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シンポジウム

北法50(6・130)1460

一
九
世
紀
か
ら
二

O
世
紀
半
ば
ま
で
の
危
機
と
フ
ラ
ン
ス
法

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
シ
ェ

i
ヌ
(
ポ
ワ
チ
エ
大
学

法
・
社
会
科
学
部
長
)

訳

瀬
川
信
久

村
上
裕
章

こ
の
主
題
に
つ
い
て
法
史
学
者
の
立
場
か
ら
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
い
く
つ
か
の
選
択
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
危
機
は
い
つ
の

時
代
に
も
あ
り
ま
し
た
し
、
当
局
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
危
機
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
混
乱
に
対
処
す
る
こ
と
を
求
め

ら
れ
た
か
ら
で
す
。

従
い
ま
し
て
、
こ
こ
で
お
話
し
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
経
済
的
危
機
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
お
き
ま
す
。
し
か

し
主
題
を
さ
ら
に
限
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

(
l
)
 

そ
こ
で
、
経
済
史
学
で
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
類
型
論
に
基
づ
い
て
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
危
機
、
す
な
わ
ち
穀
物
危
機
(
飢
謹
や
伝
染
病
)

一
九
世
紀
前
半
に
(
例
え
ば
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
)
見
ら
れ
た
よ
う
な
複
合
的
要
因
に
よ
る
危
機
(
包
お
:
邑
三
何
回
)
を
、
分
析
の
対
象

と



か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
、
農
業
が
重
要
な
先
導
的
役
割
を
演
じ
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ

る
い
わ
ゆ
る
近
代
的
危
機
に
お
い
て
は
、
生
産
過
剰
が
最
も
顕
著
な
徴
表
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
も
っ
と
も
そ
れ
が
過
度
の
生
産
に
よ
る
も

の
か
、
購
買
力
の
欠
如
に
よ
る
も
の
か
は
、
よ
く
わ
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
。

こ
の
よ
う
な
除
外
に
よ
っ
て
、
考
察
の
対
象
を
現
在
の
危
機
の
開
始
に
先
立
つ
ち
ょ
う
ど
一
世
紀
の
聞
に
限
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
右
の
類
型
に
属
す
る
最
初
の
危
機
の
開
始
を
一
八
七
三
年
と
す
る
点
で
は
、
諸
説
が
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ

り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
限
定
し
た
こ
の
一
世
紀
の
中
で
、
単
な
る
景
気
変
動
や
特
定
の
分
野
に
限
ら
れ
た
危
機
を
除
く
と
、
二
つ
の
時
期
を
容
易

に
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
時
期
は
か
な
り
長
く
継
続
し
た
た
め
、
法
体
系
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ

れ
ら
は
一
時
的
な
措
置
に
影
響
を
与
え
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
裁
判
所
の
活
動
の
所
産
で
あ
る
個
別
事
案
の
解
決

(
n
g
g
s宮
町
)
の
基
礎
と

な
り
、
そ
れ
に
整
合
性
を
与
え
る
よ
う
な
、
基
本
的
な
諸
観
念
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
す
。
そ
の
二
つ
の
時
期
と
は
、

ー
一
八
七
一
二

1
一
八
九
六
年
の
大
不
況
、
長
期
の
停
滞
期
と
、

一
九
三

0
年
代
の
危
機
、

一
層
仮
借
の
な
い
景
気
後
退
の
時
期

で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
、
法
律
家
は
こ
れ
ら
の
危
機
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
ま
し
た
。

経済危機と法

北法50(6・131)1461 

I 

一
九
世
紀
末
の
不
況
、
あ
る
い
は
自
由
主
義
へ
の
批
判

以
下
で
は
こ
の
批
判
の
二
つ
の
側
面
を
取
り
上
げ
ま
す
。



シンポジウム

ー
政
治
・
社
会
理
論

民
事
法
理
論

北法50(6・132)1462

A 

政
治
・
社
会
理
論

一
八
八

0
年
代
末
の
経
済
的
な
困
難
は
、
同
時
代
の
人
々
に
よ
っ
て
自
由
主
義
の
失
敗
と
し
て
受
け
取
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
左
翼
に
と
っ
て
は
目
新
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、

一
八
三

0
年
代
以
来
の
社
会
主
義
の
高
揚
の
中
で
、

友
愛
の
欠
如
が
告
発
さ
れ
(
一
八
四
八
年
)
、
労
働
を
求
め
る
権
利
が
要
求
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
第
二
帝
政
は
、
黙
認
し
た
に
す
ぎ
な
い

と
は
い
え
、
組
合
運
動
を
事
実
上
受
け
入
れ
ま
し
た
。
そ
の
背
後
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
が
完
成
し
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

七
八
九
年
の
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
一
七
九
三
年
の
大
革
命
の
価
値
観
に
し
ば
し
ば
ノ
ス
タ
ル
ジ

l
を
抱
く
、
そ
の
他
の
社
会
主
義
の
流
れ
も

忘
れ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

よ
り
興
味
深
い
の
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
が
、
こ
う
し
た
批
判
が
右
翼
の
側
か
ら
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

一
世
紀
に
わ
た
る
自
由
主
義
の
帰
結
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
特
に
、
大
革
命
百
年
記
念
祭
の
折
に
は
次

彼
ら
は
経
済
的
困
難
を
、

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

「
フ
ラ
ン
ス
を
襲
っ
て
い
る
産
業
危
機
は
、
大
革
命
が
か
つ
て
の
工
芸
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン

(
同
業
組
合
)
(
}
白
日

B
2
2ロ
2

8
号
。

E
5
2

q
E田
町

内

BEma)
を
解
散
し
た
際
に
犯
し
た
悪
行
を
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
も
の
と
し
て
い
る
。
今
日
労
働
者
階
級
が
正
当
に
も
訴
え

て
い
る
苦
し
み
の
第
一
の
原
因
で
あ
る
、
か
の
不
信
と
対
立
の
発
生
に
、
こ
れ
ほ
ど
寄
与
し
た
も
の
は
他
に
な
い
」
(
〉
R
F
忠℃・

5
2
5・同

J
H
U
P

】
∞
∞
令
市
w
r
u
-
B包
】
∞
∞
小
)
。



こ
こ
で
は
経
済
的
退
廃
、
明
ら
か
に
約
束
を
果
た
さ
な
か
っ
た
自
由
主
義
の
破
綻
が
告
発
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
経
済
的
自
由
は
生
産
を
発

展
さ
せ
る
た
め
に
正
当
化
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
資
本
主
義
は
こ
の
自
由
を
、
労
働
と
原
料
の
価
格
の
引
き
下
げ
を
追
求
す
る
た
め
に

専
ら
利
用
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
道
徳
秩
序
の
退
廃
、
家
族
の
危
機
、
家
庭
の
崩
壊
、
風
俗
の
素
乱
が
こ
れ
に
加
わ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
現

象
は
、
労
働
の
自
由
の
制
度
に
お
い
て
保
護
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
は
、(

川
ム
)

伝
統
的
な
大
家
族
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
う
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
ノ
ス
タ
ル
ジ

l
を
覚
え
て
い
た
、
ル
・
。
フ
レ

(戸
h
w
-
v
-白
山

『

)

の
分
析
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
う
し
た
確
認
に
基
づ
い
て
、
今
度
は
自
由
主
義
に
対
す
る
代
替
案
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
よ
り
集
団
的
な
経
済
の
組

織
に
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

す
べ
て
の
政
治
潮
流
が
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
、
方
策
を
提
案
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
革
命
主
義
者
の
よ
う
に
社
会
制
度
全
体
を
否
定

す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
問
題
の
解
決
を
提
案
す
る
も
の
で
し
た
。
レ
オ
ン
・
プ
ル
ジ
ヨ
ワ

(Fhg
∞gaO2)
の
連
帯
主
義
(
明
。

E
吉
田
'

自
由
)
、
急
進
主
義
者
(
河
邑
W
E
H
)

の
自
治
体
社
会
主
義
(
∞

R
E
2
5
2
Eロ
笠
宮
-
)
、
・
、
ン
ヤ
ル
ル
・
ジ
ッ
ド
(
の
宮
ユ

g
白
色
白
)
の
協
同
組
合

(
8
0
1
B号
2
)
、
ア
ル
ベ

l
ル
・
ド
ゥ
・
マ
ン
(
〉

5
2
号

冨

E)
と
ル
ネ
・
ド
ゥ
・
ラ
・
ト
ゥ

l
ル
・
デ
ユ
・
パ
ン

(mg小
骨

C

J

「。ロ円弘己目ぷロ)

(
8号。
E-∞Bn)
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。

の
コ
ル
ポ
ラ
チ
ス
ム

経済危機と法

最
後
に
挙
げ
た
潮
流
は
、
二

O
世
紀
中
葉
の
ヴ
ィ
シ

l
政
権
に
ま
で
及
ぶ
そ
の
影
響
ゆ
え
に
、
特
に
興
味
を
引
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。

コ
ル
ポ
ラ
チ
ス
ム
と
い
う
言
葉
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
(
冨

S円
四
国

S
E
E
H
)

が
好
ん
で
用
い
た
、
中
間
団
体

(
8号
己
コ
応

Bas-5)

観
念
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
次
の
三
つ
の
基
本
的
な
実
践
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
ま
す
。

ー
構
成
員
の
負
担
金
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
、
分
割
と
譲
渡
が
禁
止
さ
れ
た
団
体
財
産
(
宮
E
B
2
5
8号。
ER)

扶
助
、
年
金
、
教
育
と
い
っ
た
、
社
会
的
必
要
に
応
え
る
こ
と
を
可
能
と
し
ま
す
。

の

北法50(6・133)1463

の
存
在
。
そ
れ
は
、



シンポジウム

ー
教
育
の
努
力
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
人
は
社
会
に
お
い
て
身
分
を
通
し
て
し
か
存
在
せ
ず
、
身
分
は
お
お
む
ね
職
業
に
よ
っ
て
規
定

(き

さ
れ
る
か
ら
で
す
。
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー

(
E
-
2
3再
三
流
の
学
校
で
は
な
く
、
職
業
教
育
が
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
教
育
は

当
時
の
関
心
事
に
応
え
る
も
の
で
し
た
。
機
械
の
役
割
が
強
化
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
労
働
の
価
値
が
低
下
す
る
、
と
い
う
事
態
が
進
行
中

で
あ
り
、
こ
れ
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

ー
最
後
に
、
団
体

(
g
G∞
)
の
組
織
で
あ
り
ま
す
。
団
体
は
そ
の
構
成
員
に
対
し
て
ル

l
ル
を
制
定
し
、
構
成
員
の
聞
の
紛
争
を
裁
き
、

~~ì.よ50(6 ・ 134)1464

内
部
で
選
任
さ
れ
た
代
表
を
介
し
て
そ
の
財
産
を
管
理
し
ま
す
。

し
か
し
国
家
は
、
社
会
理
論
の
変
革
を
待
つ
こ
と
な
く
、
実
際
的
な
や
り
方
で
古
典
的
な
中
立
的
立
場
を
放
棄
し
、
介
入
を
開
始
し
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
民
事
法
理
論
か
ら
の
反
応
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

B 

初
期
の
介
入
と
民
事
法
理
論
の
反
応

l 

立
法
及
び
判
例
は
い
く
つ
か
の
問
題
を
提
起
し
ま
し
た
。

請
負
契
約

(ngE
ニ
z
c
E唱
円

2
2品
目
)
な
い
し
雇
用
契
約

(ngg
ニ
22ing)
は
、
重
要
性
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
労
働
関
係
に

と
っ
て
簡
略
に
す
ぎ
る
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
労
働
契
約

(
g
E
E
号

E
〈
怠
)
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
、
労
働
者
の
地
位

の
安
定
が
保
障
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
契
約
の
締
結
状
況
は
一
層
の
注
目
に
値
し
ま
す
。
集
団
的
合
意
に
よ
っ
て
特
定
の
業
種
に
お
け
る
個
別

(2) 

の
労
働
契
約
の
条
件
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
条
項
の
有
効
性
を
巡
っ
て
議
論
が
戦
わ
さ
れ
ま
し
た
。

賃
労
働
者
(
}
白
星
包
払
)
は
、
よ
り
個
別
化
さ
れ
た
地
位
を
持
ち
、
企
業
と
よ
り
安
定
し
た
関
係
に
立
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
誰
が

労
働
を
し
て
お
り
、
誰
が
し
て
い
な
い
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
法
律
家
と
と
も
に
、
統
計
学
者
や
慈
善
家
は
、
様
々



な
状
況
を
区
別
し
よ
う
と
努
力
し
ま
す
。
ま
ず
、
「
失
業
者
」
と
い
う
言
葉
を
、
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
者
や
働
く
意
欲
の
な
い
者
(
貧
窮

者

(
E
s
e明
g
g
)
)
と
異
な
り
、
仕
事
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
を
指
す
も
の
と
定
義
し
ま
す
。
こ
の
点
で
、
失
業
者
の
発

(
3
)
 

明
な
い
し
誕
生
と
い
う
言
葉
が
最
近
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
て
失
業
者
の
数
を
数
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
当
時
労
働

者
の
約
一

O
%
が
失
業
し
て
い
た
と
見
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
貧
窮
者
と
同
様
、
「
無
職
者
」
(
な
い
し
失
業
者
)
に

対
し
て
も
、
多
様
な
扶
助
な
い
し
援
助
の
事
例
に
応
じ
た
、
多
様
な
給
付
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
基
礎
の
上
に
立
っ
て
労
働
立
法
が
展
開
し
て
行
く
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
諸
側
面
に
立
ち
入
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

(
4
)
 

わ
れ
わ
れ
の
同
僚
で
あ
る
オ

l
パ
ン
(
〉
ロ
宮
口
)
及
び
ブ

i
ヴ
レ
ス
(
回

2
5
5回
目
白
)
の
手
に
な
る
「
労
働
法
史
入
門
」
と
い
う
最
近
の
教

科
書
が
、
便
利
な
概
観
を
提
供
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
な
お
さ
ら
で
あ
り
ま
す
。
私
は
た
だ
、
条
文
作
成
が
長
期
間
に
わ
た
っ
た
こ
と
、
そ

し
て
給
付
が
控
え
め
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る
、
立
法
者
の
慎
重
さ
を
確
認
し
て
お
く
に
と
ど
め
ま
す
。
し
か
し
、
し
ぶ
し
ぶ
で

は
あ
れ
、
国
家
が
自
ら
の
職
務
拡
大
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

2 

立
法
者
な
い
し
判
例
の
こ
う
し
た
前
進
は
、
当
時
の
学
説
に
混
乱
を
も
た
ら
し
、

(
h
J
)
 

一
種
の
新
旧
論
争

(GEE-何
色
町
田
〉
コ
ロ
5
5
2
母国

富。
$
0
2
5
)

を
惹
起
し
ま
す
。

個
人
主
義
の
擁
護
者
は
今
や
守
勢
に
立
た
さ
れ
ま
し
た
。

ラ
ヌ
イ
ユ

(
同

NES--)

(5) 

の
分
析
が
明
確
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

一
八
世
紀
か
ら
受
け
継
い
だ
次
の
三
つ
の
公
理
を
基

一
九
世
紀

経済危機と法

ー
人
は
固
有
の
主
観
的
権
利
を
持
つ
個
人
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
権
利
が
彼
を
集
団
の
強
制
か
ら
保
護
す
る
こ
と

|
彼
に
義
務
を
負
わ
せ
る
の
は
そ
の
意
思
の
み
で
あ
る
こ
と

北法50(6・135)1465

の
間
ず
っ
と
、
民
法
理
論
は
極
め
て
個
人
主
義
的
な
法
の
考
え
方
に
立
脚
し
て
お
り
、

礎
と
し
て
お
り
ま
し
た
。
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法
の
目
的
は
こ
う
し
た
自
由
な
意
思
の
共
存
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と

一
八
八
0
年
代
以
降
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
全
面
的
に
真
実
で
あ
る
と
は
も
は
や
思
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、

と
こ
ろ
が
、

(∞
g
E
E
)
と
い
う
人
の
反
応
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
彼
は
「
国
家
に
対
す
る
個
人
の
権
利
」
と
い
う
示
唆
的
な
表
題
の
著

作
を
一
八
九
一
年
に
公
刊
し
、
同
じ
考
え
を
彼
の
民
法
の
講
義
で
取
り
上
げ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
彼
は
、
個
人
の
発
意
と
個
人
の
権
利
を

脅
か
す
「
神
の
ご
と
き
国
家
(
}
岨
目
白
ヤ
巴

g)」
、
「
人
々
の
牧
者
た
る
国
家
」
の
再
来
を
告
発
し
て
お
り
ま
す
。
彼
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
お
り
ま
す
。
「
す
べ
て
の
法
律
は
そ
れ
自
体
悪
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
権
利
の
行
使
を
規
律
す
る
こ
と
し
か
目
的
と
な
し
え

例
え
ば
ブ
ダ
ン

ず
、
権
利
の
行
使
を
規
律
す
る
と
は
、
必
然
的
に
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、
ブ
ダ
ン
は
こ
の
論
争
に
次
の
よ
う

な
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
持
ち
込
み
ま
し
た
。

「
法
と
は
、
人
の
自
律
で
あ
る
。
」

こ
の
表
現
は
、
僅
か
ば
か
り
修
正
さ
れ
つ
つ
、
他
の
論
者
に
よ
っ
て
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
ヴ
オ
ル
ム
ス

(。g可
)
、
そ
し
て
プ
ラ
ニ
オ
ル

(ぞ

O
B凶
)
、
ジ
エ

ニ
ー
ー

(浬

B
E
)
は
、
「
意
思
自
治
の
原
理
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
詰
ま
る
と
こ

ろ
、
危
殆

(1E)
に
瀕
し
た
個
人
主
義
の
反
発
と
防
御
の
現
れ
な
の
で
す
。

彼
ら
が
直
面
し
て
い
た
脅
威

(
1
E
)
は
「
法
の
社
会
化
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
か
な
り
暖
昧
な
観
念
で
す
が
、
政
治
的
に
あ
ま
り
狭

い
意
味
に
解
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
サ
レ
イ
ユ

(ω
色町
5
2
)
に
と
っ
て
、
個
人
主
義
の
諸
前
提
は
時
代
遅
れ
の
形
而
上
学
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

意
思
が
法
律
効
果
を
発
生
さ
せ
る
の
は
、
暗
黙
裡
に
意
思
に
こ
の
力
を
認
め
て
い
る
法
律
の
力
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
の
で
す
。
こ
う
し
て

彼
は
、
法
の
社
会
的
な
考
え
方
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
数
年
後
(
一
九
一
一
年
)
、
ド
ウ
モ

i
グ

(
U
m
g。
宮
町
)
は
次
の
よ

う
に
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
の
点
を
と
り
わ
け
明
快
に
表
現
し
て
い
る
点
で
優
れ
て
お
り
ま
す
。

「
人
々
は
、

一
九
世
紀
の
民
法
を
煩
わ
せ
て
い
た
、
個
人
意
思
の
フ
ェ
テ
イ
シ
ズ
ム
か
ら
脱
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
契
約
は
人
間

北法50(6・136)1466



の
連
帯
ゆ
え
に
道
守
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
」

当
時
、
次
の
よ
う
な
よ
り
特
殊
な
問
題
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
と
し
て
で
あ
り
ま
す
。

ー
正
当
な
価
格
及
び
正
当
な
給
与
に
関
す
る
議
論
の
再
燃

集
団
的
労
働
契
約

(
n
g
g
Z
2
8雪
s
t
o
g
g
z
o
n言
。
二

mESP-)
の
有
効
性

(
叫
)

特
に
、
当
時
の
経
済
的
発
展
の
た
め
に
フ
ォ

i
ト
(
S
F
E
n
)
を
放
棄
す
る
責
任
理
論
を
是
認
し
た
、

一
八
九
八
年
四
月
九
日
法
律

の
解
釈

さ
ら
に
、
法
主
体
育
五
四
円
円
庁
舎
。
芦
)

の
よ
り
集
団
的
な
側
面
が
明
確
に
さ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
契
約
の
観
念
の
み
で
は
社
会
の
現

一
八
九
二
年
の
破
棄
院
判
決
の
評
釈
の
中
で
、
有
機
体
説
的
な
主
張

(
5
2志田町
2
'

実
を
説
明
で
き
ま
せ
ん
。
タ
レ

i
ル

BE--R)
は、

明
白

2
2
5
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
株
式
会
社
は
、
結
社
や
組
合
と
同
様
、
そ
の
設
立
を
契
約
に
負
っ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
こ
れ
ら
は
何
よ
り
も
ま
ず
生
け
る
有
機
体
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
そ
の
定
款
を
単
純
多
数
決
に
よ
っ
て
改
正
し
う
る
、
と
い
う
の
で
す
。

(6) 

こ
れ
は
当
時
争
わ
れ
て
い
た
問
題
で
し
た
。

法
の
社
会
化
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
の
例
か
ら
、
民
法
典
百
周
年
の
当
時
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
法
の
危
機
と
い
う
言
葉
を

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

経済危機と法

わ
れ
わ
れ
は
特
に
、
従
来
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
あ
る
考
え
方
が
出
現
し
た
こ
と
を
確
認
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
非
常
に
様
々
な
政

治
的
傾
向
に
共
通
す
る
、
連
帯
と
い
う
準
拠
概
念
(
芯
寄

2
8
)
を
援
用
す
る
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
の
問
題
は
、
危
機
と
い
う
よ

(
7
)
 

り
も
、
む
し
ろ
時
代
の
要
請
に
対
す
る
順
応
で
し
た
。
ジ
ヨ
ル
ジ
ュ
・
リ
ベ

l
ル
(
。

gお
四
国
型
宮
コ
)
は
、
「
現
代
資
本
主
義
の
法
的
諸
相
」

の
中
で
、
こ
の
時
代
の
特
に
輿
味
を
引
く
点
を
強
調
し
て
お
り
ま
す
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
彼
の
判
断
は
か
な
り
正
し
い
と
言
え
ま
す
。
彼
が

ヰヒ法50(6・137)1467

重
要
と
考
え
る
の
は
経
済
的
困
難
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
克
服
さ
れ
ま
し
た
。
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
当
時
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
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(8) 

あ
っ
た
法
の
民
主
主
義
的
性
格

(
}
2
R
R
B
B
母
S
o
n
g円

5
5
E
a『
。
主
だ
っ
た
の
で
す
。

北法50(6・138)1468

E 

一
九
三
0
年
代
の
危
機
と
、
新
し
き
至
福

こ
こ
で
タ
イ
ト
ル
に
「
新
し
き
至
福
」
を
入
れ
た
の
は
、
今
世
紀
半
ば
に
ポ
ア
チ
エ
大
学
の
名
を
高
め
た
高
名
な
ル
ネ
・
サ
ヴ
ア
チ
エ
教

授
の
論
文
を
取
り
上
げ
る
た
め
で
す
。
そ
の
論
文
は
、
彼
が
大
学
教
授
職
の
初
期
に
あ
っ
た
一
九
三
七
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
我
々
の

テ
ー
マ
に
と
っ
て
興
味
深
い
証
言
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。

(
9
)
(ち
)

「
持
て
る
人
た
ち
は
幸
い
で
あ
る
!
」
と
い
う
論
文
の
タ
イ
ト
ル
に
は
、
た
い
へ
ん
福
音
的
な
ユ
ー
モ
ア
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
論
文
は
非

常
に
法
律
的
な
、
し
か
も
時
間
を
越
え
た
ス
タ
イ
ル
を
し
て
い
ま
す
が
、
私
は
こ
れ
を
当
時
の
経
済
政
策
に
対
す
る
本
当
の
批
評
と
し
て
読

み
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
ま
ず
、
当
時
の
経
済
的
な
文
脈
の
中
に
も
っ
と
明
確
な
形
で
置
き
直
す
た
め
に
こ
の
論
文
を
大
雑
把
に
注
釈
し
、
そ

の
後
で
、
他
の
証
言
と
突
き
合
わ
せ
て
危
機
の
法
の
概
略
を
引
き
出
す
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

A 

ル
ネ
・
サ
ヴ
ア
チ
エ
の
教
訓

こ
の
論
文
は
、
古
い
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
、
す
な
わ
ち
、
「
労
働
と
生
産
の
無
政
府
状
態
に
対
す
る
解
毒
剤
」
と
し
て
再
生
さ
せ
よ
う
と
人
々

が
主
張
し
て
い
た
古
い
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
を
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
と
い
う
思
想
は
、
著
者
の
心

(
印
)

を
魅
了
し
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
と
い
う
言
葉
は
、
「
最
良
の
も
の
と
最
悪
の
も
の
」
の
違
い
を
隠
蔽
す
る
こ
と
が
あ

る
の
で
、
著
者
が
魅
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
、

コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
が
何
を
指
す
か
に
よ
り
ま
す
。

川
最
良
の
も
の



こ
の
種
の
二
者
択
一
の
状
況
に
お
い
て
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
著
者
は
あ
ま
り
弁
舌
さ
わ
や
か
で
は
な
く
、
「
今
日
、

ラ
シ
オ
ン
が
大
い
に
議
論
さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
だ
け
で
す
。
そ
こ
で
手
短
に
、
言
外
の
意
味
を
復
元
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
実
際
、
コ
ル
ポ

(
れ
)

コ
ル
ボ
ラ
チ
ス
ト
は
い
つ
も
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
に
つ
い
て
議
論
さ
せ
て
い
た
の
で
す
。 コ

jレ
ポ

ラ
シ
オ
ン
は
当
時
、
流
行
の
テ
l
マ
で
あ
り
、

ア
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ラ
ン
セ

l
ズ
を
含
む
極
右
か
ら
中
道
左
派
ま
で
の
幅
広
い
政
治
傾
向
に
影
響
を
与
え

て
い
ま
し
た
。
特
に
、
社
会
的
カ
ト
リ
ッ
ク
派
は
、
「
こ
れ
よ
っ
て
階
級
的
な
憎
悪
を
し
ず
め
、
慈
善
・
慈
愛
に
よ
っ
て
社
会
的
平
和
を
も

政
治
的
に
は
、
こ
の
テ
l
マ
は
、

た
ら
す
こ
と
」
を
常
に
期
待
し
、
彼
ら
の
考
え
を
弁
護
し
続
け
て
い
ま
し
た
。
こ
う
い
う
次
第
で
、

コ
ル
ポ
ラ
チ
ス
ム
運
動
で
活
動
し
て
い

た
の
は
、
単
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
経
営
者
を
も
っ
て
任
じ
て
い
た
だ
け
の
ポ

i
ル
・
シ
ャ
ン
ソ
ン

(
-
M
E
C
]

内
宮
口
目
。
ロ
)

の
よ
う
な
企
業
経
営
者

達
、
組
合
主
義
者
(
サ
ン
ヂ
カ
リ
ス
ト
)
、
な
か
で
も
、
ジ
ヨ
ル
ジ
ュ
・
コ
ケ
ル
|
ヴ
ィ
ア
ン
ス

(
。
向
。
『
加
開
聞
の
。
AE--o'〈
宮
口
no)
、
jレ
イ

(
2
3
5回
目

kg♀
'
E
E号
)
の
よ
う
な
農
業
界
の
組
合
主
義

(
。
丸
冨
ロ
ヨ
8
ロ
)
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ソ
ア
・
ペ
ル

l
(
早
富
市
。
g
p
q
g
H
)
の
よ
う
な
大
学
人
・
経
済
学
者

達
、
ジ
ヤ
ン
・
ブ
レ
ッ
ト
・
ド
・
ラ
・
グ
レ
ッ
セ
イ
(
』
町
田
口
回
5
p
m
号

E
C
g
g
a伺
)
、
あ
る
い
は
ユ
ジ
ェ

l
ヌ
・
デ
ュ
ト
ワ
(
開

Z
1
5

(恥

0
)

O
E
Z
F円
)
の
よ
う
な
法
律
家
で
し
た
。
デ
ユ
ト
ワ
は
、
「
ス
メ

l
ヌ
・
ソ
シ
ア
ル
(
週
間
社
会
)
」
の
全
国
委
員
会
の
委
員
長
で
あ
り
、
一

九
三
五
年
に
ア
ン
ジ
ェ
で
、
全
国
委
員
会
の
一
会
期
を
こ
の
問
題
の
検
討
に
当
て
ま
し
た
が
、
討
論
を
始
め
る
際
に
、
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
に

サ
ル
ロ
ン

(
円
。
巳
目
的
注
目
刊

8
ロ
)
あ
る
い
は
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ル
ロ
ア
|
ラ
ド
ュ
リ

i

者
達
、
ガ
エ
タ
ン
・
ピ
ル

l

よ
っ
て
「
経
済
生
活
を
苦
し
め
て
い
る
構
造
的
危
機
を
克
服
す
」
、
べ
き
だ
と
し
、
こ
の
考
え
を
中
心
に
知
的
な
勢
力
を
結
集
す
る
こ
と
を
強

く
説
い
て
い
ま
し
た
。

北法50(6・139)1469

経済危機とit

彼
ら
の
分
析
は
、
前
世
紀
末
の
コ
ル
ポ
ラ
チ
ス
ト
達
の
憧
憶
に
の
め
り
込
ん
で
い
ま
す
。
コ
ル
ポ
ラ
チ
ス
ト
達
の
憧
担
保
は
、
期
待
を
裏
切
っ

た
自
由
主
義
と
、
望
ま
な
い
社
会
主
義
と
の
間
で
、
第
三
の
道
を
見
つ
け
よ
う
努
力
す
る
と
き
、
準
拠
す
べ
き
も
の
に
見
え
た
の
で
す
。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
新
し
い
問
題
も
出
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
主
に
、

二
つ
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
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第
一
の
問
題
は
、

い
ろ
い
ろ
あ
り
な
が
ら
も
増
大
し
て
い
た
労
働
組
合
と
の
関
係
に
関
わ
り
ま
す
。
ブ
レ
ッ
ト
・
ド
・
ラ
・
グ
レ
ッ
セ
イ

北法50(6・140)1470

が
表
明
し
て
い
た
支
配
的
な
立
場
は
、
こ
れ
ら
の
組
合
を
、
諸
組
合
の
組
合
と
い
う
形
で
現
れ
る
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
的
な
組
織
の
一
要
素
と

し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
再
び
労
使
混
合
組
合
を
語
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
残
る
問
題
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
を
明

確
に
す
る
こ
と
、
依
然
と
し
て
経
営
者
が
単
独
で
決
定
す
る
経
済
的
な
問
題
と
、
対
話
に
よ
っ
て
両
側
の
代
表
者
を
協
力
さ
せ
る
社
会
的
な

問
題
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
す
る
か
否
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
他
の
者
は
、
こ
の
よ
う
な
構
造
に
、

一
般
利
益
の

意
義
を
守
る
能
力
が
あ
る
か
に
つ
い
て
懐
疑
的
で
し
た
。
例
え
ば
、
ガ
エ
タ
ン
・
ピ
ル

l
は
、
生
産
者
達
が
、
個
人
あ
る
い
は
家
族
で
あ
る

消
費
者
に
|
|
こ
れ
ら
の
者
は
自
分
ら
の
共
通
の
利
益
を
自
分
で
守
る
た
め
に
迅
速
に
集
合
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
せ
ん
l
|
、
生
産
者
達

の
法
律
を
押
し
付
け
る
手
段
を
、
こ
の
構
造
の
中
に
見
い
だ
す
の
で
な
い
か
と
お
そ
れ
て
い
ま
し
た
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
よ
り
厄
介
な
国
家
と
の
関
係
で
す
。
こ
こ
で
の
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
違
い
は
大
変
微
妙
で
す
が
、
単
純
化
す
れ
ば
、

協
同
体
と
し
て
の
コ
ル
ポ
ラ
チ
ス
ム
と
国
家
の
コ
ル
ポ
ラ
チ
ス
ム
の
二
つ
の
傾
向
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ー
前
者
は
、
右
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
に
公
法
上
の
地
位
を
与
え
、
制
度
と
コ
ル
ボ
ラ
シ
オ
ン
法
の
諸
ル
ー
ル

を
作
る
権
限
を
、
国
家
が
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
に
保
障
す
る
も
の
で
す
。
国
家
の
役
割
は
、

一
般
利
益
が
脅
か
さ
れ
る
と
み
ら
れ
る
場
合
の
拒

否
権
を
除
い
て
、
諸
ル

i
ル
の
拘
束
力
を
保
障
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
ま
す
。
要
す
る
に
、
職
能
代
表
が
こ
の
よ
う
に
し
て
自
ら
の
諸
利
益

を
管
理
で
き
る
よ
う
に
広
範
な
自
治
の
法
制
度
を
つ
く
る
の
が
好
ま
し
い
と
考
え
る
も
の
で
す
。

ー
こ
れ
に
対
し
、
後
者
は
、
ー
ー
そ
の
中
に
は
、
以
下
の
こ
と
を
遺
憾
に
思
う
者
と
、
反
対
に
嬉
し
く
思
う
者
と
が
い
ま
し
た
が
、
ー

ー
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
国
家
が
各
産
業
分
野
の
異
な
る
利
益
に
よ
っ
て
浸
潤
さ
れ
る
の
で
な
く
て
、
統
制
経
済
的
・
介
入
主
義
的
な
国
家

が
、
各
産
業
分
野
の
異
な
る
利
益
に
そ
の
法
律
を
押
し
つ
け
る
ほ
ど
十
分
強
力
に
な
っ
て
お
り
、

コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
は
そ
の
施
策
の
た
め
の

手
段
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
民
主
主
義
の
放
棄
で
は
な
く
て
そ
の
改
革
で
あ
る
」
と
、
ガ
エ
タ
ン
・
ピ
ル

l
は



結
論
付
け
て
い
ま
す
。
彼
は
、
国
家
権
限
の
強
化
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
化
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
が
聴
衆
を
失
っ
た
の
に
対
し
、
そ
の

信
念
の
力
を
補
完
す
る
手
段
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
公
権
力
に
与
え
ら
れ
る
形
態
に
つ
い
て
は
意
見
が
非
常
に
分
か
れ
ま
し
た
。
職
能
代
表
に
よ
っ
て
、
(
決
定

権
限
を
有
す
る
)
一
種
の
国
会
を
形
成
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
単
な
る
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
の
審
議
会
に
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
前

者
は
決
定
機
関
で
す
が
、
後
者
は
意
見
を
述
べ
る
だ
け
な
の
で
、
後
者
は
、
別
の
仕
方
で
選
出
さ
れ
る
議
院
と
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
う
し
て
、
国
家
主
義
的
な
潮
流
の
方
が
人
々
に
よ
く
理
解
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
う
え
、
こ
の
基
準
は
、
同
じ
時
期
に
近
隣
諸
国
で
実
現

し
て
い
た
具
体
的
な
経
験
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
評
価
を
導
く
も
の
で
し
た
。
コ
ル
ポ
ラ
チ
ス
ム
が
も
は
や
一
種
の
軍
隊
式
権
威
主
義

で
し
か
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
評
価
が
一
般
的
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
よ
り
好
意
的
に
み
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
サ
ラ
ザ
l
ル
が
道
徳
と
法
に
よ
る
国
家
の
制
約
を
認
め
て
い
た
か
ら
で
す
。
も
っ
と
も
、
ガ
エ
タ
ン
・
ピ

ル
ー
は
ま
っ
た
く
表
面
的
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
。
そ
れ
か
ら
、
ス
イ
ス
も
興
味
深
い
道
を
進
ん
で
い
た
よ
う
で
し
た
。

要
す
る
に
、
人
々
は
、
組
織
さ
れ
た
営
業
者
〔
職
能
団
体
〕
に
広
範
な
自
治
権
を
与
え
る
ほ
ど
十
分
に
強
力
な
国
家
を
夢
見
て
い
た
の
で

す
。
い
ま
の
私
達
は
、
こ
れ
が
こ
の
時
代
の
状
況
に
特
に
適
合
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
ヴ
イ
シ

l
政
権
が
そ
の
国
家
コ
ル
ポ
ラ
チ

ス
ム
的
な
企
て
を
押
し
つ
け
、
経
済
の
管
理
を
手
に
す
る
た
め
に
こ
の
精
神
状
態
を
利
用
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。

間
最
悪
の
も
の

し
か
し
、

~ti去50(6 ・ 1401471

経済危機と法

一
九
三
七
年
に
は
こ
れ
ら
の
こ
と
が
分
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し
コ
ル
ポ
ラ
チ
ス
ム
の
流
行
が
何
を
引
き
起
こ
し
う
る

か
を
想
像
で
き
た
な
ら
ば
、
ル
ネ
・
サ
ヴ
ア
チ
エ
の
文
章
は
、
彼
が
最
悪
と
考
え
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
当
時
の
現
実
に
我
々
を
連
れ
戻
す

こ
と
に
な
り
ま
す
。
著
者
に
は
、
「
最
も
進
歩
し
た
」
立
法
者
の
協
力
を
得
て
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
と
そ
の
諸

特
権
、
換
言
す
る
と
、
私
的
利
益
の
正
真
正
銘
の
独
占
に
非
常
に
類
似
す
る
新
た
な
地
位
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
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こ
う
い
う
わ
け
で
、
サ
ヴ
ァ
チ
エ
が
書
い
た
の
は
、
最
も
多
く
の
場
合
、
新
し
い
法
律
の
単
な
る
実
例
や
注
釈
で
し
た
が
、
ま
と
め
ら
れ
る

と
、
介
入
主
義
的
な
政
策
に
対
す
る
真
の
批
判
に
な
っ
て
い
ま
す
。
危
機
の
始
ま
り
以
降
は
、
政
府
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
介

入
主
義
的
な
政
策
が
拡
大
し
て
い
た
の
で
す
。

例
え
ば
、
農
業
者
、
な
か
で
も
ブ
ド
ウ
栽
培
者
を
み
ま
す
と
、

一
九
二
一
一
年
以
後
、
最
終
的
に
は
「
ワ
イ
ン
法
典
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る

別
々
の
法
律
に
よ
っ
て
、
既
存
の
植
栽
樹
の
手
入
れ
の
ほ
か
に
は
ブ
ド
ウ
の
新
た
な
植
え
付
け
を
全
く
禁
止
し
、
自
分
ら
の
現
在
の
経
営
状

態
を
保
護
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
ま
す
。
現
に
経
営
し
て
い
る
者
は
も
は
や
、
競
争
を
お
そ
れ
る
必
要
も
、
自
分
の
ワ
イ
ン
の
質
を
気

に
す
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
例
は
伝
染
す
る
も
の
だ
と
付
言
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
し
ょ
う
。
大
穀
物

(
行
)

栽
培
者
の
こ
と
は
引
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
全
国
小
麦
調
整
局
(
。

zw)
の
創
設
に
よ
っ
て
、
そ
の
状
況
は
そ
れ
ほ
ど
違
っ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
ま
た
、
甜
菜
栽
培
者
の
状
況
も
同
様
で
し
た
。

他
の
分
野
、
他
の
事
例
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
均
一
価
格
の
商
庖
は
こ
う
で
し
た
。
そ
れ
は
、
三
0
年
代
の
初
め
に
広
が
り
始
め
、

世
紀
に
生
ま
れ
た
百
貨
庖
の
系
列
会
社
と
し
て
、
よ
り
大
多
数
で
裕
福
で
な
い
層
を
顧
客
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
広
告
の
始
ま
り
で

あ
る
と
同
時
に
、
大
衆
消
費
の
始
ま
り
で
し
た
。
こ
う
し
て
、
ガ
ル
リ
・
ラ
フ
ア
イ
エ
ツ
ト
が
モ
ノ
プ
リ
を
、
プ
ラ
ン
タ
ン
が
プ
リ
ズ
ニ
ツ

ク
J

乞
、

ル
・
ボ
ン
・
マ
ル
シ
ェ
が
プ
リ
ミ
ニ
ム
を
設
立
し
ま
し
た
。
こ
の
競
争
の
前
に
、
小
商
人
達
は
反
発
し
、
数
を
支
え
に
し
て
、

一
二
六
年
と
一
九
三
七
年
の
法
律
に
よ
っ
て
、
こ
の
種
の
新
し
い
商
庖
の
設
立
を
す
べ
て
禁
止
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

禁
止
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
ル
ネ
・
サ
ヴ
ア
チ
エ
も
、
既
存
の
商
庖
は
以
後
、
彼
ら
の
力
に
見
合
っ
た
競
争
す
ら
お
そ
れ
る
必
要
も

な
く
営
業
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
が
不
満
を
言
う
の
は
間
違
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。

一
九
三
四
年
の
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
が
公
共
交
通
機
関
の
新
設
を
す
べ
て
禁
止
し
た
運
輸
の
分
野
で
も
、
同
じ
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
そ
こ

で
の
問
題
は
、
実
際
に
は
、

パ
ス
と
の
競
争
に
直
面
し
て
深
刻
な
経
営
困
難
と
格
闘
し
て
い
た
鉄
道
会
社
の
負
担
を
軽
く
す
る
こ
と
で
し
た
。

北法50(6・142)1472 
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し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
は
一
九
三
七
年
の
固
有
化
を
回
避
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
結
局
、
パ
ス
運
送
業
者
は
彼
ら
の
路
線
に
つ
い

て
正
真
正
銘
の
独
占
を
手
に
入
れ
た
の
で
す
。
パ
ス
が
そ
の
よ
う
な
特
恵
を
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
タ
ク
シ
ー
が
そ
れ
を
得
な
い
理
由
は
あ
り

ま
せ
ん
。
車
輔
所
有
者
と
運
転
手
の
聞
の
団
体
協
約
に
よ
っ
て
車
輔
の
数
が
制
限
さ
れ
、
最
近
開
業
し
た
車
輔
ま
で
排
除
し
ま
し
た
。
車
輔

の
種
類
を
別
に
す
れ
ば
、
ま
る
で
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
に
い
る
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
の
諸
特
権
の
リ
ス
ト
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
靴
修
理
業
者
は
一
九
三
六
年
に
同
じ
優
遇
を
享
受
し
、
著
者
サ
ヴ
ア

チ
エ
は
、
他
の
者
達
の
要
求
も
必
ず
目
的
を
達
成
す
る
だ
ろ
う
と
予
感
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
理
髪
師
(
実
際
に
は
、
数
年
待
た
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
て
あ
る
い
は
、
重
要
な
例
と
し
て
は
小
作
人
で
す
。
小
作
人
は
、
準
備
さ
れ
て
い
た
耕
作
所
有
権
規
約
で
は
、

そ
の
賃
借
権
を
無
制
限
に
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
て
、
新
し
い
農
業
経
営
者
が
土
地
を
取
得
す
る
権
利
を
奪
っ
た
の
で
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
著
者
は
、
商
業
・
工
業
の
大
企
業
の
や
や
特
殊
な
場
合
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
市
場
の
分
割

を
可
能
に
す
る
協
定
・
カ
ル
テ
ル
の
戦
略
を
展
開
し
ま
し
た
。
著
者
は
ざ
っ
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
の
背
後
に
は
、

独
占
(
後
に
著
者
は
、
寡
占
と
訂
正
し
て
い
ま
す
)
の
資
本
主
義
に
よ
っ
て
市
場
を
合
理
化
し
、
経
営
者
管
理
経
済
(
島
ユ
包
∞
ヨ
0

目以豊富即日)

を
課
そ
う
と
す
る
企
業
主
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
、
読
者
に
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
、
危
機
の
時
期
に
強
制
さ
れ

る
業
者
間
協
定
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ダ
ン

l
マ
ル
シ
ャ
ン
ド
l
法
案
(
一
九
三
五
年
八
月
一

O
日
)
の
基
礎
に
あ
る
考
え
で
す
。
結
局
、
元
老

(
辺
)

院
は
拒
否
し
ま
し
た
が
。
そ
れ
か
ら
、
最
後
に
、
自
由
専
門
職
に
つ
い
て
う
っ
か
り
忘
れ
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
商
事
裁
判
所
弁
護
士
だ
っ
た

経済危機と法

と
思
う
の
で
す
が
、
自
分
ら
の
独
占
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

事
実
の
確
認
が
か
な
り
長
く
続
い
て
、
そ
の
後
に
評
価
が
あ
っ
て
よ
い
わ
け
で
す
が
、
「
自
分
の
評
価
は
好
意
的
で
は
な
い
」
と
著
者
は

言
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
特
権
付
与
は
す
べ
て
不
正
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
最
低
の
対
価
も
な
し
に
独
占
を
、
価
値
を
譲
与
す
る
の
だ
か
ら
。

受
益
者
は
、
丁
度
よ
い
時
に
営
業
し
て
い
た
と
い
う
利
点
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
新
た
な
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
、
特
に
若
い
人
々
の

jヒi去50(6.143)1473



シンポジウム

イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
断
念
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
と
言
う
の
で
す
。

そ
の
う
え
、
こ
れ
は
経
済
的
に
よ
ろ
し
く
な
い
。
費
用
が
掛
か
る
。
開
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
先
任
者
に
対
し
そ
の
場
所
代
を
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
競
争
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
彼
は
次
に
こ
の
負
担
を
価
格
に
移
転
す
る
。
パ
ス
に
よ
る
旅
行
の
価
格
が
二
倍
に
な
っ

た
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
十
分
だ
と
、
著
者
は
述
べ
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
つ
い
て
は
、
改
善
さ
れ
る
理
由
が
何
も
な
い
。

ル
ネ
・
サ
ヴ
ア
チ
エ
は
結
論
し
ま
す
。
彼
は
経
済
生
活
の
組
織
化
を
望
み
ま
し

要
す
る
に
、
こ
れ
は
真
の
コ
ル
ポ
ラ
チ
ス
ム
で
あ
る
と
、

た
が
、
し
か
し
、
競
争
の
回
避
は
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
は
矛
盾
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
変
化
の
根
元
的
な
理
由
は
、
創
造
し
な
い
た
め
に
保
守
す
る
こ
と

し
か
で
き
な
い
社
会
の
老
化
、
彼
の
言
葉
で
は
「
老
衰
」
だ
か
ら
で
す
。
〔
第
一
次
大
戦
で
〕
一
四
歳
か
ら
一
八
歳
ま
で
の
世
代
が
消
失
し

(
向
。
)

た
と
い
う
人
口
上
の
危
機
。
こ
れ
が
、
暗
黙
裡
に
認
め
ら
れ
て
い
る
問
題
の
背
景
・
根
本
で
す
。
マ
ル
サ
ス
的
な
問
題
が
硬
化
症
の
原
因

だ
と
告
発
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

B 

若
干
の
比
較
と
、
危
機
の
法

し
か
し
、
こ
の
論
文
は
、
同
じ
時
期
の
他
の
批
評
と
比
べ
る
と
き
、
そ
れ
が
語
っ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
展
開
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い

て
も
興
味
を
か
き
立
て
ま
す
。
特
に
、
例
え
ば
、
ア
ン
リ
・
カ
ピ
タ
ン
(
出

g
ュn
E
Z
E同
)
や
ジ
ヨ
ル
ジ
ュ
・
リ
ペ

l
ル
(
。

g
a
g
E官
ロ
)

と
は
違
っ
て
、
立
法
者
の
責
任
を
あ
ま
り
強
調
し
て
い
ま
せ
ん
。

(
日
)

カ
ピ
タ
ン
は
、
一
九
三
四
年
に
、
「
契
約
を
破
る
制
度
」
と
い
う
挑
発
的
な
タ
イ
ト
ル
の
下
に
、
一
九
三
三
年
の
二
つ
の
法
律
が
、
取
引

量
の
滅
少
と
価
格
の
低
下
を
考
慮
し
て
商
事
賃
貸
借
契
約
と
小
作
契
約
の
改
訂
を
認
め
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

H
-
カ
ピ
タ
ン
は
、
権

威
の
衰
退
に
つ
い
て
語
り
、
議
会
は
、
と
き
に
は
し
ぶ
し
ぶ
だ
け
れ
ど
も
、
「
議
会
に
そ
の
意
思
を
押
し
付
け
る
た
め
に
連
合
し
た
相
当
の

北法50(6・144)1474



力
の
あ
る
私
的
利
益
の
圧
力
を
受
け
て
」
議
決
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
さ
ら
に
、
立
法
作
業
の
質
の
悪
さ
を
強
調
し
ま
す
。
法

文
の
起
草
は
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
、
議
院
で
の
審
議
に
は
欠
席
者
が
多
く
、
カ
ピ
タ
ン
が
註
釈
し
て
い
る
法
律
が
た
つ
た
一

O
人
の
下
院
議
員

だ
け
で
採
択
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

も
っ
と
皮
肉
屋
で
あ
る
リ
ペ

i
ル
は
、

い
ろ
い
ろ
な
法
文
を
注
釈
し
て
、

一
九
三
三
年
以
来
、
裁
判
官
は
経
済
状
態
を

一
九
三
六
年
に
、

考
慮
し
て
決
定
す
る
よ
う
奨
励
さ
れ
、
そ
う
い
う
裁
判
官
の
前
で
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
、
す
な
わ
ち
弁
済
猶
予
期
間
を
も
ら
え
る
可
能
性
を
与
え

(M) 

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
債
務
を
払
わ
な
い
権
利
」
を
糾
弾
し
て
い
ま
す
。
経
済
危
機
は
口
実
で
し
か
な
い
と
リ
ベ

l
ル
は
結
論
し
、
「
蟻

は
、
蝉
が
、
|
|
一
九
三
六
年
の
夏
の
こ
と
|
|
、
弁
済
し
な
い
権
利
を
獲
得
す
る
た
め
に
革
命
歌
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
た
く
さ
ん
歌
っ
た

(
勺
)

の
だ
と
分
か
る
だ
ろ
う
。
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
学
者
が
、
基
本
的
な
諸
原
理
、
な
か
で
も
契
約
の
拘
束
力
を
ひ
っ
く
り
返
す
法
文
を
前
に
し
て
い
だ
い
た
不
快
感

が
非
常
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
彼
ら
は
、
最
小
限
の
経
済
的
側
面
を
考
慮
す
る
こ
と
も
拒
否
し
、
政
治
に
対
し
て
い
ら
だ
っ
て
い
ま
す
。

よ
り
穏
や
か
で
、
か
っ
、
よ
り
好
意
的
な
観
察
者
で
あ
る
ル
イ
・
ジ
ヨ
ス
ラ
ン
(
戸

g
z
E
g
n
g
E
)
が
、
一
九
三
七
年
の
論
文
の
中
で

(
日
)

「
新
し
い
法
秩
序
」
を
見
つ
け
よ
う
と
試
み
ま
し
た
が
、
危
機
の
法
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
く
理

解
で
き
ま
す
。

実
際
に
、
前
世
紀
の
終
わ
り
以
来
か
い
ま
見
ら
れ
た
約
束
を
実
現
す
る
と
い
う
形
で
、
す
な
わ
ち
、
会
社
そ
の
他
の
団
体
の
形
態
、
附
合

契
約
、
団
体
協
約
、
無
過
失
責
任
、
と
く
に
農
業
分
野
に
お
け
る
過
大
損
害
の
新
し
い
ケ
l
ス
の
展
開
の
形
で
、
事
態
の
展
開
が
二
疋
数
の

北法50(6・145)1475

経済危機とi.t

進
歩
を
も
た
ら
し
ま
し
た
が
、
同
時
に
、
目
前
の
諸
問
題
に
よ
り
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
マ
イ
ナ
ス
も
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
法
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
変
化
し
ま
す
。
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ー
諸
特
権
の
法
、
階
級
の
法
、
す
な
わ
ち
共
通
の
物
質
的
利
害
に
よ
っ
て
結
合
し
た
集
団
の
法
と
な
り
ま
す
。
法
の
ル

i
ル
は
、
そ
の

~tì.去50(6 ・ 146)1476

一
連
の
特
権
、
特
別
の
身
分
(
地
位
)
に
屈
し
て
し
ま
い
ま
す
。
人
は
一
定
の
資
格
を
持
つ
者
と
し
て
し
か
存
在
し
な

く
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
特
恵
が
国
民
に
限
ら
れ
外
国
人
を
低
い
地
位
に
う
ち
捨
て
て
い
る
の
で
、
市
民
法
と
万
民

(
凶
)

法
と
い
う
ロ

l
マ
の
古
い
区
別
が
再
生
し
ま
す
。

ー
そ
の
時
の
経
済
的
現
実
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
気
を
使
う
た
め
に
、
変
わ
り
ゃ
す
い
法
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
過
去
も
将
来
も
持
た

な
い
、
偶
発
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
法
律
は
性
格
を
変
え
、
経
済
政
策
の
た
め
の
立
法
者
の
道
具
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の

価
値
は
、
経
済
政
策
に
対
す
る
人
々
の
評
価
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
法
文
の
数
が
増
加
し
、
そ
の
作
成
の
質
が
低

下
す
る
の
は
、
当
然
で
す
。
法
定
安
定
性
は
も
は
や
本
当
に
は
保
障
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
法
文
を
適
用
す
る
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
経
済
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
役
割
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
苦
痛
が
推
察
さ

(
出
)

れ
ま
す
。
た
と
え
、
不
予
見
理
論
の
よ
う
な
観
念
が
与
え
る
可
能
性
に
つ
い
て
慎
重
だ
と
し
て
も
で
す
。

一
般
性
を
喪
失
し
、

こ
の
法
は
善
悪
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
道
徳
的
に
は
中
立
で
す
。
ジ
ヨ
ス
ラ
ン
は
、
歴
史
を
烏
服
し
て
、
大
き
く
一
二
つ
の
時
代
に
分
け
て

い
ま
す
。
宗
教
的
な
時
代
と
道
徳
的
な
時
期
の
後
で
、
新
た
な
法
的
秩
序
は
、
本
質
的
に
、
経
済
、
財
政
と
租
税
の
秩
序
で
す
。
精
神
あ
る

い
は
理
念
を
再
生
さ
せ
る
試
み
は
不
発
に
終
わ
り
ま
し
た
。
正
し
い
こ
と
は
も
は
や
有
用
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
収
益
性
が
あ
る
こ
と

で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、
こ
の
有
用
性
の
追
求
に
お
い
て
、
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
最
大
多
数
、
「
大
衆
」
を
喜
ば
せ
る
こ
と
で
し

か
な
い
危
険
が
あ
り
ま
す
。
究
極
の
目
的
が
正
し
い
も
の
だ
と
は
保
証
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
学
者
の
考
え
で
は
、
こ
こ
に
確
実
に
、

法
の
危
機
が
あ
る
の
で
す
。

事
実
の
確
認
は
終
わ
り
に
し
ま
す
が
、
以
上
の
作
業
か
ら
、
法
を
「
〔
裁
判
官
な
ど
、
法
を
作
る
〕
資
格
を
持
つ
者
達
の
意
思
の
産
物
」
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(
日
)
円
切
。
=
回
日
向
門
戸
《
Z
2
0
弓
。
E
E
g
z
=
明
白
Z
E
唱
B
E
q
uハ×
V
5
2
-
w
n
]
叩
(
二
O
世
紀
初
め
の
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ル
ポ
ラ
チ
ス
ト

)γ
問

2
・
E
n
・
5
0
a

noロ
5
5
-
Y
S
由
一
戸
田
u
a
品
品

(

ロ

)

』

-FE叩
ヨ
。
芦
合
ぜ
。
-
z
c
g
E
日

s
z
g
T
H
2
3
8口同
町

1
8
5呂
告
白
間
(
経
済
協
定
の
民
事
法
上
の
地
位
の
変
化
)
V
・0
・出・右足・

1凶目

(日
)
0
・z・
3
u
品
暗
唱
・
}
ム
一
九
三
三
年
四
月
八
日
の
法
律
と
七
月
一
一
一
日
の
法
律
。

(
は
)
U
-
E
・
】
3
a
-
宮

3・

8
・
一
九
三
三
年
七
月
五
日
の
法
律
と
一
九
三
四
年
七
月
六
日
の
法
律
は
、
手
形
の
支
払
い
に
つ
い
て
猶
予
期
間
を
得
る
こ

と
を
認
め
た
。
一
九
三
五
年
六
月
二
九
日
の
法
律
(
一
九
三
六
年
三
月
二
五
日
の
法
律
に
よ
り
修
正
)
は
、
商
事
賃
貸
借
の
取
得
者
に
猶
予
期

間
を
得
る
こ
と
を
認
め
た
。
一
九
三
六
年
八
月
二
O
日
の
法
律
は
農
業
生
産
者
に
つ
い
て
民
法
典
一
二
四
四
条
を
修
正
し
た
。
一
九
三
六
年
八

月
二
一
日
の
法
律
は
職
人
・
工
業
経
営
者
・
商
人
に
、
法
定
の
猶
予
期
間
を
与
え
、
そ
の
際
に
納
税
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
を
区
別
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
納
税
者
で
な
い
者
だ
け
が
、
こ
の
猶
予
措
置
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
一
般
に
、
納
税
者
で
な
い
者
は
資
力
が
な
い
こ
と
を

考
慮
し
た
措
置
で
あ
る
。
〕

(
日
)
U
-
Z
3
3
a
℃
・
主
'
主
・

(
日
)
ロ

z-由一
w.F
司

-sw'吋
M
-
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訳
註(

ぺ
)
フ
レ
デ
リ
ツ
ク
・
ル
・
プ
レ
(
司
往
生
n
C
M
V
E
可
)
。
経
済
学
者
、
技
師
。
伝
統
主
義
者
で
あ
り
、
宗
教
的
見
地
か
ら
家
族
と
所
有
権
の
擁
護

者
を
も
っ
て
任
じ
た
(
一
八
O
六
1
一
八
八
二
年
)
。

(
勺
)
第
二
帝
政
期
の
共
和
派
代
議
士
で
、
第
三
共
和
制
期
に
教
育
大
臣
や
首
相
を
歴
任
。
特
に
、
無
償
・
義
務
・
世
俗
の
原
理
に
基
づ
く
初
等
教

育
を
導
入
し
、
教
育
か
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
の
排
除
を
図
っ
た
(
一
八
三
二
1
一
八
九
三
年
)
。

(
匂
)
元
々
は
一
七
世
紀
末
に
行
わ
れ
た
古
典
文
学
と
当
時
の
文
学
の
優
劣
を
巡
る
論
争
を
指
す
。

(
句
)
故
意
'
過
失
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
。
「
非
行
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

(
ち
)
こ
の
「
持
て
る
人
た
ち
は
幸
い
で
あ
る
」
は
、
キ
リ
ス
ト
が
山
上
の
垂
訓
で
説
い
た
、
「
こ
こ
ろ
の
貧
し
い
人
た
ち
は
幸
い
で
あ
る
。
」
以
下

の
八
つ
の
至
福
(
八
福
、
真
福
八
端
o
E
S
E
-
Z
)
切
S
E
E
g
マ
タ
イ
5
)
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
蛇
足
な
が
ら
、
「
持
て
る
人
た
ち
」
の
幸

い
は
八
つ
の
至
福
に
も
ち
ろ
ん
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
だ
か
ら
「
新
し
き
」
至
福
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。



(
句
)
ユ
ジ
ェ

l
ヌ
・
デ
ユ
ト
ワ
が
指
導
し
た
運
動
体
。

(
勺
)
全
国
小
麦
調
整
局

(
O
B
8
E
C
O
S
-
-
E刊号
8『

何
回
目

H
E
m
-
E
Z恥
)
は
、
小
麦
市
場
を
組
織
し
生
産
者
の
収
入
を
改
善
し
安
定
化
さ
せ
る
た
め
に
、

人
民
戦
線
内
閣
が
、
一
九
三
六
年
八
月
一
五
日
の
法
律
に
よ
っ
て
設
立
し
た
。
権
限
を
す
べ
て
の
穀
物
に
拡
大
し
た
後
、
一
九
四
O
年
に
全
国

穀
類
調
整
局
(
。
B
8
E
C
S包
宮
町
宮

o
p回日
g
D
m
z
z
n払
芯
包

2
・。

-z=U)
と
な
っ
た
。

(
向
。
)
新
規
に
参
入
し
競
争
に
耐
え
う
る
若
い
世
代
が
第
一
大
戦
で
死
亡
し
た
た
め
に
、
残
さ
れ
た
年
配
の
世
代
は
、
既
得
権
益
を
保
護
し
競
争
を

回
避
す
る
政
策
を
推
進
し
た
こ
と
を
指
す
。

(
勺
)
一
九
三
五
年
一
一
月
に
人
民
戦
線
が
結
成
さ
れ
、
一
九
三
六
年
六
月
か
ら
三
七
年
六
月
ま
で
ブ
ル
ム
人
民
戦
線
内
閣
が
成
立
し
た
こ
と
を
背

景
と
し
て
い
る
。

(
切
)
行
政
判
例
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
理
論
。
継
続
的
な
行
政
契
約
に
お
い
て
、
予
見
し
え
な
か
っ
た
経
済
的
変
動
の
ゆ
え
に
契
約
の
履
行
が
私
人

の
破
産
を
招
く
よ
う
な
場
合
に
、
私
人
は
行
政
庁
に
対
し
、
自
ら
被
っ
た
損
害
の
部
分
的
補
償
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

訳
者
あ
と
が
き

本
稿
は
、

2
2
Eロ
P
E
0・の江田
0
2
2同国あき
3
5
e』
E
m
E
E吉
田

E
3
V
5
2
Z
E
-
-昨

E
E
Mハ×
25n-n
の
翻
訳
で
あ
る
。
前
半
を
村
上
が
、
後
半

を
瀬
川
が
訳
出
し
、
全
体
の
統
一
性
、
訳
語
、
語
調
な
ど
に
つ
い
て
両
者
の
問
で
調
整
し
た
。

経済危機と法

北法50(6・149)1479



シンポジウム

国
中
村
陸
揚
(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
・
司
会
)

ご
ざ
い
ま
し
た
。
何
か
ご
発
言
が
あ
り
ま
し
た
ら
:
:
:
。
そ
れ
で
は
深
瀬

先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

深
瀬
忠
一
(
北
海
道
大
学
名
誉
教
授
)
数
年
前
に
お
亡
く
な
り
に
な
り

ま
し
た
、
ル
ネ
・
サ
ヴ
ア
テ
ィ
エ
先
生
の
お
話
が
か
な
り
出
て
き
ま
し
た
。

一
九
八
一
年
に
ポ
ワ
チ
エ
大
学
の
五
五
O
年
祭
に
、
お
招
き
を
受
け
て
行
っ

て
講
演
し
た
時
、
ル
ネ
・
サ
ヴ
ア
テ
ィ
エ
先
生
が
実
際
に
聞
き
に
来
て
、

そ
れ
で
「
面
白
い
」
っ
て
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
時
の
記
念
写
真
が

あ
る
の
で
す
よ
。
そ
の
記
念
写
真
を
大
切
に
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ル
ネ
・

サ
ヴ
ア
テ
イ
エ
先
生
が
ど
ん
な
先
生
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
若
い

皆
さ
ん
は
じ
か
に
ご
存
知
な
い
よ
う
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
先
生
か
、
と

い
う
こ
と
を
見
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
カ
ラ
ー

の
コ
ピ
ー
が
で
き
ま
す
の
で
、
コ
ピ
ー
を
と
っ
て
、
中
村
先
生
に
お
預
け

し
て
お
き
ま
す
。
下
の
掲
示
板
で
で
も
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

ち
な
み
に
言
っ
て
お
き
ま
す
け
ど
、
私
の
親
し
い
友
人
の
ブ
ノ
ワ
・
ジ
ャ

ン
ノ

l

(公
法
学
。
後
に
ポ
ワ
チ
エ
大
学
長
、
現
パ
リ
第
二
大
学
)
教
授

は
、
ル
ネ
・
サ
ヴ
ア
テ
イ
エ
先
生
に
会
う
と
い
つ
も
ね
、
「
エ
ク
リ
ベ
、

エ
ク
リ
ベ
、
ト
ウ
ジ
ュ
ー
ル
」
っ
て
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
一
番

ど
、
つ
も
あ
り
が
と
、
っ

先
生
か
ら
受
け
た
ご
恩
だ
と
私
に
い
っ
て
い
た
こ
と
を
ご
紹
介
し
て
お
き

宇
4
1レ
ト
&
λ
J
o

北法50(6・150)1480

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
は
で
す
ね
、
最
近
ポ
ワ
チ
エ
大
学
の
ス
タ
ッ
フ

に
加
わ
ら
れ
た
、
と
私
は
理
解
し
て
お
り
ま
す
け
ど
、
ボ
ル
ジ
ェ
ッ
ト
、

と
い
う
教
授
・
ア
グ
レ
ジ
ェ
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
は
ず
で
す
。
そ
の
ボ
ル

ジ
ェ
ッ
ト
が
書
き
一
九
九
三
年
に
出
版
さ
れ
た
厚
い
本
が
あ
り
ま
し
て
、

私
は
大
変
興
味
を
持
っ
て
こ
れ
に
注
目
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
確
か
、

「Z
B
S
込
町

E
E円

q
E弘

g
号
室
吉
ZHn
吟

g
m
g
(フ
ラ
ン
ス
公
法
に

お
け
る
友
愛
の
観
念
こ
と
い
う
テ

l
ズ
・
ド
ク
ト
ラ
(
博
士
論
文
)
が

賞
を
、
つ
け
て
本
に
な
っ
た
も
の
で
す
が
、
な
ぜ
私
が
興
味
を
持
っ
た
か
と

い
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
自
由
・
平
等
・
友
愛
、
こ
れ
ら
三
つ
、
ト
リ

ロ
ジ
ー
と
し
て
我
々
は
知
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
故
今
こ
の
友
愛
が
、

若
い
研
究
者
に
よ
っ
て
本
格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
か
。
そ
し
て
こ
の

研
究
は
、
私
は
大
変
価
値
の
高
い
も
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

今
日
の
お
話
全
体
に
と
て
も
関
係
し
て
お
り
ま
し
て
、
フ
ラ
テ
ル
ニ
テ

(
友
愛
)
と
か
ソ
リ
ダ
リ
テ
(
逮
帝
)
、
と
い
う
理
念
に
非
常
に
関
係
し

て
お
り
ま
す
。
も
し
で
き
れ
ば
、
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
一
番
最
後
に

で
も
、
あ
る
い
は
個
人
的
に
で
も
け
つ
こ
う
で
す
の
で
、
ボ
ル
ジ
ェ
ッ
ト

の
こ
の
博
士
論
文
の
理
論
的
な
意
義
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
法
学
に
お
け
る

位
置
に
つ
い
て
、
二
百
お
教
え
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
全
体
に
か
か



わ
る
、
質
問
と
感
想
と
お
礼
と
し
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

中
村
(
司
会
)
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
深
瀬
先
生
が
最

後
に
言
わ
れ
た
フ
ラ
テ
ル
ニ
テ
の
問
題
は
大
変
重
要
な
問
題
で
、
後
の
討

論
で
一
つ
の
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す

の
で
、
そ
の
時
に
シ
ェ

l
ヌ
先
生
か
ら
お
答
え
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
す
。

そ
れ
で
は
午
後
の
部
は
、
今
一
二
時
三
O
分
で
す
が
、
一
時
三
O
分
か
ら

始
め
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ま
た
一
時
三

O
分
に
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
。

経済危機と法

北法50(6・151)1481 


