
小
林
多
喜
二

「
党
生
活
者
」
論

｜
根
底
に
横
た
わ
る
前
近
代
性
｜

は
じ
め
に

「
党
生
活
者
」
は
一
九
三
二
年
八
月
二
五
日
に
脱
稿
、
翌
年
『
中

央
公
論
』
四
月
号
、
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
際
編
集
者
に

よ
っ
て
「
転
換
時
代
」
と
い
う
仮
題
が
与
え
ら
れ
、
削
除
と
伏
字

は
七
五
ヵ
所
、
一
四
O
五
九
ヵ
所
に
及
ん
で
い
る
。

ま
た
作
品
の
末
尾
に
（
前
編
お
わ
り
）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
未
完
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
後
「
後
編
」
で
完
結
す
る
の
か
、
「
中

編
」
が
入
る
の
か
、
突
然
の
警
察
権
力
に
よ
る
作
者
の
拷
問
死
に

よ
っ
て
そ
の
規
模
す
ら
分
ら
な
い
。
し
か
し
、
小
林
多
喜
二
が
全

体
に
お
い
て
主
張
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
土
台
、
ま
た
続
編
に
お

い
て
展
開
し
よ
う
と
し
た
問
題
提
起
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で

あ
ろ
う
。

登
場
人
物
の
人
間
関
係
を
論
じ
た
先
行
論
に
は
、
「
私
」
と
笠

1-1..f 

1平

本

加
代
子

原
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
が
目
立
つ
。

島
村
輝
は
「
「
党
生
活
者
」
論
序
説

l
「
政
治
」
と
「
文
学
」

の
交
点
」
（
「
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
別
冊
・
「
文
学
」
と
し
て
の

小
林
多
喜
二
』
二

O
O六
年
九
月
）
に
お
い
て
「
小
林
多
喜
二
の

問
題
意
識
が
「
「
す
べ
て
を
組
織
の
尺
度
で
見
る
こ
と
が
任
務
で

あ
る
人
間
」
の
持
つ
苦
悩
と
矛
盾
の
処
理
」
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
問
題
を
提
起
し
て

-28-

い
る
。

主
人
公
で
あ
り
語
り
手
で
あ
る
佐
々
木
の
、
笠
原
に
対
す

る
扱
い
や
感
覚
が
、
や
が
て
根
本
的
に
批
判
さ
れ
る
よ
う
な

展
開
を
多
喜
二
が
構
想
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
論

を
許
す
よ
う
な
伏
線
が
、
た
し
か
に
こ
の
作
品
に
は
含
ま
れ

て
い
る
。
端
的
に
い
え
ば
そ
れ
は
、
組
織
の
仕
事
に
対
す
る



当
然
の
「
犠
牲
」
と
い
う
こ
と
で
は
解
決
し
な
い
「
人
権
」

の
問
題
の
所
在
で
あ
る
。

し
か
し
、
島
村
は
「
苦
悩
」
あ
る
い
は
「
人
権
」
の
問
題
の
内

容
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

一
方
、
宮
本
阿
伎
の
「
多
喜
二
が
描
い
た
新
し
い
女
性
像
｜
｜

リ
ア
リ
ズ
ム
の
深
化
に
そ
く
し
て
」
（
『
小
林
多
喜
二
生
誕
百
年
・

没
後
七
十
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
集
』
白
樺
文
学
館
多
喜

一
一
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
二

O
O
四
年
所
収
）
は
伊
藤
に
つ
い
て
「
積

極
的
な
面
が
十
分
な
根
拠
を
持
た
せ
て
、
魅
力
的
に
精
彩
を
放
ち

描
か
れ
て
い
る
」
も
の
の
、
彼
女
の
中
に
「
潜
む
矛
盾
」
を
十
分

に
描
き
き
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
。
ま
た
笠
原
に
つ
い
て
は
「
多

少
悪
役
を
強
調
し
す
ぎ
た
」
と
し
て
も
「
現
実
的
な
矛
盾
を
は
ら

む
女
性
の
姿
」
を
あ
る
が
ま
ま
に
描
い
た
の
だ
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
論
考
は
「
私
」
と
笠
原
の
関
係
は
作
者
に
よ
っ
て
意

図
的
に
創
作
さ
れ
た
と
す
る
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
不
十
分
な
描

写
力
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
込

め
ら
れ
た
作
者
の
隠
さ
れ
た
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
と
は
い
い
が

－園、
o

J

’h
i
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本
稿
で
は
基
本
的
に
前
者
の
立
場
を
と
り
、
「
佐
々
木
」
即
ち

「
私
」
と
笠
原
の
関
係
を
中
心
に
、
伊
藤
や
母
、
そ
の
他
の
人
物

と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
、
本
作
の
隠
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

物
語
は
縦
軸
に
満
州
事
変
勃
発
と
同
時
に
軍
需
工
場
と
化
し
た

「
倉
田
工
業
」
に
お
け
る
搾
取
と
臨
時
工
解
雇
に
対
す
る
労
働
者

た
ち
の
闘
い
を
、
そ
れ
を
リ
ー
ド
す
る
共
産
党
細
胞
に
属
す
る
党

員
た
ち
を
中
心
に
描
い
て
い
る
。
横
軸
に
は
主
人
公
「
私
」
の
非

合
法
生
活
に
お
け
る
家
族
、
妻
や
母
と
の
関
係
に
生
じ
る
矛
盾
や

苦
悩
を
描
出
し
て
い
る
。

語
り
手
は
「
私
」
で
あ
り
、
作
品
世
界
は
そ
の
視
点
で
語
ら
れ

る
。
よ
っ
て
客
観
的
な
事
実
と
主
観
的
な
感
情
は
切
り
離
し
て
読

み
取
る
必
要
が
あ
る
し
、
「
私
」
自
身
が
捉
え
き
っ
て
い
な
い
「
私
」

の
心
情
や
状
況
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

「
私
」
は
「
佐
々
木
安
治
」
と
い
う
名
の
共
産
党
員
で
あ
る
。

年
齢
は
特
定
で
き
な
い
が
「
今
六
十
」
の
母
を
持
ち
、
下
宿
の
「
お
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ば
さ
ん
」
の
目
に
も
「
ま
だ
若
い
」
青
年
で
あ
る
。
家
族
は
母
、
弟
、

妹
、
後
に
妻
が
い
る
と
い
う
状
況
で
、
以
前
は
合
法
的
な
労
働
組

合
運
動
を
し
て
い
た
が
、
同
僚
が
検
挙
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
地
下

活
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

「
私
」
は
「
倉
田
工
業
」
が
出
征
し
た
労
働
者
の
補
充
と
パ
ラ

シ
ュ
ー
ト
の
側
と
ガ
ス
マ
ス
ク
と
い
っ
た
「
軍
需
品
製
造
の
仕
事

が
急
に
高
ま
」
っ
た
た
め
六
百
人
も
の
臨
時
工
を
「
厳
重
な
調
査
」

も
せ
ず
、
「
身
元
引
受
人
」
な
し
で
募
集
し
た
時
、
「
他
人
の
履
歴

書
を
持
っ
て
入
り
こ
ん
だ
」
の
で
あ
っ
た
。

「
私
」
の
任
務
は
労
働
者
た
ち
に
戦
争
の
本
質
を
知
ら
せ
、
労

働
条
件
の
改
善
と
臨
時
工
の
解
雇
撤
回
を
実
現
す
る
こ
と
、
そ
の

た
め
に
も
労
働
者
の
中
に
党
員
を
増
や
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

労
働
者
た
ち
の
な
か
に
信
頼
を
築
き
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
が
、
同
僚

で
共
産
党
員
「
太
田
」
が
検
挙
さ
れ
、
逮
捕
さ
れ
る
危
険
を
感
じ

た
「
私
」
は
工
場
か
ら
身
を
引
き
外
部
か
ら
「
残
っ
た
同
志
と
の

連
絡
を
ヨ
リ
緊
密
に
し
」
て
活
動
し
て
い
る
。

物
語
は
同
僚
で
同
志
で
あ
る
「
須
山
」
と
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
や

り
取
り
で
始
ま
る
。

「
ま
だ
か
？
」

そ
の
と
き
、
後
に
須
山
が
来
て
い
て
、
言
葉
を
か
け
た
。

彼
は
第
二
工
場
だ
っ
た
。
私
は
石
鹸
だ
ら
け
に
な
っ
た
顔
で

撮
り
か
え
っ
て
心
持
眉
を
し
か
め
た
。
そ
れ
は
前
々
か
ら
須

山
と
の
約
束
で
、
工
場
か
ら
一
緒
に
帰
る
こ
と
は
お
互
い
避

け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な
事
を
す
れ
ば
、
他
の
人
の

目
に
つ
く
し
、
万
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
時
に
は
一
人
だ
け
の

犠
牲
で
は
済
ま
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
描
写
だ
け
を
見
て
も
、
運
動
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
「
私
」

が
党
組
織
を
守
る
こ
と
を
第
一
と
考
え
、
実
際
の
行
動
に
お
い

て
も
原
則
を
大
事
に
す
る
資
質
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
「
私
」
は
権
力
か
ら
身
を
守
る
こ
と
に
お
い
て
非
常
に
用
心

深
い
。
そ
れ
は
運
動
の
発
展
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
の
だ
。

「
私
」
の
生
活
の
土
台
に
は
こ
の
観
点
が
あ
る
。

下
宿
の
お
ば
さ
ん
や
子
ど
も
と
の
交
流
、
連
絡
時
の
慎
重
さ
は

も
と
よ
り
、
逃
亡
時
の
準
備
等
日
常
の
努
力
は
機
転
の
良
さ
や
適

切
な
判
断
力
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
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ま
た
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
意
識
変
革
の
達
成
を
語
る
。



一
定
の
生
活
が
伴
わ
な
い
人
間
の
意
識
的
努
力
に
は
限
度

一
切
の
個
人
的
交
渉
が
遮
断
さ
れ
、
党
生
活
に
従

属
さ
れ
な
い
個
人
的
欲
望
の
一
切
が
規
制
さ
れ
る
生
活
に
お

か
れ
て
み
て
、
私
が
嘗
て
清
算
し
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
が
こ

が
あ
る
。

の
上
も
な
く
困
難
だ
っ
た
そ
れ
ら
の
こ
と
が
、
極
め
て
必
然

的
に
安
々
と
行
な
わ
れ
て
い
た
の
を
知
っ
て
驚
い
た
。

さ
ら
に
「
私
」
は
「
個
人
的
生
活
が
同
時
に
階
級
的
生
活
で
あ

る
よ
う
な
生
活
、
私
は
そ
れ
に
少
し
で
も
近
付
け
た
ら
本
望
で
あ

る
」
と
考
え
て
い
る
。

「
私
」
の
党
生
活
者
と
し
て
の
優
秀
さ
は
、
確
か
に
強
調
さ
れ

て
い
る
。
が
、
そ
の
内
実
を
理
解
す
る
た
め
に
も
こ
こ
で
、
「
私
」

と
母
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

大
国
務
は
「
「
党
生
活
者
」
を
読
み
直
す
｜
い
わ
ゆ
る
「
笠
原

問
題
」
に
触
れ
つ
つ
」
（
「
民
主
文
学
』
二

O
O八
年
二
月
）
に
お

い
て
、
母
が
「
今
六
十
だ
か
ら
明
日
し
ぬ
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
、
が
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
れ
ば
矢
張
り
ひ
ょ
っ
と
お

前
が
自
家
へ
来
な
い
と
も
限
ら
な
い
、
そ
う
す
れ
ば
危
な
い
か
ら

死
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
知
ら
せ
な
い
こ
と
に
し
た
よ
」
と
言
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
「
佐
々
木
が
い
ま
母
の
世
話
を
全
く
出
来
な
く

な
っ
た
時
に
、
母
の
方
か
ら
最
大
の
理
解
を
も
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
「
決
心
」
が
さ
れ
る
」
と
し
、
「
私
」
の
意
識
変
革
と
母
の
成

長
と
が
相
互
作
用
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。

母
に
と
っ
て
「
私
」
は
突
然
、
連
絡
を
絶
っ
た
息
子
で
あ
る
。

官
愈
に
追
わ
れ
る
子
を
も
っ
た
母
と
し
て
、
自
ら
も
非
難
を
受
け

た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
私
」
の
仲
間
で
あ
る
須
山
に
対
し
て
、

非
難
め
い
た
こ
と
は
一
切
言
わ
な
い
。
母
の
言
葉
は
情
愛
に
満
ち

た
も
の
で
あ
る
。
母
が
「
私
」
た
ち
の
運
動
を
理
解
し
よ
う
と
し
、

支
持
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
私
」
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
地
下
生
活
に
入
つ

噌

E
A

丹
、

u

た
い
き
さ
つ
を
淡
々
と
語
る
「
私
」
や
、
須
山
に
「
会
っ
て
や
れ

よ
」
と
半
ば
強
引
に
促
さ
れ
る
姿
か
ら
は
、
母
の
行
為
に
隠
さ
れ

た
苦
し
さ
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
見
え
に
く
い
。

こ
う
し
た
「
私
」
の
一
貫
し
た
姿
勢
は
笠
原
に
対
し
て
最
も
強



く
現
れ
て
い
る
。
時
系
列
的
に
「
私
」
と
笠
原
の
動
き
と
心
情
を

追
っ
て
み
よ
う
。

笠
原
は
左
翼
の
運
動
に
好
意
を
も
ち
、
「
私
が
頼
む
と
必
ず
そ

れ
を
や
っ
て
く
れ
た
」
「
彼
女
は
も
う
殆
ん
ど
知
っ
て
い
る
家
は
、

私
の
た
め
に
使
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
」
「
し
き
り
に
頭
を
傾
げ
て

考
え
て
い
た
」
な
ど
と
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
私
」
に
と
っ
て

頼
り
に
な
る
好
ま
し
い
支
援
者
と
し
て
初
め
は
登
場
す
る
。
同
時

に
「
私
が
頼
む
と
」
「
私
の
た
め
に
」
な
ど
、
笠
原
も
「
私
」
に

好
感
を
持
っ
て
い
た
と
「
私
」
は
認
識
し
て
い
る
。

「
私
」
と
笠
原
の
関
係
は
、
官
憲
に
下
宿
を
押
さ
え
ら
れ
、
身

の
危
険
を
感
じ
た
「
私
」
が
笠
原
の
部
屋
に
泊
め
て
く
れ
る
よ
う

に
頼
ん
だ
こ
と
か
ら
大
き
な
展
開
を
見
せ
る
。

笠
原
は
私
の
顔
を
急
に
大
き
な
（
大
き
く
な
っ
た
）
限
で

見
は
り
、
一
す
息
を
飲
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
赤
く
な
り
、
何
故

か
あ
わ
て
た
よ
う
に
今
迄
横
座
り
に
な
っ
て
い
た
膝
を
坐
り

直
し
た
。

し
ば
ら
く
し
て
彼
女
は
覚
悟
を
決
め
、
下
へ
降
り
て
行
っ

た。

S
町
に
い
る
兄
が
来
た
の
で
、
泊
ま
っ
て
い
く
か
ら
と

こ
と
わ
っ
て
来
た
。
（
略
）
彼
女
は
さ
す
が
に
固
い
、
緊
張

し
た
顔
を
し
て
い
た
。

予
想
も
し
な
か
っ
た
こ
と
を
頼
ま
れ
、
「
私
」
が
男
性
で
自
身

が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
笠
原
の
右
の
様
な
態
度
か
ら
は

彼
女
の
素
朴
だ
が
律
儀
な
性
格
が
見
え
る
。
そ
の
夜
、
寝
つ
き
が

悪
く
何
度
も
眼
を
覚
ま
し
た
「
私
」
は
笠
原
が
「
最
初
か
ら
朝
ま

で
寝
な
い
心
算
で
い
た
こ
と
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
と
っ
た
」
の
だ
っ
た
。

翌
朝
、
「
眠
れ
た
？
」
と
訊
く
笠
原
を
「
私
」
は
「
な
ん
だ
か
ま

ぶ
し
く
」
感
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
彼
女
の
「
覚
悟
」
に
感
謝

す
る
「
私
」
の
姿
が
あ
る
。
ま
た
「
緊
張
」
と
安
堵
感
を
共
有
で

き
た
こ
と
も
、
そ
の
後
「
私
は
笠
原
と
急
に
し
た
し
く
な
っ
た
」

こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
経
緯
の
中
で
「
私
は
笠
原
と
一
緒
に
な
る
こ
と
を
考

え
」
る
。
そ
れ
は
、
「
非
合
法
の
仕
事
を
確
実
に
、
永
く
や
っ
て

行
く
た
め
に
も
」
「
都
合
が
よ
か
っ
た
」
の
だ
。
自
身
の
心
情
を

述
べ
る
「
私
」
の
言
葉
か
ら
は
、
笠
原
へ
の
親
し
み
、
良
く
と
れ

ば
愛
情
が
読
み
取
れ
る
。
「
非
合
法
の
仕
事
を
（
略
）
や
っ
て
行

く
た
め
に
も
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
「
私
」
の
思
い
は
す
べ
て



が
打
算
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
意
識
し
て
い
よ
う
と
、

い
な
か

ろ
う
と
一
般
的
な
結
婚
に
も
打
算
は
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
。
し
か

し
、
「
都
合
が
良
か
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
結
局
は
党
活
動
の

一
種
の
手
段
と
し
て
の
結
婚
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
め
の
、

笠
原
は
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

彼
女
は
驚
き
、
即
答
し
な
い
。
性
急
に
返
事
を
促
す
「
私
」
に

対
し
て
無
言
を
押
し
通
し
て
い
る
。
求
愛
さ
れ
た
喜
び
も
、
一
緒

に
な
れ
ば
当
然
予
想
さ
れ
る
困
難
に
対
す
る
不
安
も
表
現
さ
れ
て

は
い
な
い
。
無
言
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と

も
喜
び
の
表
情
は
見
ら
れ
な
い
。

再
度
「
私
」
の
ま
え
に
現
わ
れ
た
笠
原
は
一
つ
の
特
徴
を
示
す

態
度
に
終
始
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
は
「
私
の
前
に
今
迄
に
な
く

チ
ョ
コ
ナ
ン
と
坐
」
り
、
「
肩
を
つ
ぼ
め
て
」
「
体
を
固
く
し
て
」

い
る
。
こ
れ
は
「
私
」
か
ら
部
屋
に
と
め
て
く
れ
る
よ
う
に
依
頼

さ
れ
た
時
の
笠
原
の
態
度
に
共
通
す
る
。

後
述
す
る
伊
藤
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
男
性
を
意
識
し
た

時
、
思
わ
ず
表
現
さ
れ
た
常
識
的
な
女
ら
し
き
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
こ
の
際
、
「
男
の
よ
う
な
明
る
さ
で
叫
ん
だ
女
ら
し
き
を

何
処
に
も
見
」
出
だ
せ
な
か
っ
た
の
は
と
も
か
く
、
そ
ん
な
笠
原

を
「
私
」
が
「
不
思
議
に
眺
め
た
こ
と
」
に
注
目
し
た
い
。
結
婚

と
言
う
男
女
の
一
大
事
を
仕
事
、
非
合
法
の
党
活
動
と
い
う
視
点

で
捉
え
て
い
く
「
私
」
の
思
想
の
内
実
を
示
し
て
い
る
。

一
方
笠
原
は
、
話
が
途
切
れ
る
と
「
モ
ジ
／
＼
」
し
、
自
分
か

ら
返
事
を
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
「
私
」
に
促
さ
れ
る
形
で

返
事
を
す
る
。
「
私
」
は
「
彼
女
は
自
分
の
決
心
を
決
め
て
来
て

い
た
の
だ
っ
た
」
と
認
識
す
る
が
、
事
実
は
分
か
ら
な
い
。
喜
び

を
表
わ
す
表
現
が
一
切
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
で
も
「
私
」
に

押
し
切
ら
れ
た
可
能
性
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
そ
れ
は
、
当
時
、
一
般

的
に
見
ら
れ
た
結
婚
に
対
す
る
女
性
の
受
動
的
態
度
と
は
言
え
る

が
、
笠
原
の
場
合
、
特
に
独
自
の
意
志
を
持
ち
に
く
く
主
張
し
な

い
傾
向
が
強
い
。
こ
の
後
、
二
人
の
関
係
は
笠
原
の
こ
の
受
動
的

qu 
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態
度
と
「
私
」
の
思
想
の
内
実
を
一
つ
の
土
台
に
展
開
す
る
。

新
し
い
生
活
の
初
め
の
頃
は
、
「
私
」
の
非
合
法
生
活
を
援
助

す
る
笠
原
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
は
「
私
」
の
指
示
に
よ
っ
て

「
色
々
な
新
聞
」
を
買
っ
で
き
た
り
、
自
発
的
に
「
時
々
古
本
屋

か
ら
「
新
青
年
」
を
買
っ
て
き
て
、
「
私
」
に
読
」
む
こ
と
を
勧

め
て
い
る
。
困
難
な
中
で
も
協
力
し
合
う
二
人
の
姿
が
見
ら
れ
る
。



「
私
」
の
語
り
を
通
し
て
の
笠
原
へ
の
評
価
の
変
化
は
、
第
六

章
の
「
倉
田
工
業
が
い
よ
い
よ
最
後
の
攻
勢
に
出
」
、
労
働
強
化

と
「
フ
ァ
シ
ス
ト
、
社
会
フ
ァ
シ
ス
ト
」
ら
の
労
働
者
攻
撃
に
「
私
」
、

須
山
、
伊
藤
が
ま
さ
に
「
生
命
が
け
」
で
戦
う
中
で
訪
れ
る
。

こ
の
変
化
の
き
っ
か
け
、
理
由
に
つ
い
て
前
述
の
島
村
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

須
山
の
前
で
佐
々
木
が
伊
藤
に
「
結
婚
は
ま
だ
か
」
と
問

う
場
面
が
あ
る
。
「
ま
だ
ま
だ
」
と
い
う
伊
藤
の
答
え
に
続

け
て
、
須
山
の
「
革
命
が
来
て
か
ら
だ
そ
う
だ
。
わ
が
男
の

同
志
た
ち
は
結
婚
す
る
と
、
三
千
年
来
の
潜
在
意
識
か
ら
、

マ
ル
キ
ス
ト
に
も
拘
ら
ず
、
ヨ
シ
公
を
奴
隷
に
し
て
し
ま
う

か
ら
だ
と
！
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の

言
葉
を
境
と
す
る
よ
う
に
し
て
、
佐
々
木
の
笠
原
を
描
く
言

葉
の
質
が
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
い
う
事
は
、
ま
さ

に
佐
々
木
こ
そ
こ
の
須
山
の
言
葉
の
よ
う
に
「
結
婚
す
る
と

相
手
を
奴
隷
に
し
て
し
ま
う
」
活
動
家
の
一
人
に
他
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
は
島
村
の
論
に
加
え
て
、
続
く
伊
藤

の
結
婚
の
「
相
手
」
に
関
す
る
「
私
」
の
感
想
の
中
に
矛
盾
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

私
は
自
分
た
ち
の
周
囲
を
見
渡
し
て
み
て
も
、
伊
藤
と
互

角
で
一
緒
に
な
れ
る
よ
う
な
同
志
は
そ
ん
な
に
い
ま
い
と

思
っ
て
い
る
。
彼
女
が
若
し
本
当
に
自
分
の
相
手
を
見
出
し

た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
キ
ッ
ト
優
れ
た
同
志
で
あ
り
、
そ
う

い
う
こ
人
の
生
活
は
お
互
い
の
党
生
活
を
助
成
し
合
う
「
立

派
な
」
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
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女
性
が
す
ぐ
れ
た
同
志
で
あ
る
場
合
、
つ
ま
り
伊
藤
に
は
「
互

角
で
一
緒
に
な
れ
る
」
「
良
い
奴
を
世
話
し
よ
う
」
と
「
本
気
で
」

云
う
。
し
か
し
、
一
方
で
「
私
」
自
身
は
妻
に
「
互
角
に
一
緒
に

な
れ
る
女
性
で
は
な
く
、
非
合
法
生
活
を
続
け
て
い
け
る
都
合
の

良
い
女
性
を
選
ん
で
い
る
。
根
底
に
は
、
男
性
中
心
の
家
父
長
制

家
族
制
度
に
基
づ
く
家
族
観
、
女
性
観
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。「

私
」
に
対
す
る
伊
藤
の
反
応
も
指
摘
し
た
い
。



伊
藤
は
「
私
」
の
「
ま
だ
か
」
の
意
味
を
理
解
し
た
時
「
顔
の

表
情
を
（
瞬
間
だ
っ
た
が
）
少
し
動
か
し
」
動
括
し
て
い
る
。
そ

し
て
「
良
い
奴
を
世
話
し
て
や
」
る
と
い
う
「
私
」
に
「
苦
い
顔

を
」
向
け
て
い
る
。
こ
の
動
き
を
「
私
」
は
表
面
的
に
し
か
認
識

し
て
い
な
い
も
の
の
、
伊
藤
の
「
私
」
へ
の
何
ら
か
思
い
を
表
わ

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
こ
の
後
、
伊
藤
へ
の
評
価
の
裏
返
し
の
よ
う
に
「
私
」

は
笠
原
に
対
し
て
「
い
か
に
も
感
情
の
浅
い
粘
力
の
な
い
女
」
「
お

前
は
気
象
台
だ
」
な
ど
と
断
罪
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
が
、
果

た
し
て
笠
原
へ
の
「
私
」
の
評
価
は
当
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

笠
原
は
ま
ず
、
「
私
」
の
非
合
法
生
活
を
自
ら
の
労
働
に
よ
っ

て
支
え
て
い
る
。
さ
ら
に
炊
事
や
洗
濯
な
ど
の
日
常
生
活
の
重
い

負
担
に
も
耐
え
て
い
る
。
こ
の
点
で
の
笠
原
の
不
満
は
表
明
さ
れ

て
い
な
い
。
新
婚
生
活
の
中
で
「
一
緒
に
散
歩
に
出
た
い
」
「
夜

家
に
い
て
ほ
し
い
欲
し
い
」
と
い
う
の
は
実
現
不
可
能
で
あ
っ
て

も
当
然
の
願
い
で
あ
ろ
う
。
「
私
」
の
評
価
は
「
我
々
の
様
な
仕

事
を
や
っ
て
行
く
こ
と
」
か
ら
出
さ
れ
た
判
断
で
あ
る
。

笠
原
が
解
雇
さ
れ
た
後
の
二
人
の
言
動
を
見
て
み
よ
う
。

「
私
」
は
「
最
後
の
手
段
」
と
し
て
「
勇
気
を
出
し
て
」
「
カ
フ

エ
！
の
女
給
に
な
っ
た
ら
ど
う
か
」
と
提
案
す
る
。
対
し
て
笠
原

は
、
「
女
郎
に
で
も
な
り
ま
す
」
と
返
し
て
い
る
。

当
時
、
昭
和
初
期
の
カ
フ
ェ
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に

あ
っ
た
の
か
確
か
め
て
み
た
い
。

佐
多
稲
子
は
自
身
の
女
給
の
経
験
を
踏
ま
え
て
「
女
給
の
生
活
」

（
『
改
造
」
一
九
三

O
年
五
月
）
を
発
表
し
、
「
私
の
知
る
範
囲
で
は
、

彼
女
は
彼
女
一
人
だ
け
の
生
活
を
支
え
れ
ば
い
い
と
い
う
、
そ
ん

な
人
は
ま
っ
た
く
一
人
か
二
人
に
過
ぎ
」
ず
、
多
く
の
女
給
が
家

族
の
生
活
を
支
え
る
た
め
に
働
い
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
ま
た

「
い
た
る
と
こ
ろ
の
街
う
ち
に
あ
る
無
数
の
小
さ
な
カ
フ
ェ
」
と

そ
の
数
が
多
い
こ
と
、
さ
ら
に
「
こ
の
頃
で
は
酒
場
と
い
ふ
も
の

が
別
に
出
来
、
そ
し
て
新
し
い
喫
茶
店
が
ど
ん
件
＼
殖
え
、
今
ま

で
の
カ
フ
エ
ー
と
い
ふ
も
の
が
す
っ
か
り
種
類
別
に
な
っ
て
ゆ
き

－hd
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っ
、
あ
る
よ
う
で
す
」
と
状
況
を
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、
中
村
舜
二
は
『
大
東
京
聯
覧
』
（
一
九
二
五
年
六
月
、

大
東
京
聯
覧
刊
行
会
）
の
中
で
「
近
来
諸
多
の
罪
悪
や
男
女
の

醜
関
係
が
、
こ
の
カ
フ
ェ
を
中
心
に
頻
、
と
し
て
続
出
連
発
し
、

高
級
の
学
生
が
少
な
か
ら
ず
こ
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
、
絶
え

ず
新
聞
紙
の
三
面
を
賑
わ
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
を
要
す
る



時
代
相
の
一
つ
で
あ
る
。
」
と
記
し
て
い
る
。
加
え
て
轡
視
庁
は

一
九
二
九
年
九
月
、
管
下
の
警
察
に
「
客
の
誘
引
は
禁
止
、
女
給

と
客
の
同
伴
外
出
禁
止
、
女
給
が
芸
妓
類
似
の
行
為
を
行
う
こ
と

の
禁
止
」
な
ど
を
通
達
し
た
「
「
カ
フ
ェ
』
『
パ

l
』
等
取
締
り
要

綱
」
を
配
布
し
て
い
る
。
ま
た
構
造
設
備
に
つ
い
て
も
「
別
室
・

隔
壁
、
客
用
の
浴
室
・
寝
台
が
あ
る
、
照
明
が
著
し
く
暗
い
か
異

様
な
と
き
な
ど
の
場
合
、
営
業
そ
の
も
の
が
不
許
可
」
と
さ
れ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
女
性
が
あ
る
程
度
の
収
入
を
得
ょ
う
と
し
た
時
、
特

に
急
を
要
す
る
場
合
に
、
得
や
す
い
職
と
し
て
「
カ
フ
ェ
の
女
給
」

が
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
仕
事
は
、
風
紀
的
に
も
「
転
落
」
す
る

危
う
さ
を
伴
っ
て
い
た
。

こ
の
「
私
」
と
笠
原
の
や
り
取
り
は
、
右
の
よ
う
な
背
景
が
表

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
夫
で
あ
る
「
私
」
か
ら
の
そ
の
提
案
を
笠
原
は
ど
の
よ
う

な
気
持
ち
で
聞
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
急
に
身
体
を
向
き
直
し
」
、
「
暗
い
イ
ヤ
な
顔
」
で
「
頑
く
な

に
黙
り
こ
ん
だ
」
後
、
感
情
的
に
反
発
す
る
笠
原
に
見
る
落
胆

と
憤
り
は
当
然
と
い
え
る
。
「
私
」
は
そ
ん
な
笠
原
に
、
社
会
変

革
の
運
動
と
犠
性
、
組
織
と
人
間
に
つ
い
て
語
り
、
理
解
を
求
め

る
。
笠
原
は
聞
い
て
は
い
た
が
、

一
言
も
言
わ
ず
に
黙
っ
た
ま
ま

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
彼
女
は
自
分
の
意
志
を
語
ら
な
い
。

ま
も
な
く
笠
原
は
「
小
さ
な
喫
茶
店
」
に
就
職
す
る
。
「
一
日
じ
ゅ

う
立
っ
て
い
る
っ
て
、
つ
ら
い
も
の
ね
。
」
と
訴
え
る
彼
女
を
「
私
」

は
労
わ
り
、
個
人
の
労
働
の
つ
ら
さ
を
階
級
的
な
も
の
と
捉
え
る

よ
う
に
説
く
。
笠
原
は
「
本
当
に
！
」
と
言
う
が
、
こ
の
言
葉
が

共
感
か
、
反
発
か
、
あ
る
い
は
疑
問
を
し
め
す
も
の
か
は
は
っ
き

り
し
な
い
。
彼
女
は
積
極
的
に
自
分
の
思
い
を
告
げ
よ
う
と
は
し
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しそ
の
後
、
笠
原
は
喫
茶
店
に
泊
り
込
み
別
々
に
暮
ら
す
こ
と
に

一
晩
を
同
じ
部
屋
で
過
ご
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た

な
っ
た
。

「
私
」
と
笠
原
の
関
係
は
大
き
く
議
離
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
私
」
は
笠
原
に
対
し
「
色
々
な
本
を
届
け
た
り
、
出
来
る
だ
け
色
々

な
話
を
し
て
や
っ
て
い
た
」
が
、
笠
原
は
そ
れ
ら
に
応
え
る
こ
と

な
く
「
今
迄
よ
り
モ
ッ
ト
色
々
な
こ
と
を
お
ッ
く
う
が
り
、
も
の

ご
と
を
し
つ
こ
く
考
え
て
み
る
こ
と
も
し
な
く
な
っ
た
」
と
「
私
」

は
云
う
。
し
か
し
そ
う
な
る
こ
と
を
「
私
」
は
十
分
予
想
し
て
い

た
で
は
な
い
か
。



そ
し
て
革
命
家
と
し
て
の
仕
事
の
多
忙
さ
か
ら
、
「
私
」
が
そ

ん
な
笠
原
の
元
を
訪
れ
る
の
は
「
た
f

交
通
費
を
貰
い
に
い
く
こ

と
＼
飯
を
食
い
に
行
く
こ
と
だ
け
に
な
っ
て
、
彼
女
と
話
す
こ

と
は
殆
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
」
の
だ
。
こ
れ
で
は
笠

原
は
「
私
」
の
奴
隷
で
あ
る
。

物
語
は
淋
し
そ
う
な
顔
を
し
て
い
る
笠
原
を
十
日
も
訪
れ
ず
、

初
め
て
伊
藤
と
比
較
し
、
彼
女
が
「
知
何
に
私
と
遠
く
離
れ
て
い

る
か
」
自
覚
す
る
と
こ
ろ
で
前
編
を
閉
じ
て
い
る
。

総
じ
て
笠
原
に
対
す
る
「
私
」
の
評
価
が
的
確
と
は
言
い
が
た

い
こ
と
、
同
時
に
笠
原
を
き
ち
ん
と
受
け
止
め
る
こ
と
も
な
く
、

自
己
の
価
値
観
で
生
活
を
一
方
的
に
主
導
し
て
い
く
「
私
」
に
こ

そ
問
題
が
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

宮
本
阿
伎
は
笠
原
の
人
物
像
に
つ
い
て
「
多
少
悪
役
を
強
調
し

す
ぎ
た
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
つ
ま
り
笠
原
は
「
悪
役
」
ど
こ
ろ
か
、
「
私
」
の
被
害
者
で
あ
る
。

伊
藤
の
結
婚
に
つ
い
て
、
須
山
は
「
わ
が
男
の
同
志
た
ち
は
結

婚
す
る
と
、
三
千
年
来
の
潜
在
意
識
か
ら
、
マ
ル
キ
ス
ト
に
も
拘

わ
ら
ず
、
ヨ
シ
公
を
奴
隷
に
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
！
」
と
言
つ

た
。
「
私
」
は
こ
の
言
葉
の
実
践
者
に
他
な
ら
な
い
。
島
村
の
指

摘
は
的
確
で
あ
る
。

で
は
「
私
」
の
何
が
問
題
な
の
か
。
単
に
「
私
」
と
い
う
個
人

に
属
す
る
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
笠
原
は
一
つ
の
特
徴
を
も
っ
た
女
性

で
あ
る
。
彼
女
は
依
頼
に
何
と
か
応
え
よ
う
と
す
る
善
良
さ
は

持
っ
て
い
る
も
の
の
、
は
っ
き
り
と
断
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま

た
自
分
の
意
志
で
積
極
的
に
動
こ
う
と
も
し
な
い
。
自
分
の
部
屋

に
「
私
」
を
泊
め
た
と
き
も
、
結
婚
も
、
喫
茶
店
で
働
く
こ
と
も

ズ
ル
ズ
ル
と
「
私
」
の
求
め
に
応
じ
て
い
る
。
で
は
、
笠
原
は
「
私
」

を
信
頼
し
、
支
持
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

司
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彼
女
は
左
翼
の
運
動
に
つ
い
て
は
支
持
し
て
い
る
。
し
か
し

「
私
」
の
運
動
を
全
面
的
に
支
持
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら

な
い
。
む
し
ろ
口
に
は
出
さ
な
い
が
、
犠
牲
は
精
神
的
、
経
済
的
、

生
活
全
般
に
わ
た
る
も
の
で
疲
労
感
が
彼
女
の
表
情
か
ら
読
み
と

れ
る
。大

国
務
は
先
述
の
論
考
に
お
い
て
、
母
と
「
私
」
の
関
係
に
つ



い
て
「
小
林
多
喜
二
の
作
品
の
閲
歴
か
ら
見
る
と
、
「
東
倶
知
安
行
」

で
葛
藤
さ
れ
た
、
運
動
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
避
け
ら
れ
な
い
か
に

見
え
た
困
難
さ
が
、
こ
の
「
党
生
活
者
」
で
は
主
人
公
の
成
長
と

と
も
に
、
家
族
の
成
長
に
よ
っ
て
暗
黒
の
時
代
を
打
開
の
展
望
を

持
っ
て
描
か
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、
「
近
親
者
の
成
長
と
の
相
互
作
用
」
は
「
私
」
と
母

だ
け
で
は
な
く
、
伊
藤
と
そ
の
母
の
場
合
も
描
か
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
犠
牲
、
草
命
運
動
の
矛
盾
と
言
う
点
に
関
し
て
言
え
ば
、

物
語
の
主
眼
は
「
私
」
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

小
林
多
喜
二
は
こ
れ
ま
で
の
作
品
に
も
同
様
の
立
場
の
人
物
を

描
い
て
い
る
。
例
え
ば
「
東
倶
知
安
行
」
の
水
沢
老
人
や
労
働
組

合
幹
部
の
鈴
本
が
そ
う
で
あ
る
。
娘
の
売
春
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
水
沢
老
人
は
、
そ
の
事
実
を
見
つ

め
た
と
き
が
っ
く
り
と
首
を
落
と
す
。
小
林
多
喜
二
は
そ
の
様
を

首
を
ひ
ね
ら
れ
た
と
き
の
鶏
だ
と
表
現
し
た
。
貧
し
さ
の
中
で
盗

み
を
す
る
と
言
う
妻
を
鈴
本
は
ぶ
ん
殴
る
こ
と
し
か
な
す
術
を
持

た
な
い
。
彼
等
は
矛
盾
を
見
つ
め
、
そ
の
中
を
生
き
て
い
る
。
そ

ん
な
自
分
を
決
し
て
認
め
て
は
い
な
い
。

「
私
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
、
母
と
の
関
係
で
も
、
須
山
と
の
話
の
中
で
話
題
が
「
だ

ん
だ
ん
小
さ
く
な
っ
て
ゆ
く
」
母
に
及
ぶ
と
す
ぐ
に
「
話
の
尻
を

切
っ
て
し
ま
」
う
。
笠
原
に
女
給
に
な
る
こ
と
を
提
案
し
た
時
、

「
暗
い
イ
ヤ
な
顔
を
し
た
「
彼
女
か
ら
眼
を
そ
ら
し
」
、
笠
原
が
「
黙

り
こ
」
む
と
「
私
も
仕
方
な
く
黙
っ
て
い
」
る
。
問
題
を
き
ち
ん

と
見
つ
め
よ
う
と
は
せ
ず
避
け
て
い
る
。

ま
た
「
母
は
よ
そ
行
き
の
一
番
ぃ
、
着
物
を
着
て
い
た
。
そ
れ

が
何
だ
か
私
の
胸
に
き
た
。
」
な
ど
母
と
の
関
係
で
は
、
運
動
以

前
の
実
生
活
に
基
づ
く
「
私
」
の
思
い
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
方

で
笠
原
そ
の
人
を
無
条
件
で
い
と
お
し
く
思
い
、
い
つ
く
し
む
場

面
は
皆
無
と
さ
え
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
久
し
振
り

に
自
分
の
胡
坐
の
な
か
に
、
小
柄
な
笠
原
の
身
体
を
抱
え
込
ん
で

や
っ
た
」
時
で
さ
え
運
動
と
の
関
連
の
中
に
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
喫
茶
店
に
職
を
得
た
笠
原
が
「
ず
る
許
＼
と
低
い
方

に
自
分
の
身
体
を
傾
け
て
ゆ
く
」
こ
と
を
予
想
し
な
が
ら
「
セ
ン

チ
メ
ン
タ
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
」
と
問
題
を
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後
景
に
追
い
や
り
、
そ
れ
以
上
考
え
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
果
た

し
て
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
的
な
事
柄
な
の
だ
ろ
う
か
。



店
に
住
み
込
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
「
雰
囲
気
は
こ
の
上
も
な

く
悪
」
い
笠
原
を
「
投
げ
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
い

な
が
ら
、
「
時
々
淋
し
い
顔
を
し
て
い
」
る
笠
原
に
「
そ
ん
な
に
か
、

ず
り
合
っ
て
い
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
」
と
し
て
彼
女
を
切
り

捨
て
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
身
の
自
己
犠
牲
を
盾
に
笠
原
へ
の
犠

牲
の
押
し
付
け
を
正
当
化
し
て
い
る
姿
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
私
」
と
水
沢
老
人
、
鈴
本
は
明
ら
か
に
違
う
。
「
私
」
に
は
物

語
を
通
し
て
貫
か
れ
た
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
が
水
沢
老
人

や
鈴
本
と
の
違
い
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
一
つ
は
革
命
運
動
を
第
一
義
的
な
も
の
と
位
置
付
け
、
そ

の
た
め
に
生
じ
る
自
分
と
家
族
の
犠
牲
を
「
私
」
は
仕
方
が
な
い

も
の
と
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
の
特
徴
は
、
「
私
」

の
行
動
の
根
底
に
あ
る
、
男
性
中
心
の
家
父
長
制
に
基
づ
く
家
族

観
、
女
性
観
で
あ
る
。

前
者
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
私
」
は
笠
原
や
伊
藤
が
「
私
」
に

対
し
て
示
す
常
識
的
な
女
ら
し
き
を
理
解
し
な
い
。
彼
女
等
を
運

動
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
か
ら
だ
。
後
者
に
つ

い
て
言
え
ば
、
伊
藤
が
「
人
眼
を
ひ
く
よ
う
な
締
麗
な
顔
」
を
利

用
し
て
男
工
達
と
親
し
く
な
り
、
運
動
に
誘
う
や
り
方
に
疑
問
を

感
じ
て
い
な
い
。
常
に
性
の
対
象
と
し
て
み
る
女
性
観
か
ら
す
れ

ぱ
当
然
で
あ
ろ
う
。

家
族
の
生
活
の
た
め
に
家
長
は
心
痛
め
な
が
ら
も
娘
の
身
売
り

を
決
定
し
て
来
た
時
代
で
あ
る
。
「
私
」
が
同
様
の
家
族
観
を
引

き
ず
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
侵
略
戦
争
の
進
行
が
国
民
生
活
に
矛
盾
を
押
し
付
け
、

「
倉
田
工
業
」
で
の
闘
い
が
激
化
し
た
こ
と
も
あ
る
。
非
常
な
多

忙
の
中
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
「
私
」
が
い
っ
そ
う
の
犠
牲
を
笠
原

に
押
し
付
け
た
と
い
う
側
面
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

階
級
の
な
い
社
会
の
建
設
、
全
て
の
人
々
の
抑
圧
か
ら
の
解
放

を
め
ざ
し
た
運
動
に
献
身
し
な
が
ら
、
自
身
の
中
に
は
前
近
代
的

な
体
質
を
抱
え
て
い
た
、
そ
し
て
、
そ
の
自
己
矛
盾
に
気
付
い
て
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い
な
い
・
・
・
こ
れ
が
「
党
生
活
者

前
編
」
に
お
け
る
「
私
」

の
実
態
と
い
え
よ
う
。

ま
と
め

以
上
、
本
文
に
描
か
れ
た
客
観
的
な
動
き
に
即
し
て
「
私
」
と

笠
原
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
来
た
。



党
活
動
を
第
一
義
的
に
考
え
る
「
私
」
と
意
思
決
定
と
言
う
点

で
弱
さ
を
も
っ
笠
原
の
結
婚
は
、
愛
情
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
が

た
い
も
の
の
、
打
算
と
流
さ
れ
た
結
果
の
も
の
と
＝
＝
甲
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
笠
原
は
愛
情
を
豊
か
に
し
よ
う
と
一
緒
に
散

歩
に
出
る
こ
と
な
ど
望
む
が
、
非
合
法
生
活
の
「
私
」
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
論
外
の
要
求
で
あ
り
、
理
解
し
な
い
。
以
後
、
経
済
的
に

も
、
日
常
の
具
体
的
な
生
活
に
お
い
て
も
、
笠
原
は
「
私
」
の
党

活
動
を
支
え
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
解
雇
さ
れ
た
後
、
彼
女
は
体
力
的
に
も
、
性
的
に
も
、

気
持
ち
の
う
え
か
ら
も
大
き
な
犠
牲
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
奴
隷
主
と
奴
隷
の
関
係
さ
え
努
髭
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
関
係
の
土
台
に
は
笠
原
の
生
き
様
も
含
め

て
、
彼
ら
の
な
か
に
厳
然
と
存
在
す
る
前
近
代
的
家
族
観
、
女
性

観
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

小
林
多
喜
二
は
検
束
の
危
機
と
常
に
向
き
合
う
な
か
で
の
階
級

闘
争
、
い
わ
ば
日
常
が
極
限
状
態
と
も
言
え
る
党
生
活
の
実
態
を

見
つ
め
リ
ア
ル
に
描
い
た
。
発
表
に
あ
た
っ
て
彼
は
、
編
集
者
に

「
今
ま
で
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
小
説
の
型
か
ら
抜
け
出
よ
う
と
、
努

力
し
て
み
た
作
品
で
す
。
今
迄
の
私
の
一
系
列
の
作
品
か
ら
見
て

も
、
私
は
こ
の
作
品
の
成
果
を
特
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
実
は
続
編
で
、
笠
原
を
奴
隷
の
よ
う
に
し
た
「
私
」

を
糾
弾
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
党
生
活
者
」
は
小
林
多
喜
二
が
政
治
的
主
張
だ
け
で
は
な
く
、

活
動
に
か
か
わ
る
人
間
の
弱
さ
も
欠
点
も
「
文
学
」
と
し
て
表
わ

そ
う
と
し
た
「
作
品
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（
l
）
津
田
孝
「
婦
人
問
題
と
小
林
多
喜
二
」
（
『
民
主
文
学
』

一
九
八
八
年
二
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（2
）
本
文
八
章
に
伊
藤
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

伊
藤
は
何
時
も
は
男
の
よ
う
に
大
股
に
、
少
し
肩
を
振
っ

て
歩
く
の
が
特
徴
だ
っ
た
、
そ
れ
が
私
の
側
を
何
ん
だ
か

女
ッ
ぼ
く
、
ち
ょ
こ
／
＼
と
歩
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

別
れ
る
と
き
彼
女
は
「
一
す
待
っ
て
ネ
」
と
云
っ
て
、
小

さ
い
店
家
に
入
っ
て
行
っ
た
。
や
が
て
、
買
物
の
包
み
を
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持
っ
て
出
て
く
る
と
、

「
こ
れ
、
あ
ん
た
に
あ
げ
る
の

l
」



と
云
っ
て
、
そ
れ
を
私
に
出
し
た
。
そ
し
て
、
私
が
、
「
困
つ

た
な
！
」
と
云
う
の
に
、
無
理
矢
理
に
手
に
持
た
し
て
し

ま
っ
た
。

「
此
頃
あ
ん
た
の
シ
ャ
ツ
な
ど
汚
れ
て
る
ヮ
。
向
う
じ
ゃ
、

ヨ
ク
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
眼
を
つ
け
る
ら
し
い
の
よ
！
」

（3
）
小
林
多
喜
二
「
東
倶
知
安
行
」
（
「
改
造
」

一
九
三

O
年

一
二
月
）

「
せ
っ
か
く
待
っ
て
い
る
娘
さ
ん
に
・
・
・
」

「
娘
？
」
老
人
は
酒
臭
い
顔
を
そ
の
時
あ
げ
た
。

「
い
や
、
せ
っ
か
く
待
っ
て
い
る
娘
さ
ん
に
、
停
車
場
の

お
土
産
で
も
買
っ
て
行
っ
て
下
さ
い
。
」

口
を
あ
て
、
大
き
く
云
っ
た
。
老
人
は
頭
を

ガ
ク
ッ
、
ガ
ク
ッ
と
う
ご
か
し
て
、
首
を
ひ
ね
ら
れ
た
あ

私
は
耳
に
、

と
の
鶏
の
よ
う
に
、
ガ
ク
リ
ッ
と
首
を
前
に
落
と
し
て
し

ま
っ
た
。

（4
）
小
林
多
喜
二
「
東
倶
知
安
行
」
（
『
改
造
』

一
九
三

O
年

一
二
月
）

鈴
本
は
折
鞄
を
あ
け
る
と
、
中
か
ら
無
造
作
に
赤
い
林
檎

を
二
つ
三
つ
手
づ
か
み
に
出
し
て
、
私
達
に
分
け
て
く
れ

た。「
本
当
は
ね
え
、
吉
川
君
、
今
来
る
と
き
さ
、
綿
を
プ
ン

な
ぐ
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
よ
。
」
国
な
ま
り
の
ア
ク
セ
ン

ト
で
そ
う
云
う
と
、
お
人
好
し
の
よ
う
に
唇
で
ム
フ
、
フ
、

フ
と
笑
っ
た
。
「
然
し
勝
手
な
も
ん
だ
な
あ
、
三
週
間
も

家
を
放
っ
て
お
い
て
な
。
」
（
略
）

「
婦
が
な
、
何
も
無
く
な
っ
た
か
ら
、
飯
を
炊
く
炭
や
石

炭
を
貯
炭
場
か
ら
盗
ん
で
く
る
ッ
て
云
う
ん
だ
。
俺
ア

困
っ
ち
ま
っ
た
よ
。
」
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※
「
党
生
活
者
」
本
文
の
引
用
は
「
定
本
小
林
多
喜
二
全
集
』

第
八
巻
（
一
九
六
八
年
四
月
、
新
日
本
出
版
社
）
に
拠
っ
た
。

（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）


