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

当
世
ノ
人
機
タ
ル
ャ
、
下
ト
シ
テ
上
ノ
政
事
ヲ
批
判
シ
、
有
司
ノ
可
否
ヲ

論
ジ
、
下
司
〈
上
司
ヨ
リ
強
ク
、
臣
ト
シ
テ
用
ラ
レ
ザ
ル
時
〈
心
中
一
一
君

ヲ
怨
ミ
、
子
ト
シ
テ
親
ヲ
片
付
者
ト
シ
、
或
〈
棄
テ
他
郷
へ
走
り
、
妻
ト

シ
テ
夫
ヲ
追
ツ
カ
ヒ
、
弟
子
ト
シ
テ
師
ヲ
軽
ン
ジ
（
同
上
）

誉
重
の
目
に
映
っ
た
当
時
の
世
相
は
、
上
下
関
係
の
秩
序
が
ま
っ
た
く
混
乱

し
崩
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
混
乱
の
中
か
ら
、
秩

序
あ
る
社
会
を
再
び
組
織
化
す
る
た
め
に
、
誉
重
は
、
よ
く
も
あ
し
く
も
服
従

す
る
事
を
求
め
る
強
硬
な
上
下
定
分
の
論
理
を
教
化
の
た
め
の
手
段
と
し
て
主

張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
孝
」
の
道
で
あ
り
、
ま
た
「
神
習
」
の
道
で
も

あ
る
。

先
以
朝
廷
二
於
テ
人
民
ノ
神
習
ノ
事
ヲ
深
ク
厚
ク
大
御
心
一
一
掛
サ
セ
玉
へ

（
、
此
大
御
心
ヲ
心
ト
シ
テ
、
諸
有
司
ヨ
リ
国
守
、
郡
司
、
保
長
、
村
主

ト
伝
へ
伝
ヘ
テ
、
大
御
宝
二
教
戒
シ
（
中
略
）
神
習
ハ
セ
シ
モ
ノ
ト
見
１

（
同
上
）

「
神
習
」
の
道
と
は
、
天
皇
の
「
大
御
心
」
を
「
伝
へ
伝
へ
て
」
、
「
大
御

宝
」
と
し
て
の
人
民
を
教
戒
す
る
道
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
水
戸
学
的
な
支
配

の
階
統
的
構
造
を
見
る
事
が
で
き
、
叉
、
誉
重
自
身
も
、
「
村
長
等
、
尊
大
な

れ
と
の
義
に
は
あ
ら
ず
、
大
道
の
大
義
を
申
す
事
也
。
」
（
『
済
生
要
略
』
）

と
、
「
大
義
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
誉
重
は
、
村
落
共
同

体
の
内
部
に
お
い
て
は
村
長
の
君
臨
す
る
家
父
長
的
権
威
に
基
づ
く
支
配
ｌ
服

従
の
秩
序
に
よ
る
再
編
成
を
説
く
と
同
時
に
、
水
戸
学
の
大
義
名
分
論
に
接
近

し
た
形
で
、
天
皇
か
ら
人
民
に
ま
で
至
る
支
配
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
よ
る
国
家

の
再
編
成
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
農
村
の
再
編
成
は
、
農
業
生
産
の
増

大
を
目
指
し
て
お
り
、
宮
負
定
雄
は
、
そ
れ
を
、
教
化
と
人
口
増
加
政
策
に

よ
っ
て
達
成
す
べ
き
だ
と
し
て
、
「
先
国
益
は
、
天
下
の
人
民
に
道
を
教
へ

て
、
且
、
人
種
子
を
殖
す
事
、
専
一
な
り
」
（
『
国
益
本
論
』
）
と
い
う
観
点
か

ら
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
農
業
生
産
の
拡
大
な
く
し
て
は
、
治
国

安
民
は
実
現
し
な
い
と
い
う
の
が
、
平
田
派
国
学
者
た
ち
に
共
通
す
る
主
張
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

生
田
万
（
一
八
○
一
’
一
八
三
七
年
）
は
、
こ
う
し
た
主
張
を
、
武
士
の
立

場
か
ら
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
彼
が
著
し
た
館
林
藩
の
行
政
改
革
に
関
す
る
意

見
書
で
あ
る
『
岩
に
む
す
苔
』
は
、
宣
長
の
『
秘
本
玉
く
し
げ
』
に
お
け
る
、

「
今
の
世
の
人
々
の
身
分
の
持
ち
様
は
、
上
中
下
共
に
押
し
な
べ
て
分
際
よ
り

は
、
殊
の
外
重
々
し
き
に
過
ぎ
候
。
ま
づ
上
を
い
は
堂
、
今
の
大
名
方
の
御
身

お
お
む
か
し
な
か
む
か
し

分
の
重
々
し
さ
は
、
上
古
の
天
子
、
中
古
の
大
将
軍
な
ど
よ
り
も
勝
り
て

八
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重
々
し
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

昔
は
惣
体
無
造
作
に
し
て
、
今
の
世
の
如
く
、
重
々
し
く
は
あ
ら
ざ
る
故

か
え
り

に
、
物
入
は
半
分
に
も
御
座
な
く
候
て
、
却
て
手
行
も
宜
し
く
御
座
候

な
り
。

生
田
は
、
昔
は
質
素
で
あ
っ
た
が
、
今
は
華
美
な
も
の
を
求
め
る
た
め
に
、

「
物
入
」
も
増
え
た
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
改
革
に
よ
っ
て
、
人
員
を

減
ら
す
な
ど
の
工
夫
を
す
べ
き
だ
と
提
言
す
る
。

ま
づ
御
身
分
の
甚
重
々
し
き
に
よ
り
て
、
そ
れ
に
付
た
る
万
事
を
、
殊
の

外
重
々
し
く
取
り
扱
ひ
候
よ
り
、
武
備
国
政
の
外
に
、
御
身
に
付
た
る
さ

ま
ざ
ま
の
役
人
多
く
候
て
、
一
人
に
て
も
済
む
べ
き
こ
と
に
も
、
上
役
下

役
段
々
に
御
座
候
て
、
さ
し
も
な
き
儀
に
も
、
人
手
間
多
く
懸
か
り
、
次

第
に
事
を
繁
く
、
費
を
多
く
し
、
其
一
々
の
取
扱
い
に
、
一
つ
と
し
て
御

物
入
の
な
き
事
は
御
座
な
く
候
。
（
同
上
）

身
分
を
重
々
し
く
飾
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
諸
事
費
用
が
か
か
り
、
経

済
的
に
窮
迫
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
役
人
の
数
は
こ
れ
を
削
減
す
べ
き
だ
と

生
田
は
言
う
。
そ
の
意
見
は
、
商
品
経
済
の
浸
透
に
よ
っ
て
武
士
が
「
旅
宿
の

境
界
」
に
陥
り
困
窮
す
る
様
を
描
い
た
、
柤
侠
の
『
政
談
』
の
説
を
想
い
起
こ

さ
せ
る
。
そ
し
て
、
生
田
も
ま
た
、
祖
侠
と
同
様
に
、
武
士
士
着
論
を
提
案
す

る
の
で
あ
る
。

な
さ
れ
た
か

当
時
御
家
中
へ
御
渡
し
被
成
候
高
は
、
如
何
程
と
申
す
事
、
會
て
存
ぜ
ず

候
へ
ど
も
、
（
中
略
）
姑
く
五
万
石
と
相
定
め
候
は
む
に
、
其
五
万
石
の

半
を
減
じ
て
、
弐
万
五
千
石
を
地
方
に
直
し
て
御
渡
し
成
さ
れ
、
御
家
中

残
ら
ず
土
着
を
仰
付
ら
れ
候
は
具
差
当
り
弐
万
五
千
石
の
御
加
増
御
座

候
も
同
じ
御
事
に
て
、
（
中
略
）
こ
れ
莫
大
の
御
益
に
候
は
む
か
、
是
は

其
綱
領
に
御
座
候
、
下
に
一
々
其
条
目
の
細
か
な
る
こ
と
は
申
上
候
は

む
。
（
同
上
）

生
田
は
、
武
士
を
土
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
例
え
ば
五
万
石
を
俸

禄
と
し
て
給
付
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
半
分
の
二
万
五
千
石
を
そ
れ
ぞ

れ
の
知
行
地
に
お
い
て
渡
せ
ば
よ
く
、
残
り
は
す
べ
て
藩
財
政
に
組
承
込
む
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
御
城
下
に
居
住
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
物

入
り
が
多
い
の
で
あ
り
、
地
方
に
住
め
ば
、
諸
経
費
が
節
減
さ
れ
て
、
従
来
の

半
分
の
収
入
で
も
十
分
に
暮
ら
し
て
ゆ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
生
田
は
、

三
分
の
一
ほ
ど
で
も
十
分
だ
と
ま
で
言
う
。

御
家
中
残
ら
ず
士
着
仕
候
時
は
、
三
季
の
渡
り
方
と
申
も
な
く
、
彼
是
の

差
引
、
諸
勘
定
等
も
少
く
相
成
り
候
へ
ぱ
、
彼
是
の
三
分
の
壱
程
の
御
用

て
す
ぎ

も
、
御
座
あ
る
ま
じ
く
候
。
諸
役
手
皆
是
に
準
じ
て
、
其
手
透
に
御
座
あ

る
べ
く
候
。
是
則
ち
第
一
の
御
倹
約
に
て
、
（
中
略
）
御
家
中
の
面
々
、

座
し
て
食
ふ
者
壱
人
も
な
く
、
粗
食
粗
服
し
て
、
田
畠
野
山
の
間
に
日
を

送
り
、
自
ら
薪
水
・
農
桑
の
労
を
も
尽
し
て
、
人
々
衣
食
の
銀
難
を
知
る

時
は
、
誰
教
へ
ず
と
も
、
お
の
づ
か
ら
淳
朴
質
素
の
風
俗
と
な
り
、
花
華

願
著
の
風
儀
尽
く
止
み
て
、
且
各
々
筋
骨
た
く
ま
し
く
、
当
時
の
御
家
中

に
は
数
倍
勝
り
て
、
ま
さ
か
の
御
用
に
も
相
立
つ
べ
く
、
其
上
元
来
世
禄

の
こ
と
な
れ
ば
、
其
淳
朴
質
素
の
風
俗
よ
り
遂
に
は
面
々
勝
手
を
も
取
直

し
て
、
何
様
の
御
用
に
て
も
差
支
な
く
相
勤
め
申
す
べ
き
に
て
候
（
同

上
）

武
士
を
土
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
的
な
困
窮
が
な
く
な
る
だ
け
で

な
く
、
士
風
を
刷
新
し
て
、
「
淳
朴
質
素
の
風
俗
」
が
回
復
し
、
肉
体
的
に
も

鍛
え
ら
れ
た
役
に
立
つ
武
士
が
育
成
さ
れ
る
と
生
田
は
説
く
。
そ
の
武
士
土
着
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論
は
、
祖
棟
の
『
政
談
』
に
お
け
る
武
士
土
着
論
と
ま
っ
た
く
同
一
の
論
旨
に

沿
っ
て
い
る
。
平
田
派
の
国
学
者
で
あ
る
生
田
万
は
、
こ
の
よ
う
に
柤
侠
と
同

様
な
説
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
そ
の
関
係
は
、
興
味
深
く
思
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
は
生
田
の
武
士
土
着
論
に
見
ら
れ
る
祖
侠
学
へ
の
接
近
は
、
祖
侠

学
が
道
理
に
よ
っ
て
現
実
を
裁
断
す
る
こ
と
で
は
な
く
へ
術
と
し
て
現
実
に
対

応
す
る
こ
と
を
説
く
と
い
う
そ
の
柔
軟
性
に
因
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
生
田
に
と
っ
て
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
や
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
諸
矛
盾
に

ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
と
い
う
現
実
へ
の
対
応
こ
そ
が
重
要
な
問
題
だ
っ

た
の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
強
兵
策
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

願
は
く
は
、
大
学
校
を
御
造
立
あ
り
て
、
令
式
等
の
古
典
に
よ
り
て
、
あ

ら
あ
ら
及
第
科
挙
の
法
を
立
候
て
、
言
行
相
叶
ふ
べ
き
人
物
を
撰
ゑ
と
り

て
、
御
藩
頭
以
下
相
当
の
役
儀
を
御
付
ら
れ
、
ま
た
壱
年
に
両
度
成
り
と

ふ
な
い
ぐ
さ

も
、
人
馬
の
調
練
・
攻
城
・
野
戦
・
船
軍
・
陣
法
の
大
興
行
あ
り
た
き

夢
じ
よ
う

事
に
奉
存
候
。
御
上
を
始
め
奉
り
、
一
統
富
饒
に
相
成
り
候
て
は
、
御

給
人
以
上
、
少
々
の
資
料
等
を
下
し
お
か
れ
、
平
生
は
耕
作
に
も
相
遣
ふ

な
ほ

べ
く
、
各
女
馬
を
飼
立
候
様
に
仰
付
ら
る
べ
く
や
。
猶
御
人
数
の
御
不
足

な
る
分
は
、
百
姓
拾
五
歳
よ
り
五
十
歳
迄
の
内
、
拾
人
よ
り
壱
人
を
取
り

て
、
御
先
手
同
様
に
御
遣
ひ
遊
さ
れ
候
と
も
、
苦
し
か
る
ま
じ
く
、
こ
れ

皇
朝
軍
団
の
古
制
に
近
く
、
且
百
姓
は
、
面
を
帯
刀
致
す
を
面
目
と
仕
る

べ
く
、
御
上
に
て
は
、
別
に
御
手
宛
も
入
ら
ず
候
て
、
御
人
数
相
増
し
、

》
」
、
シ
』
一
」
○
歩
』

其
上
こ
れ
ら
の
者
軍
術
に
相
馴
れ
候
時
は
、
一
国
悉
く
真
の
武
国
と
相

こ
つ
ず
い

成
り
申
す
べ
く
候
。
凡
て
武
を
骨
髄
と
し
、
文
を
皮
毛
と
し
て
、
国
を
治

め
、
天
下
を
平
か
に
し
給
ふ
は
、
我
皇
朝
の
古
の
道
に
し
て
（
以
下
略
）

江
戸
時
代
中
期
以
降
、
諸
藩
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
藩
政
改
革
運
動
に
お
い
て

は
、
人
材
登
用
と
殖
産
興
業
と
と
も
に
、
武
士
教
育
と
庶
民
教
化
と
を
重
要
な

柱
と
し
て
い
た
。
生
田
も
ま
た
、
大
学
の
設
立
に
よ
る
武
士
教
育
を
説
く
が
、

そ
の
中
心
的
課
題
は
軍
備
の
強
化
に
あ
る
。
そ
し
て
、
庶
民
教
化
も
、
《
熊
沢
藩

山
（
一
六
一
九
’
一
六
九
一
年
）
が
備
前
藩
に
お
い
て
説
い
た
農
兵
制
改
革

こ
ん
で
い

や
、
更
に
は
遠
く
奈
良
時
代
に
行
わ
れ
た
「
健
児
の
制
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る

よ
う
な
、
「
皇
朝
軍
団
」
の
創
設
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
農
兵
主
義
は
、
江

戸
時
代
末
期
に
長
州
藩
に
お
い
て
「
奇
兵
隊
」
と
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
生
田
は
、
武
士
の
教
育
や
庶
民
の
教
化
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
も
、

「
武
を
骨
髄
」
と
し
て
、
様
々
な
種
類
の
軍
事
演
習
を
実
地
に
行
う
こ
と
を
、

そ
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
に
海
戦
の
訓
練
を
説

い
て
い
る
点
は
、
こ
の
提
言
が
な
さ
れ
た
文
政
十
一
年
（
一
八
二
九
年
）
当
時

の
、
日
本
沿
岸
へ
の
外
国
船
の
接
近
と
、
そ
れ
に
対
し
て
幕
府
に
よ
っ
て
出
さ

れ
た
「
異
国
船
打
払
令
」
な
ど
の
政
治
的
情
勢
に
対
応
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
生
田
は
、
藩
士
の
教
育
や
「
皇
朝
軍
団
」
の
創
設
に
よ
っ

て
、
館
林
藩
全
体
が
、
．
国
悉
く
真
の
武
国
」
と
な
っ
て
、
軍
事
的
に
統
一

さ
れ
る
事
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
田
が
、
藩
政
改
革
や
藩
内
の

統
一
と
宥
和
の
承
を
目
指
し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
百
姓
は
、
も
と
よ
り
我
が
朝
廷
の
百
姓
に
候
を
、
暫
く
征
夷
大

将
軍
に
御
あ
づ
け
あ
り
し
を
、
（
以
下
略
）
（
同
上
）
．

誉
重
が
、
四
民
は
神
と
天
皇
の
所
有
物
で
あ
る
と
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
生

田
も
、
百
姓
は
天
皇
の
百
姓
で
あ
り
、
将
軍
は
、
し
ば
ら
く
こ
れ
を
預
か
っ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
と
言
う
。
よ
り
政
治
的
に
言
う
な
ら
ば
、
幕
府
は

天
皇
か
ら
大
政
を
委
任
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
を
正
当
化
す
る
論
拠
を

手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。
平
田
派
国
学
者
で
あ
る
生
田
が
、
政
治
的
支
配
Ｉ
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被
支
配
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
つ
ね
に
、
天
皇
に
よ
る
支

配
と
将
軍
や
大
名
に
よ
る
支
配
と
い
う
二
重
構
造
の
中
に
捉
え
る
と
い
う
知
の

あ
り
様
は
、
現
実
の
相
対
化
を
生
承
出
す
の
で
あ
り
、
生
田
が
、
社
会
情
勢
に

対
す
る
実
用
的
な
対
処
を
説
く
の
は
、
こ
う
し
た
、
現
実
の
二
重
化
や
相
対
化

と
い
う
視
点
か
ら
可
能
と
成
る
の
で
あ
る
。
篤
胤
の
国
学
に
お
い
て
は
、
彼
の

顕
幽
論
が
宣
長
の
顕
幽
論
の
よ
う
に
顕
幽
二
世
界
を
断
絶
し
て
し
ま
う
の
で
は

な
く
、
こ
の
二
世
界
の
価
値
基
準
を
同
一
化
し
て
連
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
地
」
上
に
天
皇
の
支
配
す
る
顕
界
と
大
国
主
の
支
配
す
る
幽
界
と
の
両

者
を
並
立
さ
せ
、
地
上
世
界
を
二
重
化
し
た
こ
と
が
、
後
の
平
田
派
の
国
学
者

に
与
え
た
影
響
、
即
ち
現
実
を
相
対
化
す
る
視
点
の
獲
得
と
い
う
意
味
を
重
視

す
べ
き
で
あ
る
。
篤
胤
の
顕
幽
論
こ
そ
は
、
後
の
国
学
運
動
に
お
け
る
精
霊
と

な
っ
た
と
述
べ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

生
田
の
説
く
、
行
政
改
革
と
倹
約
を
目
的
と
す
る
「
武
士
土
着
論
」
や
、
武

芸
の
よ
り
高
い
実
用
化
を
目
指
す
た
め
の
軍
事
演
習
や
農
兵
主
義
的
な
軍
団
再

編
成
論
と
し
て
の
藩
士
教
育
と
庶
民
教
化
な
ど
は
、
三
民
の
指
導
者
た
る
武
士

の
職
分
と
し
て
の
優
越
性
を
説
く
一
方
で
、
土
着
に
よ
る
武
士
の
農
民
化
、
農

民
の
武
士
化
を
促
進
し
、
両
者
を
相
互
に
還
流
さ
せ
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
身
分

制
秩
序
の
平
準
化
に
進
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
神
の
前
で
の

平
等
や
天
皇
に
対
す
る
忠
誠
の
四
民
に
お
け
る
価
値
的
同
等
さ
と
い
う
平
田
派

国
学
の
主
張
を
、
武
士
の
立
場
か
ら
政
策
化
し
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
じ
く
天
皇
に
対
す
る
忠
誠
を
説
い
て
も
、
そ
の
内

容
は
、
農
民
の
立
場
に
よ
る
重
胤
や
誉
重
ら
と
、
武
士
の
立
ち
場
に
よ
る
生
田

と
で
は
異
な
っ
て
い
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
重
胤
や
誉
重
は
、
男
女
夫
婦
の
性
愛
の
関
係
を
人
倫
の

基
本
と
し
、
こ
れ
を
君
臣
関
係
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
忠
誠
に
つ
い
て

説
い
て
い
た
。
そ
う
し
た
心
情
的
結
合
を
中
核
と
す
る
君
臣
関
係
に
つ
い
て
、

誉
重
は
、
「
中
正
真
情
」
と
表
現
し
て
い
る
。

さ

ま
ど
こ
ろ
し
も
か
た

然
れ
ば
士
た
る
者
は
、
君
に
中
正
真
情
を
以
て
奉
仕
、
下
方
を
取
扱
ふ
者

や
き
た
つ

は
、
中
正
真
情
を
以
て
、
御
百
姓
前
の
行
立
や
う
に
取
計
ひ
、
農
人
は
鍬

こ
う
う
ん
た
が

下
し
よ
り
種
子
蒔
、
耕
転
、
収
穫
に
至
る
迄
、
中
正
真
情
に
時
節
を
連
へ

ず
。
（
『
済
生
要
略
』
）

武
士
の
主
君
に
対
す
る
従
属
も
、
為
政
者
に
よ
る
支
配
も
、
農
業
活
動
も
、

す
べ
て
「
中
正
真
情
」
に
よ
る
と
誉
重
は
言
う
。
こ
う
し
た
何
ら
の
規
範
的
歯

止
め
を
も
た
な
い
「
ま
ご
こ
ろ
」
の
氾
濫
が
、
彼
の
説
く
ひ
た
す
ら
な
服
従
に

よ
っ
て
成
立
す
る
世
界
の
様
な
の
で
あ
る
。
国
学
が
「
夫
婦
の
篭
合
」
に
象
徴

さ
れ
る
男
女
夫
婦
の
生
殖
行
為
に
、
国
士
生
成
と
人
倫
的
世
界
の
原
理
を
お
い

て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
一
切
の
規
範
化
を
拒
否
す
る
も
の
で
は
な

い
。
た
し
か
に
生
田
も
、
藩
主
と
家
臣
と
の
間
の
君
臣
関
係
は
道
徳
的
な
法
則

や
契
約
に
よ
っ
て
既
定
さ
れ
た
上
下
の
支
配
ｌ
被
支
配
関
係
と
い
う
よ
り
も
、

そ
ら
ぞ
ら

む
し
ろ
人
格
的
な
結
合
で
あ
る
べ
き
だ
と
し
て
、
「
君
臣
の
間
甚
疎
々
し
く
候

て
は
、
下
情
も
通
せ
ず
、
人
材
の
相
顕
は
れ
ず
候
」
と
君
臣
関
係
の
親
密
化
を

説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
は
彼
は
、
君
臣
の
親
密
な
間
柄
に
も
と

か
ん
げ
ん

づ
く
忠
誠
の
観
念
と
同
時
に
、
「
諫
言
」
の
重
要
さ
も
説
い
て
い
る
。

凡
て
臣
下
た
る
者
は
、
何
事
に
よ
ら
ず
、
心
付
た
る
儀
は
、
一
々
申
上
べ

き
こ
と
に
御
座
候
へ
ど
も
、
こ
の
重
を
し
き
に
恐
入
候
て
、
た
と
ひ
他
の

役
手
に
、
目
に
余
る
程
の
事
御
座
候
と
も
、
身
分
の
事
の
外
は
、
口
を
閉

ぢ
候
は
、
甚
し
き
不
忠
。
（
同
上
）

生
田
は
、
家
臣
が
そ
の
地
位
の
高
低
に
か
か
わ
ら
ず
、
藩
政
に
対
す
る
自
立
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的
な
関
心
を
持
ち
、
藩
主
に
諫
言
す
る
こ
と
こ
そ
、
君
へ
の
忠
誠
だ
と
し
て
い

る
。
こ
れ
と
は
逆
の
、
事
な
か
れ
主
義
的
な
態
度
は
「
女
童
」
の
道
だ
と
し

て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

御
上
の
御
失
墜
よ
り
は
、
身
の
不
調
法
な
き
様
に
の
み
、
相
勤
候
様
に
成

行
申
候
。
こ
れ
武
士
の
武
士
た
る
、
真
面
目
は
更
に
な
く
、
実
に
女
童
の

心
に
均
し
く
候
。
（
『
岩
に
む
す
苔
ｓ

こ
こ
に
お
い
て
も
、
た
だ
ひ
た
す
ら
の
服
従
は
「
妾
婦
の
道
」
と
し
て
斥
け

る
沮
侠
説
と
、
生
田
の
説
と
の
親
近
性
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ

り
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
家
臣
意
識
は
、
幕
末
動

乱
の
過
程
で
登
場
す
る
い
わ
ゆ
る
勤
皇
の
志
士
た
ち
の
意
識
、
特
に
彼
ら
の
も

つ
強
烈
な
実
践
性
と
幅
広
い
政
治
的
関
心
の
支
え
と
な
っ
た
忠
誠
の
あ
り
様
と

相
通
ず
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
平
田
派
の
国
学
者
に
お
け
る
社
会
の
再
編
成
と

国
家
的
統
合
に
関
す
る
理
論
は
、
農
民
と
武
士
と
を
中
心
的
な
対
象
と
し
て
お

り
、
他
の
工
商
民
に
対
し
て
は
、
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由

は
、
篤
胤
の
国
学
が
天
皇
制
支
配
と
民
俗
信
仰
と
を
結
び
つ
け
る
形
で
成
立
し

て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
都
市
生
活
者
で
あ
る
工
商
民
に
働
き
か
け
る
理
論
的
基

盤
が
欠
落
し
て
い
た
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
勿
論
、
重

胤
の
「
修
理
固
成
」
の
国
家
経
営
の
理
論
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
神
か
ら
受
け

継
い
だ
国
家
経
営
の
務
め
の
四
民
へ
の
分
化
と
、
分
化
を
通
じ
て
の
統
合
と
い

う
理
論
が
よ
り
整
備
さ
れ
た
形
で
完
成
し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
工
商
民
も

ま
た
国
家
的
統
合
の
原
理
に
組
み
込
ま
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
弟

子
で
あ
る
誉
重
に
お
い
て
は
、
農
村
を
再
編
成
し
て
支
配
ｌ
被
支
配
関
係
に
基

づ
く
秩
序
を
確
立
す
る
こ
と
が
説
か
れ
、
都
市
生
活
者
に
対
し
て
は
、
「
万
民

共
に
根
本
は
君
の
為
の
勤
め
な
れ
ば
、
他
の
為
に
す
る
丈
が
即
君
の
為
に
な
る

義
也
」
と
、
天
皇
に
対
す
る
「
中
正
真
情
」
に
基
づ
い
た
従
属
と
、
神
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
た
職
分
へ
の
専
念
が
説
か
れ
る
に
止
ま
っ
た
。

工
商
も
同
じ
く
中
正
真
情
を
以
て
、
通
例
の
作
料
に
て
昼
夜
働
き
、
商
買

は
何
品
は
何
割
、
何
仕
入
は
如
何
程
と
申
、
利
潤
の
定
式
通
り
、
是
を
通

例
よ
り
も
利
を
薄
く
安
く
商
へ
ぱ
、
夫
だ
け
諸
人
の
為
に
成
所
を
神
等
も

あ
は
れ
に
思
召
す
故
、
得
意
先
を
広
く
な
し
被
下
、
通
例
利
取
る
よ
り
は

却
て
勝
手
も
よ
く
成
も
の
也
。
（
『
済
生
要
略
」
）

誉
重
は
事
情
を
事
細
か
く
教
戒
し
て
い
る
が
、
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と

は
、
商
人
は
薄
利
多
売
を
目
指
し
て
暴
利
を
取
る
な
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

誉
重
の
こ
う
し
た
商
業
観
や
、
ま
た
、
生
田
の
武
士
土
着
論
な
ど
に
は
、
共
通

し
て
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
商
品
経
済
の
進
展
に
対
す
る
無
理
解
と
心
情
的

な
反
発
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
平
田
派
の
国
学
者
は
、
農
村
社
会
の
再
組

織
化
と
為
政
者
階
級
の
意
識
の
変
革
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
た
が
、
工
商
民

に
対
し
て
は
、
道
徳
的
な
教
導
を
行
う
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（
＊
）
こ
の
文
章
中
の
引
用
箇
所
は
全
て
、
日
本
思
想
大
系
『
国
学
運
動
の
思

想
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
六
年
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
大
阪
大
学
大
学
院
研
究
生
）

八
五


