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説

-
世
紀
末
と
神
聖
ロ
l
マ
帝
国
解
体
の
帰
結

2

ラ
イ
ン
同
盟
期
の
討
論
フ
ォ
ー
ラ
ム

四
行
政
(
法
V

専
門
誌
と
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
論
争

-
ハ
ル
ト
レ
i
ベ
ン
の
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ッ
タ
l
』
(
一
人
O
二
i
一
八
三
O
年
)

2

ハ
1
ル
の
『
官
房
通
信
』
(
一
八
O
六
|
一
八
一
五
年
)

五
ま
と
め

論

出
発
点

本
論
に
お
け
る
分
析
の
射
程
は
、
ド
イ
ツ
近
代
公
法
学
の
誕
生
に
お
け
る
雑
誌
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。
歴
史
概
念
と
し
て

の
「
近
代
」
は
一
般
に
、
「
封
建
制
」
「
身
分
制
杜
会
」
か
ら
「
市
民
社
会
」
へ
の
脱
皮
、
団
体
的
法
観
念
か
ら
「
個
人
主
義
」
「
自
由
主
義
」

へ
の
移
行
、
「
国
家
」
と
い
う
装
置
の
絶
対
化
、
つ
ま
り
そ
の
公
的
機
関
と
し
て
の
権
力
集
中
な
ど
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
内
包
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
に
か
ら
む
ド
イ
ツ
的
要
素
と
し
て
啓
蒙
絶
対
主
義
、
ロ
マ
ン
主
義
、
革
命
の
代
わ
り
の
「
上
か
ら
の
改
革
」
、
職
業
官
吏
層
の

成
立
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、
公
権
概
念
を
発
明
し
た
近
代
公
法
学
は
い
か
に
誕
生
し
た
の
か
。
そ
の
際
に
行
政
(
法
)

雑
誌
が
学
問
史
に
果
た
し
た
役
割
は
い
か
な
る
も
の
か
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
発
展
史
と
の
関
係
は
い
か
に
。
と
く
に
神
聖
ロ

1
マ
帝
国
崩
壊

後
の
ド
イ
ツ
激
動
の
時
代
は
、
学
問
的
著
作
の
み
で
公
法
論
の
動
向
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
で
き
・
な
い
。
単
行
本
で
は
決
し
て
追
い
つ
け
な

い
速
度
で
国
制
論
議
が
な
さ
れ
る
な
か
、
雑
誌
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
台
頭
が
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
を
考
え
始
め
た
そ
も
そ
も
の
動
機
は
、
ド
イ
ツ
近
世
・
近
代
公
法
史
に
お
け
る
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
」
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。

こ
の
概
念
は
、
近
代
国
家
成
立
と
と
も
に
初
め
て
治
安
維
持
機
関
の
意
味
に
狭
め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
「
警
察
」
と
い
う
邦
訳
に
あ
た
る
の
だ

北法50(1・2)2



が
、
そ
も
そ
も
ポ
リ
ツ
ア
イ
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
(
都
市
国
家
)
や
ポ
リ
テ
ィ
ア
概
念
に
由
来
し
、
近
世
に
お
い
て
も
広
く
統
治
術

(
1
)
 

(
学
聞
を
含
む
)
や
内
治
状
態
を
き
し
て
い
た
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
行
政
法
史
学
の
説
い
て
久
し
い
と
こ
ろ
で
あ
。
。
し
か
し
、
こ
の
ポ
リ
ツ
ア

イ
概
念
の
保
安
機
能
へ
の
縮
小
が
カ
ン
ト
哲
学
や
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
規
定
に
よ
っ
て
説
明
し
き
れ
る
よ
う
な
、
国
家
論
の
「
自
由

主
義
化
」
現
象
と
一
概
に
言
え
な
い
と
こ
ろ
に
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
史
研
究
の
古
く
て
新
し
い
問
題
意
識
が
あ
り
、
以
前
か
ら
こ
の
点
が
著
者

(2) 

の
興
味
を
大
い
に
そ
そ
っ
て
き
た
。
さ
て
、
こ
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
争
が
一
八
O
七
年
か
ら
一
八
一
一
年
頃
(
特
に
一
八
O
八
年
)
を
ピ

l
ク

(3) 

と
す
る
こ
と
、
そ
れ
も
単
行
本
の
み
な
ら
ず
雑
誌
記
事
・
論
文
の
形
で
多
く
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
近
年
の
研
究
に
よ
り
分
か
っ
て
き
た
。

こ
の
記
事
や
論
文
を
載
せ
た
主
な
雑
誌
が
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ッ
タ
l
』
と
『
官
房
通
信
』
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
雑
誌
が
公
法
学

的
論
争
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
、
新
た
な
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

な
ぜ
雑
誌
な
の
か
?
な
ぜ
ラ
イ
ン
同
盟
な
の
か
?
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
フ
ン
ボ
ル
ト
や
フ
イ
ヒ
テ
、
そ
し
て
へ

l
ゲ
ル
の
ご
と
き
ド
イ
ツ
の

『ポリツァイブレッター』と『官房通信i

青
年
を
興
奮
さ
せ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
革
命
理
念
の
完
成
者
も
し
く
は
崩
壊
者
と

L
て
華
々
し
く
登
場
し
、
そ
の
彼
に
よ
っ
て
神
聖
ロ

l
マ
帝

国
が
解
消
し
た
時
代
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
圧
力
の
た
め
に
言
論
活
動
が
制
限
さ
れ
た
と
一
般
に
い
わ
れ
る
ラ
イ
ン
同
盟
時
代
。
ラ
イ
ン
同
盟
人

と
な
っ
た
旧
帝
国
民
は
、
戦
時
体
制
下
の
日
本
の
文
壇
の
よ
う
に
体
制
支
持
派
に
飲
み
こ
ま
れ
た
か
、
も
し
く
は
無
難
で
抽
象
的
な
論
題
に

よ
っ
て
言
論
弾
圧
の
刃
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
の
か
。
し
か
し
、
時
代
に
つ
い
て
も
素
材
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
は
ま
だ
五
里
霧
中
の
状
態

で
あ
る
。
ま
ず
い
か
な
る
切
り
口
を
も
っ
て
本
稿
に
臨
む
べ
き
か
、
研
究
史
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

研
究
史

1 

ラ
イ
ン
同
盟
史

北法50(1・3)3



説

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
皇
帝
戴
冠
式
か
ら
わ
ず
か
二
年
後
、
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
は
千
年
以
上
に
わ
た
る
歴
史
の
幕
を
閉
じ
た
。
近
代
の
幕
開
け
に

も
あ
た
る
十
九
世
紀
初
頭
、
こ
の
帝
国
解
体
直
後
の
時
代
は
ド
イ
ツ
史
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
手
短
に
言

え
ば
、
従
来
そ
れ
は
二
重
の
意
味
で
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
「
ド
イ
ツ
独
自
の
」
道
を
強
調
す
る
史
学
界
の
発
展
史
的
視
点
か
ら
外
さ
れ
て
い

論

一
方
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
に
敗
退
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
雌
伏
の
時
代
と
さ
れ
、

(4) 

イ
ン
同
盟
結
成
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
蝶
臓
の
時
代
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
帝
弟
ジ
エ
ロ

l
ム
を
冠
し
た
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ア

(5) 

l
レ
ン
王
国
の
ラ
イ
ン
同
盟
編
入
や
同
盟
諸
国
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
軍
事
援
助
義
務
な
ど
か
ら
、
ラ
イ
ン
同
盟
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
歴
史
叙
述
の

対
象
と
し
て
は
決
し
て
好
ま
れ
な
か
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
政
が
崩
壊
し
た
一
八
一
四
年
、
さ
っ
そ
く
当
時
の
ド
イ
ツ
人
は
ラ
イ
ン
同
盟
を

(6) 

「
似
非
共
和
国
」
と
瑚
っ
た
が
、
こ
う
し
た
否
定
的
評
価
が
歴
史
研
究
に
も
長
く
尾
を
引
い
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
国
制
史
・
法
制
史
分

野
の
通
史
叙
述
に
お
い
て
、
ラ
イ
ン
同
盟
は
ほ
と
ん
ど
未
開
拓
と
い
え
る
。
こ
の
傾
向
は
ミ
ッ
タ
イ
ス
、
フ

l
パ
l
、
ハ
ル
ト
ゥ
ン
ク
、
ま

(7) 

た
フ

l
パ
i
に
多
く
を
依
拠
す
る
メ
ン
ガ
ー
な
ど
の
通
史
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
(
一
般
)
歴
史
学
で
は
、
七
十

(8) 

年
代
か
ら
フ
ェ

l
レ
ン
バ
ッ
ハ
、
ベ
ル
デ
イ
ン
グ
を
先
駆
と
す
る
ラ
イ
ン
同
盟
史
の
意
欲
的
研
究
が
次
々
に
世
に
問
わ
れ
て
い
る
。
特
に
フ

ェ
l
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
お
よ
び
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
国
政
・
法
制
改
革
の
最
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
地
域
(
併
合
さ
れ
た

(9) 

ラ
イ
ン
左
岸
は
除
く
)
と
し
て
ラ
イ
ン
同
盟
に
注
目
し
、
そ
の
継
受
の
深
度
や
経
路
、
受
け
皿
や
限
界
な
ど
を
つ
ぶ
さ
に
分
析
し
た
。
ベ
ル

デ
イ
ン
グ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
健
偏
政
権
と
片
付
け
ら
れ
て
い
た
ヴ
エ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
王
国
国
制
の
分
析
に
始
め
て
根
本
的
に
取
り
組
み
、

た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

一
方
で
西
南
・
中
ド
イ
ツ
語
邦
の
ラ

当
時
は
ラ
イ
ン
同
盟
の
モ
デ
ル
固
と
言
わ
れ
た
こ
の
人
造
国
家
に
お
け
る
諸
改
革
の
実
態
を
探
っ
た
。

こ
う
し
た
ラ
イ
ン
同
盟
研
究
の
蓄
積
を
土
台
に
、
法
制
史
の
視
点
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
深
い
研
究
テ

1
マ
が
設
定
で
き
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
な
か
ん
ず
く
法
継
受
史
の
視
点
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
と
い
う
の
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
進
軍
は
単
な
る
政
治
的
・

軍
事
的
抑
圧
に
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
法
制
度
お
よ
び
法
思
想
に
雪
崩
の
ご
と
き
継
受
現
象
を
引
き
起
こ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
農
奴
開

北法50(1・4)4



(
印
)

放
に
よ
る
所
有
権
実
態
の
変
化
、

ツ
ン
フ
ト
解
散
、
自
治
制
度
の
抜
本
改
革
そ
し
て
と
り
わ
け
領
主
裁
判
所
の
廃
止
は

l
i
領
邦
に
よ
り

実
施
程
度
の
差
は
あ
り
、
ま
た
ウ
ィ
ー
ン
体
制
に
よ
っ
て
旧
来
の
制
度
が
復
活
し
た
例
も
有
る
が
|
|
す
べ
て
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
抜
き
に

は
語
れ
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。
コ
ー
ド
・
シ
ヴ
イ
ル
(
ナ
ポ
レ
オ
ン
民
法
典
)
の
導
入
い
か
ん
は
各
同
盟
国
の
為
政
者
お
よ
び
官
僚
に
よ
っ

(
日
)

て
徹
底
的
に
討
議
さ
れ
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
真
剣
に
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
を
範
と
し
た
刑
法
を
バ
イ
エ
ル
ン
に
導
入
し
よ
う
と
試
み
た
。

更
に
一
八
一
四
年
の
サ
ヴ
ィ
ニ

l
対
テ
イ
ボ

l
の
有
名
な
法
典
論
争
も
、
こ
う
し
て
ラ
イ
ン
同
盟
時
代
に
培
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
法
思
想
お
よ

び
立
法
政
策
と
の
葛
藤
が
土
台
に
あ
っ
て
初
め
て
成
立
し
た
と
い
え
る
。
法
文
化
継
受
現
象
は
法
史
学
の
一
つ
の
大
き
な
テ

l
マ
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
継
受
が
ロ

l
マ
法
継
受
に
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
再
認
識
さ
れ
よ
う
。
仮
に

日
本
の
明
治
維
新
に
匹
敵
す
る
近
代
法
継
受
期
を
ド
イ
ツ
史
に
探
す
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
ラ
イ
ン
同
盟
期
を
置
い
て
他
に
は
な
い
。

『ポリツァイプレッター』と f官房通信j

も
ち
ろ
ん
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
と
い
う
点
で
は
、
直
接
フ
ラ
ン
ス
に
併
合
さ
れ
た
ラ
イ
ン
河
左
岸
、
つ
ま
り
体
制
復
古
後
に
プ
ロ
イ
セ
ン
に

併
合
さ
れ
た
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
し
、
近
年
で
は
特
に
民
法
、
治
安
行
政
お
よ
び
地
方
自
治
、
裁
判
実
務
な
ど
様
々

(ロ)

な
領
域
に
わ
た
っ
て
精
力
的
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
ラ
イ
ン
同
盟
に
つ
い
て
は
、
ま
が
り
な
り
に
も
同
盟
が
政
治
上
の

独
立
を
保
ち
、
従
っ
て
そ
こ
に
ま
が
り
な
り
に
も
自
立
し
た
法
継
受
の
過
程
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
点
が
貴
重
な
の
で
あ
る
。

2 

雑
誌
出
版
史

こ
と
雑
誌
出
版
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
近
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
実
験
場
で
あ
り
つ
づ
け
た
イ
ギ
リ
ス
が
充
実
し
て
い
る
よ
う
で

(
日
)

あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
雑
誌
出
版
は
十
七
世
紀
半
ば
に
始
ま
り
、
当
初
は
時
の
出
版
先
進
国
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
が
色
濃
か
っ
た
と
い
う
。
ぞ
れ

が
十
八
世
紀
に
な
る
と
、
報
道
・
歴
史
・
哲
学
・
文
芸
な
ど
雑
多
な
記
事
を
詰
め
込
ん
だ
「
総
合
雑
誌
」
の
ス
タ
イ
ル
が
成
功
、

一
方
で
訊

北法50(1・5)5



説

刺
家
デ
フ
ォ
!
の
「
時
評
』
(
一
七
O
四
年
創
刊
)
を
嘱
矢
と
す
る
政
治
・
文
芸
批
評
中
心
の
ス
タ
イ
ル

l
l
「
論
文
雑
誌
」
と
呼
ば
れ
る

ー
ー
も
発
展
し
、
イ
ギ
リ
ス
独
自
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
開
拓
す
る
に
至
る
。
ぞ
の
後
も
「
論
文
雑
誌
」
で
は
日
刊
に
し
て
四
千
部
を
売
っ

た
『
ス
ベ
ク
テ
イ
タ

1
』
(
一
七
一
一
年
創
刊
)
、
「
総
合
雑
誌
」
で
は
地
方
市
場
の
開
拓
や
(
当
時
ま
だ
違
法
だ
っ
た
)
国
会
議
事
報
告
収

載
で
成
功
し
た
『
紳
士
マ
ガ
ジ
ン
』
(
一
七
三
一
年
創
刊
)
が
言
論
界
を
活
気
づ
け
、
そ
の
他
に
も
婦
人
誌
、
各
種
専
門
誌
、
書
評
誌
な
ど

(M) 

の
ジ
ャ
ン
ル
が
開
拓
さ
れ
、
大
衆
市
場
へ
向
け
て
多
様
化
が
進
ん
で
い
く
。
定
期
刊
行
物
の
発
展
に
は
ま
た
、
読
者
と
作
り
手
の
活
発
な
交

流
が
背
景
に
あ
っ
た
。
紅
茶
が
大
英
帝
国
の
茶
の
間
に
君
臨
す
る
前
の
話
で
は
あ
る
が
、
ロ
ン
ド
ン
の
い
た
る
街
角
に
見
ら
れ
た
コ
ー
ヒ
ー

ハ
ウ
ス
で
は
こ
う
し
た
新
聞
や
雑
誌
が
テ
ー
ブ
ル
に
置
か
れ
、
記
事
を
読
み
上
げ
る
客
や
そ
れ
を
肴
に
議
論
に
嵩
じ
る
客
、
ネ
タ
を
探
し
に

(
日
)

来
る
記
者
や
文
芸
評
論
家
な
ど
で
ご
っ
た
が
え
し
て
い
た
と
い
う
。
報
道
の
代
名
調
と
も
い
え
る
『
ザ
・
タ
イ
ム
ズ
』
(
最
初
の
新
聞
で
は

な
い
、
念
の
た
め
)
第
一
号
が
一
七
八
五
年
に
発
行
さ
れ
た
時
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
既
に
こ
の
よ
う
に
厚
い
蓄
積
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
一
方
、
グ
l
テ
ン
ベ
ル
ク
活
版
印
刷
術
発
祥
の
地
ド
イ
ツ
で
は
、
帝
国
内
の
分
裂
状
態
の
た
め
か
地
方
誌
レ
ベ
ル
を
超
え
る
雑
誌
は
な

論

か
な
か
現
れ
な
か
っ
た
。
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
に
よ
く
見
ら
れ
た
雑
誌
は
『
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
・
ブ
レ
ッ
タ
l
』
と
呼
ば
れ
る
領
邦
お
よ
び
地

(
凶
)

方
の
倫
理
的
啓
蒙
情
報
誌
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
型
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
十
八
世
紀
末
ま
で
開
花
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
雑
誌
出
版
史
研
究
は
た
だ
著
名
な
雑
誌
の
列
挙
に
と
ど
ま
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
独
自
の
角
度
か
ら
新
た
な
方
法
論
を

発
展
さ
せ
て
き
た
。
と
り
わ
け
ハ

l
パ
i
マ
ス
の
「
公
共
性
の
構
造
転
換
』
で
示
さ
れ
た
問
題
提
起
を
た
た
き
台
に
、
近
代
市
民
社
会
の
情

報
流
通
革
新
に
よ
る
「
公
的
」
知
的
環
境
変
化
の
実
証
的
研
究
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、
出
版
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま

な
立
場
と
要
素
を
重
層
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ま
ず
生
産
・
流
通
を
担
う
出
版
側
に
つ
い
て
、
執
筆
者
か
ら
編
集

者
、
発
行
者
、
販
売
者
に
至
る
ま
で
各
々
の
発
展
と
そ
の
相
互
関
係
が
追
求
さ
れ
る
。
編
集
人
作
業
の
産
業
化
に
伴
っ
て
編
集
人
と
発
行
人
、

(
げ
)

す
な
わ
ち
公
論
機
能
と
経
済
機
能
の
分
業
が
発
生
す
る
。
流
通
経
路
の
拡
大
に
伴
っ
て
市
場
が
拡
大
す
れ
ば
出
版
形
態
に
も
変
化
が
現
れ
、
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原
稿
料
や
印
税
だ
け
で
食
べ
て
い
け
る
プ
ロ
の
執
筆
家
も
誕
生
す
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
職
業
化
と
商
業
化
現
象
で
あ
る
。

者
側
の
事
情
も
研
究
対
象
と
な
る
。
一
般
に
読
書
と
い
う
行
為
に
関
し
て
は
、
六
十
年
代
に
ア
ナ
l
ル
学
派
か
ら
発
展
し
た
「
書
物
の
社
会

史
」
研
究
に
代
表
さ
れ
る
統
計
学
的
手
法
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
識
字
率
、
就
学
率
、
ひ
い
て
は
書
籍
の
購
買
力
が
、
古
文
書
館
に
埋
も
れ
て

い
る
一
般
人
の
婚
姻
書
類
自
筆
署
名
や
遺
産
目
録
の
所
蔵
本
リ
ス
ト
な
ど
か
ら
割
り
出
さ
れ
る
。
い
か
な
る
環
境
で
、
い
か
な
る
契
機
で

(
問
)

「
ふ
つ
う
の
人
々
」
が
一
冊
の
本
を
手
に
取
る
に
至
っ
た
の
か
が
関
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
読
書
の
場
と
い
う
点
で
は
、
書
籍
の
個
人

(
印
)

所
有
が
一
般
化
し
て
い
な
い
十
八
世
紀
で
は
、
読
書
会
の
存
在
が
無
視
で
き
な
い
。
各
団
体
で
人
気
雑
誌
が
年
間
予
約
購
読
さ
れ
回
し
読
み

さ
れ
て
、
人
々
は
そ
の
記
事
を
対
象
に
議
論
を
戦
わ
せ
た
。
最
後
に
、
出
版
の
監
督
者
す
な
わ
ち
公
権
力
の
事
情
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
検
閲

や
押
収
と
い
う
形
の
敵
対
的
措
置
の
み
で
な
く
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
し
た
よ
う
な
、
宣
伝
も
し
く
は
自
己
正
当
化
の
た
め
メ
デ
ィ
ア
利
用
も
問

一
方
で
消
費

題
と
な
る
。

『ポリツァイブレッター』と f官房通信j

さ
て
本
稿
で
は
以
上
の
研
究
史
を
踏
ま
え
、
冒
頭
で
述
べ
た
問
題
意
識
を
実
際
に
料
理
す
る
に
あ
た
っ
て
二
つ
の
視
点
を
追
求
し
て
い
き

た
い
。
第
一
に
、
時
代
性
へ
の
視
点
が
あ
る
。
時
代
に
よ
っ
て
雑
誌
出
版
そ
の
も
の
の
社
会
的
意
味
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
、
上
述
の
先

行
研
究
が
強
調
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
幸
い
に
し
て
同
時
期
の
雑
誌
を
多
角
的
視
点
か
ら
扱
っ
た
研
究
は
近
年
幾
っ
か
発
表
さ
れ
て
お

(

初

)

(

幻

)

り
、
コ
ッ
タ
を
代
表
と
す
る
出
版
界
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
化
の
萌
芽
を
描
く
出
版
社
史
研
究
も
で
で
き
て
い
る
。
と
り
わ
け
助
か
る
こ
と

(n) 

に
は
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ッ
タ
l
』
を
対
象
と
し
た
博
士
論
文
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
手
が
か
り
に
、
特

に
ラ
イ
シ
同
盟
時
代
の
政
治
お
よ
び
国
家
学
雑
誌
の
政
治
的
・
社
会
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
言
論
統
制
が
ラ
イ

ン
同
盟
期
の
ド
イ
ツ
出
版
界
の
発
展
を
大
き
く
阻
害
し
た
と
一
般
に
い
わ
れ
、
有
名
な
例
と
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
批
判
し
た
出
版
者
パ
ル
ム

の
処
刑
が
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
検
閲
の
実
態
や
雑
誌
記
事
の
政
治
批
判
度
を
吟
味
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
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方
で
、
各
々
の
執
筆
者
が
宿
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
も
、
時
代
の
特
徴
と
し
て
誉
議
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
見
に

行
っ
た
ド
イ
ツ
人
の
な
か
に
は
、
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
』
の
編
集
人
ア
ル
ヒ
ェ
ン
ホ
ル
ツ
や
雑
誌
発
行
人
の
草
分
け
コ
ッ
タ
の
よ
う
に
、
後
に
雑

誌
界
を
リ
ー
ド
し
た
人
物
も
見
ら
れ
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
文
献
の
ド
イ
ツ
語
訳
公
刊
は
一
八
O
O
年
前
後
に
ピ

l
ク
を
迎
え
て
い

(
お
)

る
。
ラ
イ
ン
同
盟
期
は
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
は
「
革
命
」
と
い
う
対
岸
の
火
事
が
|
|
大
き
く
変
形
し
た
と
は
言
え

l
l
ナ
ポ
レ
オ
ン
と

い
う
実
体
を
も
っ
て
飛
び
火
し
た
時
代
で
あ
る
。
当
時
の
ポ
リ
ツ
ア
イ

(
H
行
政
)
雑
誌
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
が
い
か
な
る
形
で
消
化
さ
れ

論

て
い
る
か
は
、
本
稿
に
お
け
る
分
析
の
一
つ
の
大
き
な
焦
点
と
な
る
。

第
二
に
法
制
史
の
視
点
か
ら
、
法
学
雑
誌
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
別
発
展
の
比
較
分
析
と
い
う
切
り
口
が
あ
る
。
既
に
一
八
O
O
年
前
後
に

は
、
刑
法
学
者
の
立
法
論
議
が
昨
裂
し
た
ク
ラ
イ
ン
と
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ

l
ト
の
『
刑
法
論
島
v

法
史
学
的
内
容
を
含
む
フ

l
ゴ
!
の

(

お

)

(

お

)

『
民
法
学
マ
ガ
ジ
ン
』
、
帝
国
公
法
論
者
ヘ
パ

l
リ
ン
の
『
国
家
論
叢
」
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
他
に
法
学
専
門
の
書
評
誌
ま
で
刊
行
さ
れ
て

(
幻
)

い
た
。
一
方
で
国
家
学
雑
誌
の
よ
う
な
学
際
的
雑
誌
も
多
々
あ
り
、
判
例
・
立
法
雑
誌
と
い
う
実
務
ジ
ャ
ン
ル
も
存
在
す
る
。
ポ
リ
ツ
ア
イ

関
係
雑
誌
の
内
容
を
調
査
す
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
法
学
分
野
雑
誌
や
学
際
的
雑
誌
と
の
比
較
を
意
識
す
る
こ
と
は
肝
要
で

あ
る
。
こ
う
し
た
比
較
に
よ
っ
て
、
各
誌
に
共
通
す
る
特
殊
時
代
的
な
比
重
の
置
き
方
を
探
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
上
述
の
ご
と

き
社
会
統
計
学
的
調
査
は
時
間
的
・
労
力
的
に
個
人
規
模
で
は
・
無
理
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
を
土
台
に
法
学
雑
誌
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
重

要
性
や
政
治
的
位
置
等
を
分
析
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
購
読
層
の
限
定
に
は
限
界
が
あ
る
が
、
雑
誌
の
担
い
手
に
つ
い
て
な
ら
調
査
も

比
較
的
や
さ
し
い
。
こ
う
し
た
作
業
は
、
雑
誌
も
し
く
は
誌
上
論
文
の
社
会
的
位
置
を
客
観
的
に
評
価
す
る
た
め
に
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。

そ
の
上
で
論
文
記
事
の
内
容
を
分
析
し
、
同
時
代
の
「
便
覧
」
や
「
教
科
書
」
「
解
説
」
な
ど
の
学
術
書
の
傾
向
と
比
較
す
る
こ
と
も
で
き

(
お
)

る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
の
実
際
の
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
ラ
イ
ン
同
盟
時
代
の
公
法
論
の
特
徴
と
背
景
を
具
体
化
す
る
。
旧
帝
国
の
論
壇
に
比
べ
て
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帝
国
解
体
後
の
公
法
・
国
家
学
に
関
す
る
論
壇
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
い
か
な
る
特
色
を
持
ち
、
い
か
な
る
土
壌
で
ど
ん
な
メ
デ
ィ

ア
を
使
い
、
何
を
最
も
論
争
的
な
テ
l
マ
と
し
、
誰
に
よ
っ
て
論
議
さ
れ
た
の
か
。
次
に
、
実
際
に
今
回
の
研
究
対
象
と
な
る
二
つ
の
行
政

(
ポ
リ
ツ
ア
イ
)
関
連
誌
を
取
り
上
げ
、
前
述
の
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
論
全
体
の
雰
囲
気
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
雑
誌
が
い
か
な
る
展
開
を
見

せ
た
の
か
分
析
す
る
。
論
争
の
内
容
と
担
い
手
も
し
く
は
そ
の
土
壌
と
方
向
性
に
お
い
て
個
々
の
、
あ
る
い
は
共
通
の
展
開
は
あ
る
か
。
そ

の
際
に
具
体
的
な
比
較
分
析
の
素
材
と
し
て
、
冒
頭
に
述
べ
た
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
議
の
動
向
を
両
誌
で
追
っ
て
い
く
。

ラ
イ
ン
同
盟
公
法
論

1 

世
紀
末
と
神
聖
ロ
!
マ
帝
国
解
体
の
帰
結

『ポリツァイブレ 7ター』と『官房通信j

[
政
治
論
争
の
沸
鵬
]
結
論
か
ら
始
め
る
と
、
ラ
イ
ン
同
盟
期
の
公
法
論
は
旧
帝
国
公
法
論
に
比
べ
て
そ
の
政
治
色
の
濃
さ
に
顕
著
な
差

違
が
現
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
現
象
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
ま
ず
そ
こ
に
至
る
道
行
き
を
省
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
帝
国
解
体

以
前
の
一
八
O
O
年
前
後
の
公
法
論
は
、
大
別
し
て
三
つ
の
学
科
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
に
よ
る
新
自
然
法
論
の

席
捲
を
受
け
た
哲
学
(
自
然
法
論
)
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
洗
礼
を
受
け
た
領
邦
絶
対
主
義
的
官
房
学
(
ポ
リ
ツ
ア
イ
学
・
経
済
学
)
、
そ
し

て
よ
う
や
く
保
守
的
ラ
テ
ン
語
執
筆
か
ら
抜
け
出
し
た
法
学
(
帝
国
公
法
学
〉
で
あ
る
。
帝
国
公
法
論
の
一
変
形
と
し
て
ベ
ル
ク
の
『
ド
イ

ツ
ポ
リ
ツ
ア
イ
法
便
覧
』
が
世
に
出
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。
さ
て
こ
れ
ら
三
者
に
は
、
帝
国
公
法
学
が
封
建
的
等
族
諸
身
分
制
の
実
定

法
枠
に
限
定
さ
れ
、
自
然
法
論
が
実
定
法
に
は
囚
わ
れ
な
い
が
現
実
味
に
欠
け
、
そ
し
て
官
房
学
が

i
i
現
実
味
は
十
分
あ
る
が
|
|
政

治
学
と
し
て
機
能
す
る
に
は
御
用
学
的
色
彩
が
強
す
ぎ
、
と
三
者
三
様
の
欠
点
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
一
つ
の
大
き
な
共
通
点
が
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あ
っ
た
。
そ
れ
は
赤
裸
々
な
政
治
色
の
欠
如
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
代
弁
す
る
政
治
的
利
害
が
隠
蔽
さ
れ
、
明
言
さ
れ
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
こ

(
鈎
)

と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ラ
イ
ン
同
盟
と
と
も
に
、
三
者
の
措
抗
に
も
変
化
が
現
れ
る
。
ま
ず
帝
国
崩
壊
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
帝
国
公
法
学

が
存
在
意
義
を
失
う
。
ク
リ
ュ

l
パ
i
、
ゲ
ン
ナ
l
、
ベ
ル
ク
と
い
っ
た
帝
国
公
法
論
者
達
は
、
文
壇
に
新
実
定
法
H
ラ
イ
ン
同
盟
規
約
を

引
っ
さ
げ
て
再
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
哲
学
者
に
と
っ
て
ラ
イ
ン
同
盟
結
成
は
、
形
而
上
学
的
国
家
論
が
流
行
ら
な
い
実
務
重
視
の

改
革
時
代
の
到
来
を
意
味
し
た
。
他
方
、
官
房
学
実
務
は
大
政
変
の
中
で
も
健
在
だ
っ
た
が
、
行
政
改
革
を
め
ぐ
っ
て
政
治
的
意
見
を
迫
ら

れ
る
。
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
論
が
成
立
し
た
時
に
は
こ
の
よ
う
な
情
勢
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
帝
国
公
法
論
と
は
異
な
り
、
ラ
イ
ン
同
盟
の
論

客
は
こ
れ
ま
で
自
粛
し
て
き
た
政
治
的
領
分
に
い
わ
ば
強
制
的
に
踏
み
ま
込
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

E
E
N
Eと
い
う
ド
イ
ツ
語

論

が
「
公
法
論
者
」
の
枠
を
出
て
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
始
め
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

[
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
論
の
メ
デ
ィ
ア
]
八
年
と
い
う
短
い
存
続
期
間
に
鑑
み
れ
ば
、
ラ
イ
ン
同
盟
期
に
お
け
る
公
法
論
関
係
の
単
行
本
の

数
は
意
外
に
多
い
。
ク
リ
ュ

l
パ
l
の
『
ラ
イ
ン
同
盟
国
法
』
、
ブ
ラ
ウ
ア
i
の
『
ラ
イ
ン
同
盟
諸
国
一
般
国
法
へ
の
諸
提
言
」
、
ベ
ル
ク
の

「
ラ
イ
ン
同
盟
規
約
解
説
』
、
ベ

l
ル
の
『
公
法
的
観
点
か
ら
の
ラ
イ
ン
同
盟
の
体
系
的
叙
述
』
、
ゲ
ン
ナ
l
の
『
ド
イ
ツ
国
制
変
革
』
、
ツ
イ

ン
テ
ル
の
『
ラ
イ
ン
同
盟
国
法
雲
市
」
、
ツ
ア
ハ
リ
エ
の
『
ラ
イ
ン
同
盟
諸
国
の
公
均
は
同
盟
結
成
直
後
の
数
年
内
に
出
版
さ
れ
て
お
り
、

新
時
代
の
幕
開
け
に
臨
ん
で
の
公
法
論
者
達
の
意
気
込
み
を
感
じ
さ
せ
る
。
と
は
い
え
、
単
行
本
で
時
事
的
問
題
を
い
ち
早
く
取
り
上
げ
議

論
す
る
に
は
時
間
的
限
界
が
あ
っ
た
。
ま
し
て
ラ
イ
ン
同
盟
初
期
の
激
動
ぶ
り
を
思
え
ば
、
こ
の
時
代
の
論
壇
に
お
い
て
定
期
刊
行
物
が
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
実
際
、
こ
の
短
期
間
に
幾
多
の
雑
誌
が
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
論
の
柱
と
し
て
機
能
し
た
。

『
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
『
ラ
イ
ン
同
盟
』
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
」
「
ゲ
ル
マ
ニ
ア
』
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
年
鑑
』
な
ど
が
そ
の
典
型
で
あ
り
、
ま
た
書
評
雑

(
出
)

誌
で
あ
る
『
イ
ェ

l
ナ
一
般
文
芸
新
聞
』
『
ハ
レ
一
般
文
芸
新
聞
』
な
ど
も
活
躍
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
政
治
色
が
異
な
る
に
せ
よ
、
こ
れ

ら
の
雑
誌
に
お
い
て
法
学
、
経
済
、
そ
L
て
と
く
に
政
治
的
テ
l
マ
が
、
ラ
イ
ン
同
盟
の
枠
組
み
の
中
で
領
邦
諸
国
の
枠
を
超
え
て
議
論
さ
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れ
た
。
例
え
ば
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
導
入
、
同
盟
諸
国
の
主
権
概
念
、
官
吏
の
権
利
、
ツ
ン
フ
ト
廃
止
、
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
な
ど
。

つ
ン
ャ

l
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
と
検
閲
]
ド
イ
ツ
最
初
の
政
治
雑
誌
と
い
わ
れ
る
シ
ュ
レ
ッ
ツ
ア

l
の
「
国
家
広
報
』
が
一
七
七
0
年
代
に

初
め
て
発
行
さ
れ
た
こ
と
を
思
静
、
こ
れ
ら
の
雑
誌
は
そ
の
業
界
自
体
の
歴
史
が
浅
か
っ
た
。
執
筆
者
に
も
若
い
世
代
が
多
く
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
を
青
年
期
も
し
く
は
少
年
期
に
体
験
し
た
世
代
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
『
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
』
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
年

鑑
』
『
時
代
』
を
研
究
し
た
フ
ラ
ツ
ケ
H
ヴ
ア
イ
ス
は
、

『ポリツァイブレッターjと『官房通信j

一
七
八
九
年
の
時
点
で
三
O
歳
以
下
だ
っ
た
執
筆
者
の
割
合
を
「
政
治
ジ
ャ
ー
ナ

ル
』
で
六
人
・
七
%
、
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
』
で
七
人
・
七
三
%
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
年
鑑
』
で
八
七
・
五
二
%
と
割
り
出
し
て
い
る
。
面
白
い
こ
と

(
お
)

に
、
四
誌
の
な
か
で
最
も
保
守
的
と
い
わ
れ
る
「
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
の
年
齢
層
が
ひ
と
き
わ
高
い
。
一
方
、
出
版
側
の
事
情
も
早
く
も
変

わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。
フ
ラ
ツ
ケ
H
ヴ
ア
イ
ス
は
、
当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
が
既
に
商
業
化
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
と
主
張
す
る
。

編
集
人
が
雑
誌
の
内
容
や
運
営
の
決
定
権
を
握
る
「
編
集
人
雑
誌
」
か
ら
、
出
版
元
が
雑
誌
の
内
容
方
針
や
運
営
の
決
定
権
を
握
り
、
編
集

(
鈍
)

人
を
サ
ラ
リ
ー
で
雇
う
「
発
行
人
雑
誌
」
へ
遂
行
し
つ
つ
あ
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
よ
り
豊
か
な
バ
ラ
エ
テ
ィ
と
情
報
力
に
富
ん
だ
執
筆

者
障
の
確
保
、
そ
し
て
情
報
収
集
や
購
買
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
は
、
ま
す
ま
す
出
版
元
の
錬
腕
に
依
拠
す
る
よ
う
に
な
る
。
現
在
で
も
ク

(
お
)

レ
ッ
ト
・
コ
ツ
タ
出
版
社
が
そ
の
名
を
残
し
て
い
る
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
コ
ツ
タ
は
そ
う
し
た
発
行
人
の
草
分
け
的
存
在
で
あ
り
、

上
述
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
年
鑑
』
や
長
寿
の
ア
ウ
ク
ス
プ
ル
ク
「
一
般
新
聞
』
な
ど
人
気
刊
行
物
の
ほ
か
に
、
上
述
の
『
国
家
論
叢
』
や
本
論

で
扱
う
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
プ
レ
ツ
タ

l
』
も
発
行
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
出
版
側
と
お
上
の
関
係
は
微
妙
で
あ
っ
た
。
確
か
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
に

(
お
)

よ
る
出
版
統
制
は
あ
り
、
ラ
イ
ン
同
盟
各
国
も
検
閲
法
や
行
政
措
置
に
よ
っ
て
規
制
を
敷
い
た
が
、
発
行
人
は
各
国
政
府
と
の
コ
ン
タ
ク
ト

を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
雑
誌
を
生
き
長
ら
え
さ
せ
た
。
政
府
に
と
っ
て
も
雑
誌
は
よ
い
経
済
的
要
素
で
あ
り
、
時
に
よ
い
情
報
提
供
者
で
も

あ
っ
た
。
ま
た
一
方
で
、
当
時
の
雑
誌
に
未
だ
見
ら
れ
た
身
分
的
排
他
性
も
、
存
外
に
雑
誌
存
続
に
役
立
っ
た
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
教

養
市
民
層
を
読
者
に
設
定
し
た
た
め
に
、
各
誌
は
概
し
て
検
閲
の
圧
力
か
ら
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
確
信
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
改
革
路
線

北法50(1・11)11



説

に
好
意
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
一
八
一
O
年
の
時
点
ま
で
は
、
制
定
法
に
書
か
れ
た
厳
し
い
出
版
規
制
は
徹
底
さ
れ
た
わ
け

(
釘
)

で
は
な
く
、
実
際
に
は
充
分
に
包
括
的
報
道
の
余
地
が
あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
急
進
派
は
文
句
な
く
つ
ぶ
さ
れ
た
が
、

一
定
の
許
容
範
囲

論

内
で
の
政
治
論
争
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

2 

ラ
イ
ン
同
盟
期
の
討
論
フ
ォ
ー
ラ
ム

{
官
僚
の
役
割
]
前
述
の
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
論
に
関
す
る
学
術
書
は
み
な
、
官
僚
の
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
雑
誌
界
に
お
い
て
も
、

官
職
を
も
っ
執
筆
者
は
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
。
例
え
ば
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
論
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
雑
誌
に
「
ラ
イ
ン
同
盟
」

が
あ
る
が
、
こ
れ
も
執
筆
者
・
読
者
の
両
面
か
ら
見
て
官
僚
に
よ
る
官
僚
の
た
め
の
雑
誌
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
雑
誌
に
は
先
に
挙
げ

(
お
)

た
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
論
の
単
行
本
著
者
の
ほ
と
ん
ど
が
記
事
を
寄
せ
て
い
る
。
『
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
、
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
』
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
年

(
お
)

鑑
』
の
執
筆
者
の
う
ち
官
吏
(
文
官
)
の
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ
六
O
%
、
四
八
%
、
六
八
%
で
あ
っ
た
。
政
党
組
織
の
な
い
当
時
、
官
僚
は
い

(ω) 

わ
ば
「
唯
一
の
プ
ロ
の
政
治
家
」
と
し
て
、
公
法
論
ひ
い
て
は
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
論
争
の
主
役
を
演
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と

は
、
彼
ら
が
決
し
て
一
部
の
官
吏
層
か
ら
出
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
に
様
々
な
地
位
と
背
景
か
ら
参
加
し
て
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば

『
ラ
イ
ン
同
盟
』
執
筆
者
の
な
か
に
は
ナ
ッ
サ
ウ
改
革
派
首
領
の
ア
ル
メ
ン
デ
イ
ン
ゲ
ン
や
パ

l
デ
ン
の
行
政
改
革
最
高
責
任
者
ブ
ラ
ウ
ア
ー

と
い
っ
た
同
盟
諸
国
の
最
高
級
官
僚
も
い
れ
ば
、
ゲ
ン
ナ
l
、
ベ
ー
ル
、
ツ
ア
ハ
リ
エ
と
い
っ
た
法
学
教
授
も
い
る
。
他
方
で
中
堅
も
し
く

は
地
方
行
政
官
僚
が
お
り
、
こ
れ
が
実
は
雑
誌
著
者
陣
の
中
で
最
も
大
き
な
グ
ル
ー
プ
を
成
し
て
い
る
。
し
か
し
官
僚
執
筆
者
の
多
様
性
は

官
位
や
職
種
に
現
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
顔
ぶ
れ
は
ラ
イ
ン
同
盟
特
有
の
複
雑
な
社
会
的
・
政
治
的
状
況
を
も
反
映
し
て
い
る
。
官
吏

層
と
い
う
単
一
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
そ
こ
に
年
齢
層
と
「
実
務
的
公
務
と
政
策
学
的
著
作
活
動
へ
の
緊
密
な
関
連
」
と
い
う
共
通
項
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fポリツァイブレッターjと f官房通信j

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
聞
に
は
大
き
な
亀
裂
が
走
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
思
想
的
相
違
に
も
よ
る
が
、
と
り
わ
け
帝
国
崩
壊
に
よ

り
利
益
を
得
た
者
と
そ
う
で
な
い
者
の
差
異
が
歴
然
と
し
て
あ
る
。
具
体
的
に
は
各
領
邦
の
改
革
ム
目
僚
が
前
者
で
あ
り
、
他
方
で
旧
帝
国
諸

機
関
に
属
し
て
い
た
者
、
例
え
ば
帝
室
裁
判
所
試
補
ま
た
は
隣
接
す
る
領
邦
に
併
合
さ
れ
た
旧
帝
国
等
族
の
官
吏
が
後
者
を
体
現
し
て
い
た
。

つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
・
政
治
的
立
場
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
ン
同
盟
に
対
す
る
論
者
の
態
度
(
期
待
、
理
想
化
、
失
望
、
憎
悪
)
は
微
妙

に
異
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
ラ
イ
ン
同
盟
当
初
は
、
絶
対
君
主
権
確
保
に
よ
る
中
央
集
権
国
家
と
い
う
実
際
的
な
プ
ラ
ン
を
描
く
者
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
頭
上
に
革
命
理
念
(
し
か
じ
ド
イ
ツ
的
「
改
革
」
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
)
を
夢
見
る
者
、
既
得
権
や
官
職
を
失
い
同
盟
に

(
H
U
)
 

失
望
し
た
者
、
ド
イ
ツ
的
「
自
由
」
の
崩
壊
を
理
念
的
に
嘆
く
者
な
ど
、
官
吏
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
と
理
念
の
錯
綜
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

外
交
政
策
は
さ
て
お
い
て
も
、
内
政
に
つ
い
て
の
議
論
は
こ
う
し
た
諸
利
害
と
諸
理
念
の
対
立
関
係
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
沸
騰
し
た
。

こ
の
官
吏
執
筆
者
相
互
の
政
治
論
争
を
、
さ
き
の
『
ラ
イ
ン
同
盟
』
に
お
け
る
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
論
争
へ
の
関
与
を
例
に
し
て
考
え
て
み

よ
う
。
ま
ず
第
一
に
示
唆
的
な
の
は
、
当
時
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
議
に
関
わ
っ
た
著
者
の
名
前
が
「
同
盟
』
執
筆
者
と
し
て
た
び
た
び
登
場
し
て

(
必
)

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
帝
国
末
期
の
論
客
ベ
ル
ク
や
ド
ラ
イ
ス
の
み
な
ら
ず
、
ラ
イ
ン
同
盟
時
代
に
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
争
を
に
ぎ
わ
せ

(
同
日
)

た
論
客
(
ベ

1
ル
、
ク
レ
マ

1
、
エ
マ

l
マ
ン
ヤ
も
顔
を
見
せ
て
い
る
。
第
二
に
、
こ
の
顔
ぶ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
同
盟
』
誌
上
に
ポ

リ
ツ
ア
イ
概
念
そ
の
も
の
に
対
す
る
抽
象
的
論
考
が
全
く
現
れ
な
い
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
二
つ
の
一
見
相
反
す
る
事
実

か
ら
以
下
の
こ
と
が
よ
り
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
旧
帝
国
に
お
け
る
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
争
は
、
国
家
は
何
を
目
的
に

存
在
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
を
出
発
点
と
し
、
社
会
契
約
論
を
土
台
に
し
た
国
家
哲
学
レ
ベ
ル
で
か
な
り
抽
象
的
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
。

ポ
リ
ツ
ア
イ
任
務
が
広
く
臣
民
の
福
祉
お
よ
び
国
力
増
進
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
危
険
防
止
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う

「
実
質
的
」
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
の
定
義
は
、
こ
う
し
た
国
家
目
的
論
の
裏
付
け
な
し
に
は
議
論
で
き
な
い
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
こ
の
旧
帝
国
公
法
論
と
は
対
照
的
に
、
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
論
に
お
い
て
は
「
実
質
的
」
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
の
内
容
云
々
の
問
題
提
起
は
決

• 
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説

し
て
論
議
の
核
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
確
か
に
抽
象
的
レ
ベ
ル
で
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
考
は
一
つ
も
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
『
ラ
イ
ン
同
盟
』
誌
上
で
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
が

ま
っ
た
く
争
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
逆
に
ポ
リ
ツ
ア
イ
と
い
う
言
葉
は
、
高
度
に
政
治
化
し
た
問
題
に
か
ら
ん
で
誌
上
に

登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
上
述
し
た
『
同
盟
』
著
者
陣
の
様
々
な
政
治
的
・
社
会
的
立
場
の
違
い
が
、
当
誌
を
し
て

旧
帝
国
等
族
問
題
|
|
す
な
わ
ち
一
方
で
新
し
い
領
邦
君
主
権
と
、
一
方
で
帝
国
直
属
の
身
分
を
失
っ
た
旧
帝
国
等
族
の
既
得
権
と
の
境

界
線
を
め
ぐ
る
争
い
|
|
の
焦
点
と
な
ら
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
同
盟
に
お
い
て
は
帝
国
解
体
の
政
治
的
勝
利
者
は
主
権
国
家
と

し
て
生
き
残
っ
た
四
十
弱
の
領
邦
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
主
権
国
家
に
飲
み
込
ま
れ
た
数
百
の
旧
帝
国
騎
士
や
都
市
な
ど
の
等
族
諸
身
分
は
明

ら
か
に
敗
北
者
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
や
君
主
の
立
場
を
失
っ
た
こ
れ
ら
の
旧
帝
国
等
族
は
、
今
ま
で
帝
国
体
制
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い

た
さ
ま
ざ
ま
な
高
権
を
一
気
に
失
う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
旧
帝
国
時
代
に
公
法
論
者
が
用
い
て
い
た
法
解
釈
の
手
法
を
も
っ
て
す
れ
ば
、

彼
ら
の
利
権
の
理
論
的
防
御
は
可
能
だ
と
楽
観
す
る
傾
向
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
領
邦
君
主
と
そ
の
高
級
官
僚
に
と
っ
て
は
、
当

然
な
が
ら
こ
の
希
望
的
観
測
を
打
ち
壊
す
こ
と
が
「
改
革
」
の
一
つ
の
焦
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
が
た
と
え
ば
、
ラ
イ
ン
同
盟
特
有
の
き

わ
め
て
具
体
的
・
政
治
的
な
争
点
で
あ
る
高
位
ポ
リ
ツ
ア
イ
と
下
位
ポ
リ
ツ
ア
イ
と
の
境
界
線
問
題
に
繋
が
っ
た
。
こ
れ
は
ラ
イ
ン
同
盟
規

約
二
十
七
条
に
保
障
さ
れ
た
同
盟
構
成
国
君
主
の
主
権
内
容
の
一
つ
「
高
位
ポ
リ
ツ
ア
イ
」
権
を
め
ぐ
る
解
釈
論
争
で
あ
る
が
、
そ
の
裏
で

論

実
際
に
争
わ
れ
た
利
害
は
、
こ
の
「
高
位
ポ
リ
ツ
ア
イ
」
が
カ
バ
ー
し
な
い
「
下
位
ポ
リ
ツ
ア
イ
」
権
(
規
約
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
)

を
ど
こ
ま
で
旧
帝
国
等
族
(
元
領
主
)
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
例
え
ば
旧
帝
国
時
代
に
「
下
位
ポ
リ
ツ
ア
イ
」
権
と
し
て
認
め
ら

(
H
H
)
 

れ
て
い
た
営
業
許
可
付
与
権
な
ど
の
利
権
は
元
領
主
の
手
に
残
さ
れ
る
の
か
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
『
同
盟
』
は
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
議
に
一
つ

の
政
治
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
提
供
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
他
の
公
法
論
議
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
公

職
が
身
分
制
度
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
時
代
に
公
私
の
立
場
を
分
け
た
議
論
な
ど
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
官
吏
が
完
全
に
「
客
観
的
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(
M
W
)
 

な
」
私
人
と
し
て
誌
面
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四

行
政
(
法
)
専
門
誌
と
ポ
リ
ツ
ァ
イ
概
念
論
争

fポリツアイプレッターjと『官房通信』

こ
う
し
た
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
論
の
主
潮
流
の
片
隅
に
、
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
議
の
場
を
提
供
し
た
雑
誌
ジ
ャ
ン
ル
が
存
在
し
て
い
た
。
ポ
リ
ツ
ア

(
紛
)

イ
も
し
く
は
行
政
(
法
)
の
専
門
誌
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
ち
ょ
う
ど
ラ
イ
ン
同
盟
時
代
に
南
ド
イ
ツ
の
二
誌
、
す
な
わ
ち
ハ
ル
ト
レ

i
ベ
ン

(
幻
)

の
『
一
般
司
法
・
ポ
リ
ツ
ア
イ
・
ブ
レ
ッ
タ

l
』
(
以
下
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ツ
タ

l
』
)
と
ハ

l
ル
の
「
官
房
・
ポ
リ
ツ
ア
イ
・
経
済
・

(必
)

(

ω

)

森
林
・
技
術
・
商
業
通
信
』
(
以
下
『
官
房
通
信
』
)
と
と
も
に
全
盛
期
を
迎
え
て
い
る
。
ハ
ル
ト
レ

1
ベ
ン
、
ハ

l
ル
の
両
編
集
人
と
も
に

大
学
教
授
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
つ
の
雑
誌
は
官
僚
雑
誌
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
雑
誌
の

執
筆
者
障
に
は
中
央
政
府
の
高
級
官
僚
の
み
な
ら
ず
、
中
堅
及
び
地
方
官
吏
も
多
々
見
ら
れ
る
。
内
容
的
に
は
専
門
誌
と
い
う
性
質
も
あ
っ

て
一
般
政
治
誌
よ
り
遥
か
に
専
門
性
が
高
く
実
務
重
視
で
あ
り
、
そ
の
分
政
治
的
色
彩
が
直
接
に
は
薄
い
。
そ
れ
で
も
時
代
性
が
現
れ
、
ざ
る

を
得
な
い
の
は
、
両
誌
と
も
に
特
に
フ
ラ
ン
ス
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
王
国
、
と
い
っ
た
当
時
最
先
端
の
行
政
立
法
を
多
く
紹
介
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
こ
の
両
誌
に
は
他
の
一
般
誌
に
見
ら
れ
な
い
ポ
リ
ツ
ァ
イ
概
念
を
直
接
論
じ
た
論
説
記

事
が
幾
つ
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
専
門
誌
こ
そ
ラ
イ
ン
同
盟
時
代
の
最
も
句
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
争
動
向
を
う
か
が
わ
せ
る
貴
重
な

史
料
な
の
で
あ
る
。

1 

ハ
ル
ト
レ

l
ベ
ン
の
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ツ
タ
l
』
(
一
人
O
二
|
一
八
一
二
O
年
)

も
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『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ッ
タ
!
』
は
毎
週
三
号
の
頻
度
と
年
間
六
百
頁
の
量
を
誇
り
、
当
誌
に
つ
い
て
博
士
論
文
を
書
い
た
シ
ユ
タ
ム
の
弁

(
閃
)

を
借
り
れ
ば
「
一
八
O
O
年
か
ら
一
八
三
O
年
の
ド
イ
ツ
で
最
も
影
響
力
の
あ
る
法
学
雑
誌
の
一
つ
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
評
価
は
全
く
妥
当

論

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
出
版
元
が
当
代
き
つ
て
の
雑
誌
仕
掛
人
コ
ツ
タ
で
あ
る
と
い
う
の
は
大
き
な
強
み
で
あ
っ
た
。
他
に
も
幾
つ
も
の
雑
誌

を
発
行
し
て
い
た
コ
ツ
タ
で
あ
っ
た
か
ら
、
『
ブ
レ
ッ
タ

i
』
の
広
告
を
そ
れ
ら
の
雑
誌
に
載
せ
る
こ
と
は
わ
け
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
し
、

予
約
販
売
網
も
広
く
「
各
郵
便
局
と
主
な
書
底
」
に
確
保
し
て
い
た
。
半
年
聞
の
予
約
購
読
料
二
グ
ル
デ
ン
四
十
五
ク
ロ
イ
ツ
ア
ー
は
、
個

(
日
)

人
で
は
賄
い
難
い
に
し
て
も
、
当
時
と
し
て
は
常
識
的
値
段
で
あ
ろ
う
。
「
ブ
レ
ッ
タ
l
』
は
創
刊
年
か
ら
千
二
百
件
の
予
約
購
読
、
最
盛

(
臼
)

期
(
一
八
O
五
年
)
に
は
千
五
百
部
以
上
の
売
り
上
げ
を
記
録
し
て
い
る
。
コ
ン
ビ
ニ
で
雑
誌
が
買
え
る
今
日
の
日
本
人
か
ら
見
れ
ば
子
供

(
日
)

だ
ま
し
の
よ
う
な
数
で
あ
る
が
、
十
九
世
紀
初
頭
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
雑
誌
出
版
状
況
に
照
ら
せ
ば
か
な
り
よ
い
業
績
で
あ
る
。
例
え
ば
イ
ギ
リ

(
日
)

ス
報
道
の
大
御
所
『
タ
イ
ム
ズ
』
で
さ
え
、
創
刊
時
の
一
七
八
五
年
に
は
約
千
部
し
か
売
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ

レ
ッ
タ
l
」
は
既
に
帝
国
末
期
に
地
位
を
確
立
し
、
帝
国
崩
壊
直
前
の
五
年
間
に
「
純
粋
な
ド
イ
ツ
愛
国
心
」
か
ら
生
ま
れ
た
種
々
の
ポ
リ

(
日
)

ツ
ア
イ
学
専
門
誌
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
似
た
よ
う
な
動
機
か
ら
創
刊
さ
れ
た
他
の
ほ
と
ん
ど
の
雑
誌
が
二
年
と
続
か
な

い
短
命
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ツ
タ

l
』
は
三
十
年
近
い
出
版
年
数
を
経
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
例
外
的
な
長
寿
命
を

(
部
)

誇
っ
て
い
る
。

[
絹
集
人
ハ
ル
ト
レ

i
ベ
ン
]
こ
の
雑
誌
の
一
番
の
原
動
力
は
、
し
か
し
発
行
人
コ
ツ
タ
で
は
な
い
。
編
集
人
テ
オ
ド
ア
・
コ
ン
ラ

i
ト
・

(
幻
)

で
あ
る
。
創
刊
時
か
ら
死
に
い
た
る
ま
で
約
四
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
編
集
人
の
責
務
を
ま
っ

(
一
七
七

o
ー
一
八
二
七
)

ハ
ル
ト
レ

l
ベ
ン

(
見
)

と
う
し
た
彼
は
、
当
時
の
出
版
界
の
趨
勢
に
漏
れ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
衝
撃
を
若
く
し
て
受
け
た
世
代
で
あ
っ
た
。
『
ブ
レ
ッ
タ
l
』
が

コ
ツ
タ
の
豪
腕
に
も
か
か
わ
ら
ず
編
集
人
中
心
の
雑
誌
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
雑
誌
の
発
行
地
を
見
て
も
分
か
る
。
編
集
人
自
身
が
官
吏
と
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
君
主
に
転
々
と
仕
え
た
た
め
、
出
版
地

U
g
n
z
a
が
彼
の
任
地
を
追
っ
て
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
(
一
八
O
二
ー
一
八
O
五
年
)

司島
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か
ら
ヴ
ユ
ル
ツ
プ
ル
ク
(
一
人
O
六
l
一
八
O
七
年
)

一
八
一
一
一
一
年
)
、
プ
フ
オ
ル
ツ
ハ
イ
ム

へ
、
コ
!
ブ
ル
ク
(
一
人
O
八
ー
一
八
一

O
年
)
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
(
一
八
一
一
ー

(
一
八
一
二
|
一
八
一
六
年
)
、
終
に
は
ヴ
オ
ル
ム
ス
(
一
八
一
七
l
一
人
二
七
年
)

へ
と
、
ォ
l

『ポリツァイプレッターjと『官房通信』

ス
ト
リ
ア
か
ら
南
西
ド
イ
ツ
一
帯
に
五
回
も
移
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
の
出
版
事
情
で
は
考
え
ら
れ
な
い
話
で
あ
る
。
ハ
ル

ト
レ
1
ベ
ン
は
マ
イ
ン
ツ
の
法
曹
家
系
の
出
身
で
、
法
律
家
と
し
て
帝
国
公
法
学
の
勉
強
も
し
て
い
る
が
、
一
方
で
官
房
学
・
ポ
リ
ツ
ア
イ

学
の
教
育
は
受
け
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
軍
占
領
後
の
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
(
一
八
O
O
年
)
で
当
市
の

ポ
リ
ツ
ア
イ
機
関
再
興
計
画
に
従
事
し
た
し
、
ま
た
一
八
O
四
年
に
は
ヴ
ユ
ル
ツ
プ
ル
ク
と
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
で
国
法
・
刑
訴
・
民
訴
の
他
に

(ω) 

「
ポ
リ
ツ
ア
イ
学
と
ボ
リ
ツ
ア
イ
法
」
と
題
す
る
講
義
を
担
当
し
て
い
る
。
ハ
ル
ト
レ

l
ベ
ン
の
履
歴
に
見
ら
れ
る
こ
の
ボ
リ
ツ
ア
イ
学
と

帝
国
公
法
学
、
そ
し
て
実
務
参
加
の
連
携
が
、
実
は
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ッ
タ
l
』
の
方
針
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
望
ん
だ
雑
誌
は
、

(ω) 

多
く
の
「
司
法
官
吏
と
ポ
リ
ツ
ア
イ
官
吏

(
M
E
E
4
s
a
g
E
4・0
g
n
v島
M
g宮
SH)」
に
公
務
情
報
や
そ
れ
ぞ
れ
の
実
務
経
験
交
換
の
場

を
提
供
す
る
、
官
吏
に
よ
る
官
吏
の
た
め
の
雑
誌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

{
雑
魅
の
担
い
手
遺
]
こ
う
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
の
帰
結
と
し
て
、
雑
誌
執
筆
者
陣
も
ま
た
多
彩
な
顔
触
れ
を
見
せ
て
い
た
。
シ
ユ
タ
ム
に

よ
れ
ば
、
著
者
の
職
業
に
は
ポ
リ
ツ
ア
イ
地
方
長
官
や
下
級
ポ
リ
ツ
ア
イ
官
吏
の
み
な
ら
ず
、
市
長
、
裁
判
官
、
(
地
方
)
政
府
顧
問
、
教

(
臼
)

授
、
医
者
、
牧
師
、
科
学
者
な
ら
び
に
詩
人
ま
で
も
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
は
旧
帝
国
末
期
お
よ
び
ラ
イ
ン
同
盟
期
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念

論
争
に
お
け
る
主
要
な
論
客
、
ベ
ル
ク
や
ド
ラ
イ
ス
、
エ
マ

i
マ
ン
、
ハ

l
ル
、
ゾ
l
デ
ン
と
い
っ
た
顔
ぶ
れ
も
登
場
す
る
。
ベ
ル
ク
な
ど

(
臼
)

は
ま
た
逆
に
、
自
著
『
ド
イ
ツ
ポ
リ
ツ
ア
イ
法
便
覧
』
(
一
七
九
九
|
一
八
O
九
年
)
に
こ
の
雑
誌
の
記
事
を
繰
り
返
し
引
用
し
て
い
る
。

さ
ら
に
執
筆
陣
に
は
ヘ
ッ
セ
ン
候
国
の
枢
密
顧
問
で
雑
誌
『
ゲ
ル
マ
ニ
ア
』
の
発
行
人
ク
ロ

l
メ
、
刑
法
学
者
グ
ロ
ル
マ
ン
や
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ

ロ
l
ト
、
詩
人
の
ジ
ヤ
ン
・
ポ

1
ル
と
い
っ
た
著
名
人
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
ハ
ル
ト
レ

i
ベ
ン
一
人
の
力
で
は
な
く
、
前

述
の
出
版
元
コ
ツ
タ
が
持
っ
て
い
た
広
範
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
地
域
的
に
み
る
と
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執
筆
者
は
そ
れ
ほ
ど
広
い
空
間
に
分
布
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
当
初
か
ら
こ
の
雑
誌
の
営
業
範
囲
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ケ
ン

地
方
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
シ
ユ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
地
方
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
徐
々
に
拡
大
さ
れ
て
は
い
く
の
だ
が
、
執
筆
者
は
相
変
わ
ら

ず
ほ
と
ん
ど
中
南
ド
イ
ツ
に
限
ら
れ
て
い
た
。
特
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
著
者
は
、
少
な
く
と
も
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
争
に
お
い
て
は
(
匿
名
を
考
慮

一
八
一
五
年
に
い
た
る
ま
で
一
人
も
見
当
た
ら
な
い
。

論

に
入
れ
な
け
れ
ば
)

[
雑
憶
の
性
格
と
変
遷
}
上
述
し
た
実
務
重
視
の
観
点
か
ら
、
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ツ
タ
l
』
は
一
見
し
て
学
術
誌
と
い
う
よ
り
は
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
情
報
誌
と
し
て
の
色
彩
が
濃
い
よ
う
に
見
え
る
。
ハ
ル
ト
レ

l
ベ
ン
が
こ
の
雑
誌
の
創
刊
時
の
名
称
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
風

(
白
山
)

説

gHFN昌
司
自
白
』
に
お
い
て
意
図
し
て
い
た
よ
う
に
、
当
誌
の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
た
る
躍
動
感
や
時
事
性
、
娯
楽
性
は
一
方
で
旧
帝
国

内
外
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
制
度
や
ポ
リ
ツ
ア
イ
関
連
立
法
、
他
方
で
盗
賊
団
の
出
没
や
通
行
証
偽
造
に
見
ら
れ
る
犯
罪
事
件
描
写
の
数
々
、
ま
た

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
司
法
記
録
の
報
道
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
当
誌
に
数
多
く
掲
載
さ
れ
た
指
名
手
配
書
は
大
き
な
呼
び
物

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
雑
誌
の
性
質
は
変
化
す
る
。
そ
れ
も
興
味
深
い
こ
と
に
、
ち
ょ
う
ど
ラ
イ
ン
同
盟
初
期

に
二
つ
の
内
容
的
変
化
が
平
行
し
て
進
行
し
て
い
く
。
第
一
の
変
化
は
、
既
に
触
れ
た
実
務
情
報
誌
と
し
て
の
性
質
が
記
事
の
理
論
化
に
伴
っ

て
徐
々
に
薄
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
シ
ユ
タ
ム
は
こ
れ
が
雑
誌
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
面
だ
っ
た
と
評
価
す
る
が
、
と
い
う
の

(ω) 

も
ま
さ
に
こ
の
理
論
化
の
過
程
で
、
明
白
に
は
一
八
O
九
年
頃
か
ら
発
行
部
数
が
減
少
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
雑
誌
記
事
論
文
が
ま
す
ま

す
長
く
な
り
理
論
的
に
な
る
に
連
れ
て
、
当
誌
が
「
生
き
生
き
と
し
て
分
か
り
ゃ
す
い
雑
誌
と
し
て
の
性
格
を
失
っ
て
」
教
養
誌
に
な
っ
て

(
閃
)

し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
、
メ
デ
ィ
ア
の
娯
楽
化
や
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
は
同
時
代
人
に
と
っ
て
既
に
雑
誌
経
営
上
の
大
き
な
テ
l
マ

と
な
っ
て
い
た
。
出
版
元
の
コ
ツ
タ
に
宛
て
た
あ
る
友
人
の
手
紙
で
「
学
者
の
古
臭
い
論
説
」
の
代
わ
り
に
短
い
時
事
関
係
の
記
事
や
パ
ラ

ミ
ト
侃
)
、

エ
テ
イ
に
富
ん
だ
内
容
を
進
め
る
助
言
も
見
つ
か
っ
て
し
る
カ
ら
こ
う
し
た
時
代
に
逆
行
す
る
変
化
は
コ
ッ
タ
に
と
っ
て
は
好
ま
し
く
な

ハ
ル
ト
レ

l
ベ
ン
が
独
走
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、
こ
の
自
家
薬
龍
中
的
変
化
と
は
対
照
的
に
、

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、

北法50(1・18)18



第
二
の
変
化
は
外
的
要
因
か
ら
発
し
て
い
る
。
ラ
イ
ン
同
盟
結
成
に
よ
っ
て
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
プ
レ
ッ
タ

l
』
に
は
ポ
リ
ツ
ア
イ
関
連
事
項
以

外
の
対
象
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
雑
誌
が
改
革
諸
案
の
紹
介
と
議
論
の
場
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
創
刊
当

時
の
動
機
で
あ
る
「
ド
イ
ツ
愛
国
心
」
、
具
体
的
に
は
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
の
等
族
諸
身
分
体
制
へ
の
帰
依
に
も
関
わ
ら
ず
、
ラ
イ
ン
同
盟
結

成
以
降
は
特
に
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ヴ
エ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
王
国
か
ら
の
固
制
・
行
政
報
告
が
激
増
す
る
。
と
り
わ
け
よ
く
報
道
さ
れ
た
の
は

(
仰
)

フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
で
あ
り
、
ハ
ル
ト
レ

i
ベ
ン
自
身
も
一
八
一
一
年
に
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
事
法
お
よ
び
ポ
リ
ツ
ア
イ
刑
(
違
警
罪
)
の
翻
訳

(

印

開

)

'

と
覚
え
書
き
』
を
著
し
て
い
る
。
一
八
O
六
年
以
降
は
ま
た
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

i
レ
ン
王
国
以
外
の
ラ
イ
ン
同
盟
構
成
諸
国
に
お
け
る
新
し

(ω) 

い
行
政
機
関
の
「
合
目
的
性
」
に
つ
い
て
の
諸
提
案
も
軒
並
み
増
え
、
誌
土
に
紹
介
さ
れ
た
。
一
般
の
政
治
誌
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
主

権
問
題
の
よ
う
な
政
治
的
に
微
妙
な
テ

l
マ
は
確
か
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
提
案
の
裏
に
は
、
領
邦
主
権
君

主
と
、
旧
帝
国
直
属
等
族
に
し
て
い
ま
や
領
邦
に
組
み
込
ま
れ
た
貴
族
冨
a
g
H
2
5
5
と
の
聞
の
紛
争
を
感
じ
取
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。

『ポリツアイブレ 7ター』と f官房通信j

こ
の
よ
う
に
し
て
『
ブ
レ
ッ
タ

l
』
は
「
改
革
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
内
政
論
議
を
戦
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
ン
同
盟
結
成
後
の
政
治

概的
念宮変
は行動
ど芯を
の二映
よ 5 し
う JL出
に歪す
扱亙鏡
わと
れきな
て¥つ
い川た
るk.人の
の手で
でりあ
あさる
ろっ。
ろ な

かE
こを
の持
川、ち
に ま
関た
し変
て遷
もを
ま遂

E F 
に五
く 7
のん
は v

編ア
集 ν
a ツ

バタ
ルよ
レに
l お
ベい
ンて

Zポ
るリ
。ツ
シ ア
ユイ

タ
ム
は
ハ
ル
ト
レ

1
ベ
ン
を
保
守
的
論
客
と
し
て
描
写
し
て
お
り
、
彼
が
カ
ン
ト
を
表
面
的
に
し
か
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
本
来
同

世
代
で
あ
る
フ
イ
ヒ
テ
や
フ
ン
ボ
ル
ト
の
急
進
的
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
お
よ
び
国
家
論
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う

し
た
編
集
人
の
傾
向
が
他
の
著
者
に
も
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
と
し
、
ハ
ル
ト
レ
!
ベ
ン
と
そ
の
執
筆
者
陣
が
ま
だ
伝
統
的
な
ポ
リ
ツ
ア
イ

(
初
)

理
念
の
範
曙
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
結
論
し
て
い
る
。
例
え
ば
あ
る
匿
名
著
者
は
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
定
義
へ
の
試
み
」
(
一
人

O
八
年
)
と

題
し
た
記
事
で
、
ポ
リ
ツ
ア
イ
を
「
公
的
施
設
旨
田
区
仲
間
冒
と
法
令
に
よ
っ
て
住
民
の
物
理
的
・
倫
理
的
福
祉
を
促
進
す
る
学
問
」
と
定
義

• 
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説

(η) 

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
十
八
世
紀
的
定
義
は
極
端
だ
と
し
て
も
、
広
範
な
ボ
リ
ツ
ア
イ
活
動
へ
の
親
近
感
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
確
認
で
き

(η) 

る
。
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
問
題
と
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
一
八
O
七
年
の
二
つ
の
著
書
(
ブ
ッ
テ
と
ロ
ッ
ツ
)
を
書
評
し
た
あ
る
記
事
で
は
、

一
方
で
ロ
ッ
ツ
の
広
い
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
定
義
に
親
近
感
を
示
し
、
他
方
で
ブ
ツ
テ
の
観
念
論
的
な
ポ
リ
ツ
ア
イ
学
体
系
化
の
試
み
を
厳
し

(

ね

)

(

同

)

く
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
匿
名
本
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
原
則
』
(
一
八
O
八
年
)
を
取
り
上
げ
た
別
の
書
評
記
事
で
は
、
当
書
の
「
広
い
」
ポ

リ
ツ
ア
イ
概
念
が
た
と
え
「
政
府
の
権
限
と
市
民
の
自
由
と
の
聞
の
境
界
を
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
正
確
に
示
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
な

(
お
)

い
と
は
言
え
」
、
試
み
の
壮
大
さ
ゆ
え
に
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
評
し
て
い
る
。
と
き
に
は
ポ
リ
ツ
ア
イ
の
活
動
内
容
を
「
危
険

(
初
)

に
対
す
る
生
命
と
財
産
の
保
安
」
に
限
定
す
る
記
事
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
例
外
的
意
見
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
確
か
に
シ

ユ
タ
ム
の
評
価
は
的
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

論

し
か
し
一
つ
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
実
質
的
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
以
外
の
領
域
で
、
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
の
使
わ
れ
方
と
論

じ
ら
れ
方
に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
動
き
は
二
つ
の
観
点
か
ら
追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
上
述
し
た
ラ

イ
ン
同
盟
結
成
期
の
当
誌
の
性
質
変
化
に
絡
ん
で
く
る
。
ま
ず
一
つ
に
、
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
の
内
容
を
問
題
視
す
る
記
事
は
あ
る
一
定
期
間

に
増
加
し
て
い
る
。
一
八
O
八
年
頃
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
論
争
が
加
熱
し
た
時
、
当
誌
は
ち
ょ
う
ど
官
僚
の
た
め
の
実
務
的
情
報
交
換
の
場
か

ら
理
論
的
傾
向
を
よ
り
多
く
取
り
入
れ
た
学
術
雑
誌
へ
と
変
貌
し
つ
つ
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
ブ
ツ
テ
や
ロ
ッ
ツ
等
の
著
作
が
書
評
さ
れ
た

こ
と
自
体
、
こ
の
雑
誌
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
学
術
誌
的
傾
向
に
ス
ラ
イ
ド
し
た
こ
と
の
一
つ
の
帰
結
と
み
な
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
も
う

一
方
で
、
ポ
リ
ツ
ア
イ
は
ま
す
ま
す
制
度
や
機
関
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
記
事
の
中
で
も
実
質
的
(
抽
象
的
)

定
義
よ
り
制
度
的
・
具
体
的
権
限
境
界
の
明
確
化
に
つ
い
て
よ
り
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
前
述
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
を
「
学

問
」
そ
の
も
の
と
す
る
定
義
、
す
な
わ
ち
十
八
世
紀
の
官
房
学
的
伝
統
を
受
け
継
ぐ
統
治
術
と
し
て
の
理
解
は
例
外
的
存
在
と
な
っ
て
い
く
。

そ
し
て
逆
に
ポ
リ
ツ
ア
イ
を
「
官
庁
切
O
F
C
E
6
」
と
定
義
す
る
著
者
が
、
ま
さ
し
く
ポ
リ
ツ
ア
イ
と
司
法
と
の
混
同
、
と
り
わ
け
「
ポ
リ
ツ
ア

4島
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(
作
)

イ
司
法
」
の
危
険
を
警
告
し
て
い
く
人
々
に
当
た
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
エ
、
ア
ラ
ン
ゲ
ン
の
哲
学
教
授
リ
ッ
プ
ス
の
著
し
た
「
ポ
リ
ツ
ア
イ

の
概
念
、
本
質
そ
し
て
範
囲
」
(
一
八
一
一
年
)
と
い
う
投
稿
記
事
で
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ポ
リ
ツ
ア
イ
を
他
の
国
家
行
政
部
門

(
明
日
)

(
司
法
、
経
済
、
教
育
)
か
ら
分
離
し
て
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
に
異
質
な
も
の
を
残
さ
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
に
と
っ
て
ポ
リ

ツ
ア
イ
の
目
的
と
い
う
国
家
哲
学
的
問
題
は
後
景
に
ま
わ
り
、
重
要
な
の
は
む
し
ろ
ポ
リ
ツ
ア
イ
実
務
上
の
制
度
的
枠
組
み
の
限
定
と
な
っ

た
。
こ
う
し
た
制
度
的
要
素
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
は
前
述
し
た
『
ブ
レ
ツ
タ
l
』
の
第
二
の
変
化
、
す
な
わ
ち
ラ
イ
ン
同
盟
構
成
諸
国
の
改

革
案
提
示
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の
転
身
に
大
い
に
関
連
し
て
い
る
。
帝
室
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
事
項
と
ポ
リ
ツ
ア
イ
事
項
の
よ
う
な
、
典
型
的

な
諸
身
分
等
族
体
制
を
反
映
し
た
古
き
テ
l
マ
は
帝
国
解
体
と
と
も
に
背
景
に
退
き
、
新
た
に
ラ
イ
ン
同
盟
で
は
各
官
庁
の
編
成
お
よ
び
権

限
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
議
論
の
重
心
が
身
分
問
題
か
ら
機
関
問
題
に
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の

問
題
も
等
族
諸
身
分
間
の
権
利
闘
争
を
契
機
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
ラ
イ
ン
同
盟
公
法
論
の
性
質
を
分
析
し
た
お
り
に
概
観
し
た
通
り

fポリツァイブレ 7ターjと『官房通信j

で
あ
る
。

2 

ハ
l
ル
の
『
官
房
通
信
』
(
一
八
O
六
l
一
八
一
五
年
)

『
官
房
通
信
』
に
関
し
て
は
、
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ツ
タ
l
』
に
つ
い
て
シ
ユ
タ
ム
が
残
し
た
よ
う
な
先
行
研
究
は
、
残
念
な
が
ら
な
い
。

と
り
わ
け
、
購
読
数
な
ど
の
統
計
値
に
見
ら
れ
る
影
響
力
は
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
少
な
く
と
も
こ
の
雑
誌
が
同
時
代
の
国

家
学
関
係
書
籍
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
『
ブ
レ
ッ
タ
i
』
と
同
程
度
に
は
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

(
乃
)

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
『
プ
レ
ッ
タ
l
』
の
購
読
数
が
『
官
房
通
信
』
創
刊
の
一
年
前
に
頂
点
を
迎
え
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

と
、
前
述
し
た
『
ブ
レ
ッ
タ
l
』
の
購
読
数
減
少
の
原
因
に
は
こ
の
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
誌
の
台
頭
が
関
与
し
て
い
る
と
さ
え
推
測
さ
れ
る
。

待券
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説

そ
れ
ほ
ど
こ
の
雑
誌
は
公
法
論
者
の
あ
い
だ
で
話
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
『
官
房
通
信
』
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
執
筆
者
陣
の

構
成
、
そ
し
て
(
と
く
に
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
に
関
す
る
)
各
記
事
の
性
質
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
時
代
や
発
行
地
が
与
え
た
影
響
を
無
視

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
旧
帝
国
末
期
か
ら
体
制
復
古
時
代
ま
で
存
続
し
た
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
プ
レ
ツ
タ

l
』
と
は
異
な
り
、
『
官
房
通
信
』

の
発
行
は
ほ
ぼ
ラ
イ
ン
同
盟
時
代
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
『
ラ
イ
ン
同
盟
』
の
よ
う
な
同
盟
の
申
し
子
と
も
違
っ
て
、
既
に
同

論

盟
成
立
の
半
年
前
に
は
創
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
存
続
期
間
の
違
い
が
い
か
な
る
結
果
と
な
っ
て
雑
誌
に
表
れ
た
か
は
、
こ
こ
で
も
ま

ず
創
刊
者
兼
編
集
責
任
者
の
履
歴
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。

[
編
集
人
ハ

l
ル
]
ハ
ル
ト
レ

1
ベ
ン
よ
り
二
歳
だ
け
若
い
『
官
房
通
信
」
編
集
人
ヨ
ハ
ン
・
パ
ウ
ル
・
ハ

l
ル
(
一
七
七
二
ー
一
八
四

(
約
)

二
年
)
は
、
前
者
と
同
じ
く
自
誌
の
核
で
あ
り
続
け
た
。
ハ

l
ル
は
雑
誌
の
方
針
に
対
し
て
責
を
負
う
の
み
な
ら
ず
、
原
稿
数
の
最
も
多
い

(
飢
)

執
筆
者
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
二
人
の
編
集
人
の
履
歴
の
違
い
が
よ
り
一
層
色
濃
く
雑
誌
の
性
格
の
差
異
に
反
映
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
自
に
付
く
の
は
学
歴
内
容
の
違
い
で
あ
る
。
法
律
家
の
ハ
ル
ト
レ

l
ベ
ン
と
は
異
な
り
、
ハ

l
ル
は
元
々
は
ザ
ル

ツ
ブ
ル
ク
の
教
区
司
祭
か
つ
教
育
学
者
で
あ
り
、
法
学
に
手
を
染
め
た
こ
と
は
な
い
。
ち
な
み
に
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
論
争
に
絡
ん
で
上
に
言

及
し
た
ブ
ツ
テ
も
そ
う
だ
が
、
ポ
リ
ツ
ア
イ
学
を
試
み
る
者
に
神
学
者
は
意
外
に
も
多
い
。
神
学
と
国
家
哲
学
も
し
く
は
政
治
学
が
当
時
ま

だ
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
地
域
的
な
差
違
で
あ
る
。
ハ

i
ル
は
ザ
ル
ツ
ブ

ル
ク
で
の
職
を
辞
し
た
(
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
)
後
、
数
年
間
ベ
ル
リ
ン
に
滞
在
し
、
そ
の
聞
に
カ
ン
ト
の
国
家
哲
学
に
親
し
む
に
至
つ

(
幻
)

た
。
彼
は
そ
の
後
一
人
O
五
年
に
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
の
哲
学
お
よ
び
官
房
学
教
授
ベ
ン
ゼ
ン
の
後
継
者
と
し
て
招
聴
さ
れ
る
が
、
こ
の
と

き
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
は
ま
だ
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
・
プ
ロ
イ
セ
ン
に
属
し
て
い
る
。

つ
ま
り
ハ

l
ル
は
、
『
官
房
通
信
』
を
プ
ロ
イ
セ
ン

国
民
と
し
て
創
刊
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
一
八
O
六
年
の
帝
国
解
体
は
、
「
{
旦
房
通
信
』
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
ル
ト
レ

l
ベ
ン
の
場
合
と
は
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全
く
逆
に
、
こ
の
大
政
変
は
ハ

l
ル
の
雑
誌
を
上
昇
気
流
に
導
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
の
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
・
プ
ロ

『ポリツ 7イプレッター』と『官房通信j

イ
セ
ン
領
が
バ
イ
エ
ル
ン
の
手
に
移
っ
た
た
め
に

i
ー
そ
の
中
に
は
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
も
入
っ
て
い
た
の
だ
が

l
!、
ハ

i
ル
も
ま
た

バ
イ
エ
ル
ン
国
民
と
な
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
彼
は
、
な
ぜ
か
バ
イ
エ
ル
ン
国
務
大
臣
で
改
革
派
首
領
モ
ン
ジ
ェ
ラ
の
「
お
気
に
入
り
」
と

な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
枢
密
顧
問
官
の
称
号
と
騎
士
十
字
功
労
賞
を
授
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
『
官
房
通
信
』
も
ま
た
「
官
公
庁
お
よ

(
幻
)

び
官
僚
へ
の
推
薦
と
職
権
に
よ
る
圧
力
に
よ
っ
て
」
引
き
立
て
ら
れ
た
。
実
は
そ
の
問
「
官
房
通
信
』
の
販
売
元
パ
ル
ム
の
名
が
(
お
そ
ら

(
似
)

く
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
パ
ル
ム
処
刑
の
た
め
に
)
表
紙
か
ら
消
え
、
一
人
O
八
年
か
ら
は
「
発
行
人
の
出
費
に
よ
り
」
出
版
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
苦
し
い
出
版
事
情
に
も
関
わ
ら
ず
ラ
イ
ン
同
盟
時
代
を
通
し
て
ず
っ
と
存
続
で
き
た
の
は
、
モ
ン
ジ
エ
ラ
の
後
押
し
が
あ
っ
て
こ
そ

(
お
)

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ハ

1
ル
と
ハ
ル
ト
レ

l
ベ
ン
と
の
相
違
点
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ハ

l
ル
は
(
ハ
ル
ト
レ

l
ベ
ン
と
は
違
っ
て
)
帝
国
公
法
学
の
実
証
主
義
的
伝
統
か
ら
も
帝
国
愛
国
主
義
か
ら
も
遠
く
隔
た
っ
た
環
境
で
生
き
て
お
り
、
他
方
で
啓

蒙
絶
対
主
義
領
邦
国
家
の
官
房
学
的
国
家
哲
学
に
よ
り
近
く
接
し
て
い
た
。
こ
の
環
境
が
ハ

l
ル
を
し
て
ま
ず
プ
ロ
イ
セ
ン
的
・
カ
ン
ト
的

国
家
形
而
上
学
に
親
し
ま
せ
、
そ
の
後
ラ
イ
ン
同
盟
に
お
け
る
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
の
改
革
絶
対
主
義
へ
の
接
近
を
容
易
に
し
た
の
で
あ
る
。

{
雑
蕗
の
性
格
と
変
遷
]
さ
て
、
で
は
こ
の
ハ

l
ル
特
有
の
履
歴
と
関
心
は
「
官
房
通
信
』
の
内
容
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
言
え
る
こ
と
は
、
こ
の
雑
誌
に
お
け
る
強
力
な
観
念
論
的
理
論
へ
の
傾
向
で
あ
り
、
こ
の
点
で
『
官
房
通
信
』
は

『
ポ
リ
ツ
ア
イ
プ
レ
ッ
タ

1
』
の
実
務
志
向
と
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
確
か
に
『
官
房
通
信
」
に
寄
せ
ら
れ
た
投
稿
論
文
の
圧
倒
的
多
数

は
実
務
的
な
経
済
・
環
境
問
題
を
扱
っ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
お
そ
ら
く
ハ

l
ル
の
形
而
上
学
ギ
街
の
影
響
か
ら
、
抽
象

的
理
論
的
論
文
が
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
官
房
通
信
』
を
書
評
し
た
あ
る
同
時
代
人
日
く
、
こ
の
雑
誌
は
「
今
日
の
文
芸
界
に
お
け

る
顕
著
な
欠
陥
を
埋
め
て
く
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
も
当
雑
誌
は
実
際
の
生
活
を
、
多
く
の
人
聞
に
と
っ
て
死
ん
だ
よ
う
に
存
在
し
な
い
理

(
M
m
)
 

論
に
結
び
付
け
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
。
実
際
、
そ
こ
に
は
節
約
オ
ー
プ
ン
や
台
所
用
測
量
器
の
発
明
や
雀
公
害
と
い
っ
た
純
粋
に
日
常

4民
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説

(
釘
)

技
術
的
な
テ
1
マ
の
す
ぐ
傍
で
、
重
農
学
者
批
判
や
貨
幣
理
論
な
ど
の
マ
ク
ロ
経
済
学
的
テ
l
マ
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
別
の
観
点
か
ら
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ッ
タ
l
」
と
の
相
違
点
を
挙
げ
よ
う
。
『
プ
レ
ッ
タ
l
』
が
と
り
わ
け
犯
罪
と
の
戦
い

(
治
安
お
よ
び
刑
事
警
察
)
を
目
標
に
し
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
『
官
房
通
信
』
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
自
ら
を
非

(
凶
∞
)

法
学
的
な
伝
統
的
官
房
学
雑
誌
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
ハ

l
ル
に
は
官
房
学
の
専
門
家
と
し
て
の
自
負
が
強
く
、
胸
を
張
っ
て
こ
う
言
づ

て
い
る
。
「
法
律
家
や
医
者
な
ど
が
多
く
の
雑
誌
を
出
し
て
い
る
中
で
、
総
合
的
官
房
学
徒
が
読
む
こ
と
の
で
き
る
は
こ
の
雑
誌
だ
け
で
あ

(
鈎
)

る
!
」
。
ま
た
ハ
!
ル
は
法
律
家
に
対
す
る
反
感
を
露
わ
に
表
明
し
て
も
い
た
。
ハ

l
ル
に
と
っ
て
法
律
家
は
ポ
リ
ツ
ア
イ
関
係
分
野
の
あ

ら
ゆ
る
ポ
ス
ト
を
独
占
し
て
い
る
輩
々
で
あ
り
、
彼
ら
が
ポ
リ
ツ
ア
イ
関
係
分
野
に
特
別
の
教
育
を
不
要
と
考
え
て
い
る
が
た
め
に
こ
そ
、

(ω) 

ポ
リ
ツ
ア
イ
立
法
や
ポ
リ
ツ
ア
イ
執
行
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
行
政
官
僚
と
司
法
官
僚
と
の
聞
に
橋
渡
し
を

し
よ
う
と
い
う
ハ
ル
ト
レ
1
ベ
ン
の
よ
う
な
考
え
方
は
見
ら
れ
な
い
。
ハ

l
ル
が
橋
渡
し
を
試
み
た
の
は
理
論
と
実
践
の
問
、
だ
け
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
は
官
房
学
の
中
で
の
み
、
つ
ま
り
法
学
の
蚊
帳
の
外
で
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
付
け
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

コ
旦
房
通
信
』
が
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら

i
l
執
筆
者
の
顔
ぶ
れ
か
ら
し
て
も
内
容
か
ら
し
で
も
|
|
プ
ロ
イ
セ
ン
中
心
の
雑
誌
と
し
て
ス

タ
ー
ト
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
雑
誌
創
刊
の
動
機
は
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ッ
タ
i
」
の
よ
う
な
等
族
身
分
制
擁
護
者
に
よ
る

論

帝
国
愛
国
主
義
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

し
か
し
、

エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
が
プ
ロ
イ
セ
ン
か
ら
バ
イ
エ
ル
ン
に
割
譲
さ
れ
、
ま
た
ラ
イ
ン
同
盟
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
『
官
房
通

信
』
は
方
向
修
正
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
結
果
と
し
て
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ッ
タ
l
』
と
の
一
定
の
類
似
性
を
生
み

出
す
と
い
う
皮
肉
な
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
際
に
鍵
と
な
っ
た
結
合
点
は
、
「
改
革
」
で
あ
る
。
ハ

l
ル
が
記
し
た
一
八
O
七
年
新
年
号
の

「
前
書
き
」
に
よ
れ
ば
、
「
多
く
の
国
家
予
算
が
逼
迫
し
た
財
政
と
戦
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
こ
う
も
多
く
の
諸
国
が
一
つ
の
国
家
に
統
合

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
現
在
の
状
況
に
面
し
て
、
「
早
急
の
一
般
国
家
経
済
改
革
が
必
須
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
緊
急
に
必
要
な
の
は
、

調除

北法50(1・24)24

‘轟



こ
の
国
家
経
済
の
変
化
に
今
か
ら
備
え
る
こ
と
で
あ
り
、
理
論
を
正
し
実
務
を
整
え
て
両
者
を
集
積
し
、
新
し
い
国
家
経
済
改
革
を
諸
原
則

(
引
)

と
経
験
に
依
っ
て
完
成
さ
れ
た
政
治
経
済
も
し
く
は
官
房
学
体
系
の
力
に
よ
っ
て
導
く
こ
と
で
あ
る
」
。
「
官
房
通
信
』
は
ま
さ
に
こ
の
目
標

の
た
め
に
奉
仕
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ハ

l
ル
は
一
八
O
九
年
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
お
よ
び
ラ
イ
ン
同
盟
関
係
の
記
事
を
雑
誌
の

中
心
に
据
え
る
意
志
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
、
フ
ラ
ン
ス
帝
国
と
ラ
イ
ン
同
盟
構
成
諸
国
の
新
し
い
立
法
や
際
立
っ
た

(
川
出
)

設
備
の
報
告
を
集
め
る
こ
と
を
編
集
目
的
に
据
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
の
帰
結
と
し
て
、
一
人
O
六
年
半
ば
以
降
、
『
{
旦
房
通
信
』

(
幻
)

の
視
点
か
ら
以
前
の
模
範
囲
プ
ロ
イ
セ
ン
は
露
骨
に
こ
ぼ
れ
て
い
っ
た
。

ラ
イ
ン
同
盟
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
し
か
し
、
『
官
房
通
信
』
に
領
邦
勢
力
の
観
点
か
ら
の
み
変
化
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
で
は
な
か
っ
た
。

両
者
は
内
容
的
・
学
問
分
野
的
に
も
こ
の
雑
誌
を
変
え
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
官
房
通
信
』
で
は
、
繰
り
返
し
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
法
典
」
の

(

似

)

(

防

)

導
入
が
提
起
さ
れ
た
り
、
ポ
リ
ツ
ア
イ
と
司
法
と
の
分
離
と
い
っ
た
機
関
制
度
に
関
す
る
問
題
も
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り

『ポリツァイブレッター』と I官房通信』

わ
け
明
白
な
変
化
と
し
て
、
同
盟
結
成
前
の
一
八
O
六
年
前
半
の
「
通
信
』
に
は
ま
だ
一
つ
も
司
法
に
関
す
る
論
文
が
見
当
た
ら
な
い
の
に

対
し
、
結
成
後
の
一
八
O
六
年
後
半
か
ら
改
革
諸
提
案
と
絡
め
て
司
法
関
係
の
論
文
が
増
え
る
。
こ
う
し
て
元
々
は
非
法
学
雑
誌
を
自
負
し

て
い
た
『
官
房
通
信
』
が
、
半
法
学
的
な
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ッ
タ
1
』
に
近
づ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
方
、
後
者
が
実
務
経
験
紹
介
の

場
か
ら
理
論
的
討
論
の
場
に
変
質
し
て
い
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
ま
た
両
者
の
距
離
は
狭
ま
っ
た
。
い
ま
や
両
誌
の

共
通
点
は
、
名
実
と
も
に
新
し
く
「
主
権
者
」
と
な
っ
た
領
邦
国
家
君
主
と
既
得
権
を
主
張
す
る
領
邦
等
族
諸
身
分
と
の
紛
争
が
、
紙
面
に

掲
載
さ
れ
る
改
革
諸
案
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
討
論
に
ま
ざ
ま
ざ
と
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
『
官
房
通
信
』
が
バ
イ
エ
ル
ン

政
府
の
絶
対
主
義
的
利
害
関
心
を
代
弁
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
評
価
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
匿
名
の
投
稿
者
に
よ
る
領
主
裁

判
権

Eass-乱開
3
n
v
E
M
R
W
S
廃
止
に
対
す
る
異
議
が
掲
載
さ
れ
た
例
な
ど
、
中
央
政
権
に
と
っ
て
必
ず
し
も
好
ま
し
く
な
い
要
素
は

(

町

四

)

あ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
『
官
房
通
信
』
が
政
府
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
雑
誌
と
化
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

a与
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説

[
雑
酷
の
担
い
手
遺
]
執
筆
者
障
か
ら
見
て
も
購
読
者
層
か
ら
見
て
も
、
『
官
房
通
信
』
は
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ツ
タ
l
』
同
様
、
ま
ず
官

僚
雑
誌
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
購
読
者
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
、
一
八
二
年
の
初
巻
が
「
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
す
べ
て
の

(

巾

別

)

御
料
地
経
理
局
・
森
林
局
、
一
般
お
よ
び
特
別
基
金
管
理
局
と
関
税
局
」
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
量
れ
る
。
「
九
ラ
イ
ン
同
盟

(
m
m
)
 

グ
ル
デ
ン
も
し
く
は
五
ザ
ク
セ
ン
・
タ
l
ラ
l
」
と
い
う
値
今
も
、
「
ブ
レ
ツ
タ
l
」
と
貨
幣
単
位
が
違
う
た
め
正
確
な
比
較
は
で
き
な
い

が
、
お
そ
ら
く
個
人
よ
り
は
役
所
単
位
の
予
約
購
読
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
一
口
に
官
僚
と
言
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

『
官
房
通
信
』
の
そ
れ
も
部
署
や
等
級
、
ま
た
政
治
的
立
場
か
ら
し
て
決
し
て
統
一
的
な
傾
向
を
見
せ
て
い
な
い
。
執
筆
者
の
肩
書
ひ
と
つ

を
と
っ
て
も
、
大
臣
に
政
府
顧
問
、
教
授
に
裁
判
官
、
司
法
官
試
補
、
地
方
公
務
医
師
、
上
級
林
務
官
、
果
て
は
ポ
リ
ツ
ア
イ
地
方
長
官
や

(ω) 

下
級
ポ
リ
ツ
ア
イ
官
吏
や
ポ
リ
ツ
ア
イ
職
臨
時
代
行
官
な
ど
と
幅
が
広
い
。
じ
か
し
最
も
頻
繁
に
現
れ
る
の
は
、
地
方
の
行
政
官
僚
(
群
長

z
g
g
R、
御
料
地
経
理
官

E
E号
、
財
政
顧
問

E
s
s
s、
経
理
監
査
人

magmg丘
8
5な
主
で
あ
り
、
全
体
的
に

は
行
政
官
僚
が
司
法
官
僚
に
対
し
て
絶
対
多
数
を
占
め
て
い
る
。
一
方
で
領
邦
別
に
見
る
と
、
ハ
ル
ト
レ
l
ベ
ン
の
雑
誌
に
比
べ
て
著
者
陣

(
則
)

の
分
布
範
囲
は
狭
い
。
創
刊
当
初
三
年
間
の
執
筆
者
索
引
を
見
る
と
、
決
定
的
に
バ
イ
エ
ル
ン
国
民
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
も
バ
イ

エ
ル
ン
在
住
の
著
者
の
多
く
が
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
に
す
ん
で
お
り
、
こ
こ
、
か
か
っ
て
一
八
O
六
年
前
半
ま
で
や
フ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
・
プ
ロ
イ

(
肌
)

セ
ン
に
属
し
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
も
フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
の
中
で
も
と
り
わ
け
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
が
多
く
、
こ
こ
に

(
印
)

居
を
構
え
た
ハ

l
ル
は
当
市
の
官
房
・
経
済
学
協
会
を
記
事
執
筆
者
獲
得
の
ベ

l
ス
と
し
て
使
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
ラ
イ
ン

同
盟
結
成
を
機
に
、
著
者
の
輸
は
フ
ラ
ン
ケ
ン
お
よ
び
バ
イ
エ
ル
ン
の
境
界
か
ら
広
が
っ
て
い
っ
た
。
地
方
誌
脱
却
の
契
機
を
利
用
し
て
、

(
附
)

ハ
i
ル
は
幾
人
か
の
著
名
な
文
人
を
著
者
と
し
て
獲
得
す
る
こ
と
に
さ
え
成
功
し
た
。
た
だ
、
ラ
イ
ン
同
盟
以
外
の
国
か
ら
の
執
筆
者
は
い

な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
帝
国
末
期
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
論
争
の
一
端
を
担
っ
た
ベ
ル
ク
は
、
当
初
同
盟
国
で
な
か
っ
た
ハ
ノ
l
フ
ァ

1
に
と
ど

論

ま
り
な
が
ら
雑
誌
『
ゲ
ル
マ
ニ
ア
』
や
『
ラ
イ
ン
同
盟
』
ま
た
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
風
説
(
『
ブ
レ
ッ
タ
l
』
の
前
身
)
』
と
い
っ
た
同
盟
内
の
雑

‘昏
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『ポリツ 7イブレ 7ターjと『官房通信』

(
山
間
)

誌
に
精
力
的
に
投
稿
し
て
い
る
が
、
『
官
房
通
信
」
の
執
筆
者
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

[
ポ
リ
ツ
ァ
イ
概
念
]
最
後
に
比
較
分
析
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
官
房
通
信
』
に
お
け
る
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
の
取
り
扱
わ

れ
方
で
あ
る
。
実
は
、
一
八
O
八
年
に
頂
点
を
迎
え
る
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
論
争
は
、
雑
誌
界
で
は
こ
の
『
官
房
通
信
』
の
な
か
に
も
っ
と
も

多
く
の
論
考
が
見
ら
れ
る
。
故
に
こ
の
雑
誌
は
ラ
イ
ン
同
盟
時
代
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
論
争
を
分
析
す
る
た
め
の
鍵
を
握
る
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
ず
、
編
集
人
ハ

l
ル
自
身
が
『
ポ
リ
ヅ
ア
イ
学
便
覧
』
(
一
八
O
九
)
を
世
に
出
し
て
お
り
、
そ
こ
で
保
安
に
徹
す
る
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念

を
主
張
し
て
い
る
。
日
く
、
ポ
リ
ツ
ア
イ
は
「
国
家
内
務
行
政
も
し
く
は
国
家
施
設
の
一
分
野
で
あ
り
、
国
家
ま
た
は
そ
の
構
成
員
の
安
全

(
防
)

が
そ
の
人
的
も
し
く
は
物
的
観
点
か
ら
脅
か
さ
れ
う
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
害
を
予
防
し
、
こ
の
安
全
を
引
き
続
き
維
持
す
る
任
務
を
持
つ
」
。

こ
の
「
狭
い
」
ポ
リ
ツ
ア
イ
は
、
し
か
し
な
が
ら
各
論
で
は
人
口
、
文
化
、
教
育
な
ら
び
に
営
業
ま
で
を
も
含
む
。
こ
れ
は
、
公
的
教
育
を

(
胤
)

ポ
リ
ツ
ア
イ
の
内
容
に
含
ま
な
か
っ
た
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
の
前
任
者
ベ
ン
ゼ
ン
よ
り
も
広
い
と
ら
え
方
で
あ
る
。
ハ

l
ル
の
『
便
覧
』
は

(

閉

山

)

明
ら
か
に
カ
ン
ト
の
影
響
を
色
濃
く
残
し
た
も
の
で
あ
り
、
哲
学
に
支
え
ら
れ
た
国
家
学
を
そ
の
他
の
関
連
学
問
、
例
え
ば
ポ
リ
ツ
ア
イ
学

の
基
礎
に
す
べ
き
だ
と
力
説
し
て
い
る
。
す
べ
て
は
国
家
目
的
か
ら
発
生
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
目
的
と
は
す
な
わ
ち
安
全
で
あ
る
と
い
う

(
刈
)

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
彼
の
主
張
に
は
、
一
七
九
0
年
代
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
若
き
哲
学
の
徒
に
よ
く
見
ら
れ
た
、
ヵ
ン
ト
的
新
自
然

法
要
素
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
情
熱
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
国
家
目
的
論
の
残
存
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
ハ

l
ル
の
考
え
方
は
『
官
房
通
信
』
の
執
筆
者
全
員
に
浸
透
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
内
容
全
て
が
継
承

さ
れ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
『
{
旦
房
通
信
』
で
は
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
定
義
が
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ッ
タ

1
』
よ
り
頻
繁
に
議
論

さ
れ
て
い
る
。
一
八
O
七
年
か
ら
一
八
O
八
年
に
か
け
て
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
論
争
の
絶
頂
期
に
、
『
官
房
通
信
』
に
は
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念

定
義
の
不
確
か
さ
を
批
判
す
る
記
事
が
七
つ
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
事
を
掲
載
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
理
論
的
・
形
而
上
学
的
論

争
を
非
常
に
好
ん
だ
ハ

l
ル
そ
の
人
の
希
望
に
も
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ツ
タ
l
』
と
は
対
照
的
に
、
『
官
房
通

司島
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説

(
則
)

信
』
は
ハ

l
ル
好
み
の
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
狭
い
」
ポ
リ
ヅ
ア
イ
概
念
を
指
示
す
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。
特
に
バ
イ
エ
ル
ン
や
ナ
ツ

論

サ
ウ
の
よ
う
な
改
革
推
進
国
の
行
政
官
僚
で
あ
る
ゲ
ル
ス
ト
ナ
ー
や
エ
マ

l
マ
ン
、
ま
た
匿
名
の
バ
イ
エ
ル
ン
領
邦
裁
判
所
判
事
は
、
徹
底

(
川
)

的
に
ポ
リ
ツ
ア
イ
の
公
安
目
的
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
編
集
人
と
執
筆
陣
の
意
見
が
一
致
す
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
『
{
旦
房
通

(
川
)

信
』
に
お
い
て
も
狭
い
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
の
支
持
者
が
絶
対
多
数
を
占
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
は
別
と
し
て
も
、
執
筆
者
と
ハ

l
ル
の

見
解
の
あ
い
だ
に
は
次
の
よ
う
な
決
定
的
相
違
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
執
筆
者
に
と
っ
て
は
形
而
上
学
は
も
は
や
問
題
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
ハ

l
ル
と
は
逆
に
、
ゲ
ル
ス
ト
ナ
ー
や
エ
マ

i
マ
ン
の
よ
う
な
実
務
行
政
官
僚
は
、
国
家
目
的
か
ら
直
接
ポ
リ
ツ
ア
イ
目
的
を
演

縛
す
る
こ
と
に
は
一
向
に
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
。
全
く
ハ

l
ル
の
意
図
を
離
れ
、
『
官
房
通
信
』
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
論
争
は
制
度
化
の
方

向
に
進
ん
で
い
く
。
そ
こ
で
ま
た
新
領
邦
君
主
と
領
邦
等
族
諸
身
分
と
の
乳
蝶
が
再
び
浮
き
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿

(
山
)

の
主
題
を
超
え
る
の
で
こ
こ
で
止
め
て
お
く
。

五

ま
と
め

最
後
に
、
冒
頭
に
述
べ
た
幾
つ
か
の
視
点
に
返
っ
て
本
稿
を
ま
と
め
よ
う
。
ま
ず
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
と
い
う
時
代
性
と
公
法
論

E
Z
N広
島
と
の
関
係
に
つ
い
て
。
同
盟
が
公
法
論
に
与
え
た
影
響
は
、
政
治
化
と
実
務
志
向
の
増
大
お
よ
び
抽
象
理
論
の
後
退
と
い
う
現

象
に
集
約
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
帝
国
解
体
に
よ
り
等
族
諸
身
分
制
の
鑑
が
外
れ
、
生
き
残
っ
た
領
邦
君
主
は
よ
う
や
く
近
代
国
家
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
主
権
を
手
に
入
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
国
家
学
を
担
っ
て
き
た
三
つ
の
学
問
分
野
(
哲
学
・
官
房
学
・
法
学
)

そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
も
変
化
す
る
。
結
果
と
し
て
国
家
学
の
一
部
を
担
う
公
法
論
で
は
抽
象
論
が
減
退
し
、
代
わ
り
に
今
ま
で
明
確
に
表
れ
て

こ
な
か
っ
た
様
々
な
政
治
論
議
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
検
閲
政
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誌
上
の
議
論
は
白
熱
し

唱長
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て
い
る
。
検
閲
を
気
に
し
て
ほ
の
め
か
し
た
り
へ
つ
ら
っ
た
り
皮
肉
っ
た
り
す
る
文
体
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
反
ナ
ポ
レ
オ
ン
気

『ポリツァイブレッターjと f官房通信j

勢
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
敗
退
し
て
エ
ル
ベ
川
の
向
こ
う
に
追
い
や
ら
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
ほ
う
が
は
る
か
に
強
い
。
し
か
し
ラ
イ
ン
同

盟
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
制
度
に
対
す
る
実
務
的
見
地
か
ら
の
客
観
的
評
価
や
批
判
は
、
公
法
論
の
枠
組
み
で
公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
公
法
論
の
政
治
化
に
お
い
て
、
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
発
展
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
刺
激
を
受
け
て
、
ド
イ

ツ
の
雑
誌
は
徐
々
に
商
業
化
・
職
業
化
・
市
場
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
と
い
っ
た
近
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
要
素
を
増
し
て
い
く
。
コ
ツ
タ

の
よ
う
な
敏
腕
経
営
者
の
登
場
に
よ
り
、
公
衆
の
ニ

i
ズ
を
よ
り
意
識
し
た
「
発
行
人
雑
誌
」
も
台
頭
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス

の
国
会
の
よ
う
な
統
一
的
政
治
代
表
基
盤
を
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雑
誌
の
中
で
は
ラ
イ
ン
同
盟
と
い
う
枠
組
み
で
の
統
一
的
議
論

が
な
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
雑
誌
は
個
人
よ
り
団
体
で
購
読
所
有
す
る
ほ
う
が
多
か
っ
た
た
め
、
か
え
っ
て
議
論
の
土
台
と
な
り
や
す
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
内
容
面
で
自
に
付
く
の
は
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
の
大
き
き
で
あ
る
が
、
そ
の
際
特
徴
的
な
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
も
は

や
話
題
の
中
心
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
革
命
理
念
へ
の
熱
狂
的
ア
ク
セ
ス
は
ド
イ
ツ
で
は
一
七
九
0
年
代
の
絶
頂
期
を
も
っ
て
一
旦
終
了

し
、
ラ
イ
ン
同
盟
期
に
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
立
法
改
革
や
行
政
改
革
の
刺
激
に
凌
駕
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
む
し
ろ
こ
の
時
代
の
比
重
は

「
改
革
」
に
あ
り
、
こ
の
言
葉
を
通
し
て
フ
ラ
ン
ス
法
継
受
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
議
論
の
戦
わ
さ
れ
た
政
治
誌
の
担
い
手
は
教
養
市
民

で
あ
り
、
何
よ
り
官
吏
遣
で
あ
っ
た
。
こ
の
官
吏
達
が
政
治
的
・
社
会
的
に
決
し
て
同
質
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
個
々
の
論
客
の
立
場
を

対
極
化
し
議
論
を
白
熱
化
さ
せ
た
要
因
で
も
あ
っ
た
。

で
は
一
般
公
法
論
(
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
)
の
傾
向
に
比
べ
、
行
政
専
門
誌
は
ど
の
よ
う
な
発
展
を
見
せ
た
で
あ
ろ
う
か
。
専
門
誌
と
し
て

の
性
質
か
ら
政
治
色
が
薄
い
こ
と
は
、
ま
ず
自
然
な
成
り
行
き
と
し
て
把
握
で
き
よ
う
。
そ
の
他
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
『
ポ
リ
ツ
ア
イ

プ
レ
ッ
タ
l
』
や
「
官
房
通
信
」
は
、
コ
ッ
タ
や
パ
ル
ム
と
い
う
著
名
な
出
版
元
や
販
売
元
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
発
言

力
に
左
右
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
。
つ
ま
り
両
誌
は
未
だ
編
集
人
主
導
の
「
編
集
人
雑
誌
」
で
あ
り
、
編
集
人
の
個
性
が
そ
れ
ぞ
れ
決
定
的
に

e 
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説

雑
誌
の
方
向
性
を
定
め
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
一
般
政
治
誌
の
よ
う
な
商
業
化
な
ど
の
近
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
現

象
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
二
人
の
編
集
人
を
比
較
す
る
に
、
ど
ち
ら
が
「
進
歩
的
」
で
何
が
「
保
守
的
」
と
は
一
概
に
言
い
が
た
い
。

ハ
ル
ト
レ

l
ベ
ン
は
前
述
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
刑
事
い
ち
早
く
訳
し
て
そ
の
実
務
実
践
面
で
の
対
応
の
速
さ
を
示
し
た
が
、
一
方
で
は
カ

ン
ト
の
「
自
由
主
義
的
」
国
家
観
に
は
終
始
な
じ
ま
ず
、
旧
帝
国
の
等
族
諸
身
分
体
制
へ
の
愛
着
を
捨
て
切
れ
な
か
っ
た
。
逆
に
ハ

l
ル
は

国
家
哲
学
の
分
野
で
は
プ
ロ
イ
セ
ン
啓
蒙
絶
対
主
義
の
洗
礼
を
受
け
た
カ
ン
ト
信
奉
者
と
し
て
「
自
由
主
義
的
」
国
家
観
を
表
明
し
て
い
た

が
、
他
方
で
実
務
に
お
け
る
実
際
的
改
革
案
を
彼
か
ら
聞
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

吾ム
日開

こ
う
し
た
幾
つ
か
の
相
違
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
法
論
に
一
般
に
見
ら
れ
る
上
記
の
趨
勢
が
行
政
専
門
誌
の
分
野
に
も
及
ん
で
い
る
こ

と
は
見
逃
せ
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
一
般
公
法
論
と
の
時
代
的
共
通
点
の
ほ
う
が
多
い
と
さ
え
言
え
よ
う
。
行
政
専
門
誌
も
、
一
般

政
治
誌
の
よ
う
に
赤
裸
々
な
形
で
は
な
い
に
し
て
も
、
政
変
に
よ
り
勢
い
話
題
は
政
治
的
・
実
務
的
に
な
っ
て
い
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
影
響

は
こ
こ
で
も
顕
著
で
あ
り
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
本
国
と
ヴ
エ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
王
国
の
行
政
機
関
や
そ
の
実
態
が
「
改
革
」
を
テ
1
マ
に
頻
繁

に
紹
介
さ
れ
た
。
当
初
は
地
理
的
に
も
専
門
的
に
も
方
針
的
に
も
異
な
っ
た
両
誌
で
あ
っ
た
が
、
ラ
イ
ン
同
盟
改
革
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に

よ
っ
て
歩
み
寄
り
さ
え
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
雑
誌
の
担
い
手
も
読
者
も
明
ら
か
に
官
吏
で
あ
り
、
彼
ら
は
新
体
制
の
細
部
を
伝
え

る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
す
る
た
め
に
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
行
政
専
門
誌
は
官
吏
の
情
報
環
境
を
刷
新

し
、
な
に
よ
り
彼
ら
の
重
要
な
論
争
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
趨
勢
は
、
例
え
ば
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
論
争
に
も
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
論
争
の
場
合
は
、
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
の

制
度
化
と
い
う
点
で
、
異
な
る
行
政
専
門
誌
の
路
線
を
同
じ
方
向
に
向
け
た
。
単
に
「
実
質
的
」
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
が
問
題
と
な
る
限
り
で

は
、
こ
れ
ら
の
雑
誌
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
論
争
は
何
一
つ
新
し
い
も
の
は
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
確
か
に
フ
ラ
ン
ス
の
狭
い
ポ
リ
ス
概
念
は

紹
介
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
は
ま
さ
に
、
ド
イ
ツ
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
使
用
と
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
と
は
全
く
相
容
れ
な
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(
山
)

い
と
言
う
論
者
の
確
信
だ
け
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
の
名
は
、
そ
こ
で
は

|
1
旧
帝
国
に
お
け
る
の
と
は
違
っ
て
、
ま
た
同
時
代
の
学
術
的

単
行
本
と
も
違
っ
て
!
|
駆
逐
さ
れ
た
。
執
筆
者
の
関
心
が
ポ
リ
ツ
ア
イ
の
国
家
哲
学
的
論
証
か
ら
制
度
的
限
定
へ
の
試
み
に
傾
く
時
、

こ
の
限
定
は
司
法
と
の
境
界
と
い
っ
た
外
延
的
限
定
の
み
に
で
は
な
く
、
内
的
限
定
、
す
な
わ
ち
所
謂
高
位
・
下
位
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
聞
の
境

界
設
定
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
行
政
専
門
誌
で
培
わ
れ
た
官
僚
の
政
治
的
・
実
務
的
議
論
の
蓄
積
が
、
古
い
公
法
論
か
ら
近

代
公
法
学
へ
の
変
遷
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

註

『ポリツァイブレッターjと『官房通信I

(
1
)
近
年
の
代
表
的
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
史
研
究
に
明
g
m
E
E
関
宮
町
田
恒
三
円
-
E
-
d
z
p
g
一
。
g
E
E
O
司
、
当
四
百
四
日
。
目
、
列
島
宮
包

開
。
日
開
国
s
r
宙
開
・
)
・
c
s
S
R
E
n
r
c
g
A
F
a
『
事
・
き
さ
喜
円
p
a
r
H
弘
宣
言
B
E
h
s
'
S
N
S
H
S

哲
三
角
S
O
S脅
さ
昌
弘

E
-
少

ω
g
m
E

s
a
-
ω
-
g
t
S
N
回
目
明
富
宮
崎
咽
b
-
Z
N
H
3
S
S
円
常
切
さ
な
a
富
民

5
3
-
ぬ
町
宮
崎
h
E
R
N
-
E
P
V曲
目
立
5
3
∞
P
F
S
甲
g
h
o
r
s
g
長
吉
弘

M
5
2
5
-
n
a
s
ミ
・
宮
内
宮
同
宅
同
町
丘
署
崎
雪
宣
言
営
、
普
是
主
骨
骨
n
p
n
同
a
S
A
M
-
E
H
2
5
3
円

E
言
弘
司
こ
句
・
』
与
込
書
待
5
・

2怠
ロ
個
g

s
巴
・
研
究
史
自
体
は
古
く
、
古
典
的
な
も
の
に
明
S
E
E
-
S
4
S
E
w
-
里
町
〉
民
自
5
1
0
朋
切
者
露
骨
司
O
E
O
-
E
Z
O乱
開

g
E
同
F
E
E
-

g
一
W
B
S
3
》
冶
『
急
時
崎
g
s
s
H
同
M
S
b
H
h
E
h
h
S
M
Sも

3
2
g
3
・
∞
-

A

骨

S
'
凶
U
A
W
u
o
g
S
4
富
島
崎
町
F
a
-
N
E
s
s
e
q
h
山
守
安
若
宮
尽
き
同
母
『

5
2
b』

g
句
旬
容
認
S
P
5
円
E
S
h
s
=
弘
司
『
N
ミ
ミ
ヨ
同
信
P
R
H
S
H
1
・
害
N
R
吉
岡
、
号
待
h
h
句
・
h
a
雪
言
=
号
、
H
F
冨
E
n
v
g
H
∞
∞
凶
山
田
切
S
H
S
m
o
g
-

U
R
W
四
芭
同
品
開
同
国
M
o
r
a
s
色
弘
司
C
E
S加

S040ENOロ

5
8
3忌
何
百
胸
中

E
a
g
g
昼冨
a
g
n
v
a
岡
田
却
g
p
F
S
H
-
々
ミ
ミ
b
s
h
h
a
R
き
い

(
同
S
3
・
ω
-
N
S
・
凶
a
u
F
忌
者
。
回
目
邑
O
同
声
。
問
、
、
。
『
室
崎
S
S
砕
何
色
町
h
g
弘
司
Z
Z
E
E
-
町
一
s
s
a
R
E
N
竜
丸
苦
言
言
語
手
ミ
色
町
言
語
同
恒
常
言
言
明
崎
、

常
8
豆
町
認
可
同
同
周
忌
町
宮
内
F
H
荷
量
同
号
、
密
室
付
E
R
-
a
s
』
ま
も
s
w
回

S
E
C
H
唱
同
∞
な
ど
が
あ
る
。
和
文
献
に
は
、
辻
泰
一
郎
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
条
令
に

関
す
る
近
時
の
研
究
動
向
(
一
)
」
、
「
明
治
学
院
論
叢
・
法
学
研
究
』
二
一
一
一
号
(
一
九
七
九
年
)
一
一
一
一
四
!
一
四
八
頁
ほ
か
、
参
照
、
松
本
尚
子

「
ベ
ル
ク
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
i

|
十
九
世
紀
初
頭
ド
ツ
の
国
家
目
的
論
と
権
力
分
立
論
の
一
例
」
、
『
一
橋
論
叢
』
一
一
五
巻
一
号
(
一
九
九
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説

六
年
)
、
一
八
五
頁
註
一
、
一
二
、
五
。
ま
た
近
世
末
期
絶
対
主
義
領
邦
国
家
に
お
け
る
ポ
リ
ツ
ア
イ
の
実
際
の
活
動
に
つ
い
て
、
神
賓
秀
夫
『
近

世
ド
イ
ツ
絶
対
主
義
の
構
造
』
(
創
文
社
一
九
九
四
年
)
参
照
。

(
2
)
松
本
・
前
掲
論
文
(
註
1
)

一
七
一

l
一
八
九
頁
。

(
3
)
E
n
g
a
m
B
E
g
-
p
h与
主
将
待
旬
議
ぜ
主
主

S

F与
H
h
s
p
S円
宣
言
民
・
匂

h
h
h
p
E
a
z
E
E
S
H
H骨
量
弘
、
ミ

E
Q
5
h一柏町、
HRPも
E
S
'
E。。・

冨
g
n
F
8
3∞∞・
ω・凶。。・

(
4
)
こ
の
時
代
の
包
括
的
研
究
史
と
し
て
は
、
末
川
清
「
一
人
O
O
年
前
後
の
ド
イ
ツ
」
、
西
川
正
雄
編
『
ド
イ
ツ
史
研
究
入
門
』
東
京
大
学
出
版

会
一
九
八
四
年
所
収
、
五
六
l
六
九
頁
や
坂
井
祭
八
郎
「
改
革
と
解
放
の
時
代
」
、
成
瀬
治
・
山
田
欣
吾
・
木
村
靖
二
『
世
界
歴
史
体
系
ド
イ

ツ
史
2

|

|

一
六
四
八
年
l
一
八
九
O
年
i

|
』
(
山
川
出
版
社
一
九
九
六
年
)
所
収
、
一
八
一

l
一
一
一
九
(
特
に
一
八
九
l
一
九
八
)
頁
参
照
。

(
5
)
軍
備
予
算
割
当
金
は
各
ラ
イ
ン
同
盟
国
の
予
算
を
圧
迫
し
た
。
ラ
イ
ン
同
盟
時
代
の
国
庫
、
経
済
状
態
に
つ
い
て
は
参
照
回
目
中
台

E
S
者
各
自

-2・
02HRF内
P
E
N
R
E色旬崎町同町
F
E
R
-
E
-
f
冨
吉

nFESS-ω
・
昌
弘
ふ
。
凶
・

(
6
)
〈
包
・
寄
M
1
2
5同県
OB455・
E
3
E
R
F同
吉
丸

E
R
g
-町
内

saN旬
、
及
。
昌
弘
三
虫
色
尋

S
A
E
F
H
Hな
り
ど

N
5
5
3
M吋

s
a
r
-
-
a
s
号
、
。

E
5
2

b
q
s脅
さ
な
宙

5
1
5
F初
出

S
Z
E有
耳
E
R
m
g
F乙
・
。
柏
田
町
窓
口

g
g
$
5
5
5按
5
5
5国
防
冊
目

u
a
a
y
g
s
a
E
W
3
2
4司
自
民
主
'

S
M
-
唱唱斗.∞
-uh
苧∞・

(
7
)
〈
包
・
伊
国
民

P
E
o
-
2向号
o
n
u
g宮
内
常

z
q
g
h史
認
お
な
S
E
H内
haHhuw白山
M・
E-
』
勺
』
州
事

3
5九
勾

S
E
E
S
=・
ミ
宅

~v
な
』
句
凶

9
N・〉
E
P

∞
同
ロ
ロ
開
館
見
切
包
宮
浜

U
E冨臼同国
N
S唱
。
合
同
申
告
)
山
内
宵

U
E
S
E
a
E
n
z
ζ
g伺
OF
。内定宮内

Fhsqshhshh崎町
hnERER
号
、
~
〈
是
認

HFU・
〉
冨
戸

田町仲色町四
g
a
H
@∞
少
∞
・

-
S
'
E凶
(
石
川
敏
行
他
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
思
想
史
」
[
世
界
思
想
社
一
九
八
八
年
]

)

U

出

2
5
n
v
Eロ
g
-
b
g
H
R
F内

勾同町、輔

Hag円
FH・SHR
宅
内
忌

E
与
a
R
H
S辺町内九苫
N
U
S
q
R
F
】∞・〉

z
p
g
E
n
v
S
3∞∞
-M-AS渇
ム
ニ
(
世
良
晃
志
郎
訳
『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
」

[
創
文
社
一
九
七
一
年
]

)

U

関
邑

F
S将司
Ma--UEHRE司
河
内
忌
宮
崎
町
』
円
宮
内

FFFE-
凶
(
百
四

H
a
s・。
z
a
g
s
s
-
∞
・
=
∞
・
フ

i
パ
!
の
『
憲
法

史
』
第
一
巻
は
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
時
代
に
つ
い
て
二
百
頁
以
上
を
割
く
一
方
で
、
同
時
代
の
ラ
イ
ン
同
盟
に
関
す
る
叙
述
は
わ
ず
か
十
七
頁
に

と
ど
め
て
い
る
。
同
盟
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
主
に
領
土
再
編
成
と
同
盟
構
成
国
の
加
入
時
期
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
へ
の
強
制
的
軍
事

援
助
負
担
の
み
で
あ
り
、
各
国
の
国
制
・
行
政
改
革
は
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
封
臣
国
家
の
似
非
立
憲
主
義
」
と
片
づ
け
て
お
し
ま
い
に
し
て
い
る
。

ミ
ツ
タ
イ
ス
、
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
、
メ
ン
ガ

l
に
お
い
て
も
事
情
は
だ
い
た
い
同
様
で
あ
る
。
ミ
ッ
タ
イ
ス
は
豊
富
な
参
考
資
料
を
挙
げ
て
同
盟

主
要
構
成
国
に
お
け
る
古
き
家
産
制
消
滅
を
評
価
し
て
い
る
が
、
同
盟
自
体
に
つ
い
て
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
十
九
世
紀
的
自
由
主
義
の
範
鴫
に

E命
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哨
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畑
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k
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ト
ト
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長
』



説

開』
A

敬
文
堂
一
九
九
七
年
)
。

(
日
)
ジ
ョ
ン
・
フ
ェ
ザ
ー
/
箕
輪
成
男
訳
『
イ
ギ
リ
ス
出
版
史
』
(
玉
川
大
学
出
版
部
一
九
九
一
年
)
一
九
一
一
ー
二

O
五
頁
。
出
版
め
産
業
と
し

て
の
役
割
と
市
場
発
展
に
焦
点
が
置
か
れ
、
社
会
経
済
史
的
視
点
が
強
い
。
一
方
、
出
版
史
を
文
芸
・
思
想
史
の
一
端
と
し
て
描
く
出
口
保
夫

『
イ
ギ
リ
ス
文
芸
出
版
史
』
(
研
究
社
出
版
一
九
八
六
年
)
、
出
版
の
担
い
手
と
受
け
手
の
総
合
関
係
を
テ
1
マ
に
し
た

A
-
S
・
コ
リ
ン
ズ
/

青
木
健
H
榎
本
洋
訳
『
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
出
版
文
化
史
i
作
家
・
パ
ト
ロ
ン
・
書
籍
商
・
読
者
』
(
彩
流
社
一
九
九
四
年
)
や
、
さ
ま
ざ
ま

な
知
的
生
産
の
周
辺
を
描
い
た
水
回
洋
『
知
の
商
人
)
』
(
筑
摩
書
房
一
九
八
五
年
)
、
十
九
世
紀
以
降
の
西
洋
新
聞
史
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
扱
っ

た
梶
谷
素
久
編
著
『
新
訂
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
新
聞
史
|
|
近
代
l
ロ
ッ
パ
の
新
聞
』
(
桜
楓
社
一
九
六
四
年
)
、
同
編
著
『
新
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
新
聞

史
|
|
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
と
情
報
』
(
ブ
レ
ー
ン
出
版
一
九
九
一
年
)
も
参
照
。
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
大
戦
前

ま
で
の
メ
デ
ィ
ア
史
と
し
て
、
佐
藤
卓
巳
『
大
衆
宣
伝
の
神
話
1

1
マ
ル
ク
ス
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
メ
デ
ィ
ア
史
」
(
弘
文
堂
一
九
九
二
年
)

が
あ
る
。
一
部
文
献
に
つ
い
て
は
田
中
ひ
か
る
氏
に
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

(M)
『
紳
士
マ
ガ
ジ
ン
』
は
広
告
を
誌
面
に
取
り
入
れ
、
広
告
料
収
入
を
得
た
こ
と
で
も
先
駆
的
だ
っ
た
と
い
う
。
フ
ェ
ザ
ー
前
掲
書
一
七
九
l
一

八
一
頁
、
二
O
O
頁。

(
日
)
小
林
章
夫
『
コ
ー
ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
都
市
の
生
活
史
|
|
十
八
世
紀
ロ
ン
ド
ン
』
(
寂
々
堂
出
版
一
九
八
四
年
)
、
臼
井
隆
一
郎
『
コ
ー
ヒ
ー

が
廻
り
世
界
史
が
廻
る
』
(
中
公
新
書
一
九
九
二
年
)
五
八
|
七
七
真
。
〈
包
-
g
s
tま
E
B加
ω
n
E宮
号
g
n
v
-
U号
、
s
-
a
E
色
町
、

ca与
さ
込

5
5嘗
寄
ヨ
毒
事
一
塁
宮
呂
田
岡
由
良
室
町
田
昌
∞
。
・

(
凶
)
十
八
世
紀
後
半
に
は
帝
国
内
の
各
地
に
百
と
も
二
百
と
も
い
わ
れ
る
数
の
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ブ
レ
ツ
タ
l
」
が
創
刊
さ
れ
た
と
い
う
。
〈
包
・

同

d
c
g
g
国
内
町
一
自
制
匹
、
世
忠
清

Ftg昌
三
h
b
R宣
言
問
、
室
崎
己
主
S
N
R
S
U
E
S
色
町
匂
司
5
2旬

S
H
=
ミ
ε
S
N守
怠
号
、
認
定
え
句
司
令
ぎ

S
F
皆
、
=
母
、

宮
崎
凡
H
S
町
内
判
事
叫
待
旬
h
h
-
h
S『
砕
き
魚
崎
ぬ
喜
(
内

EH富田

4
0
H
S
E
P乱

ω富
島
国
冊
目

N
E
H
a
z
a
n
F
S
E
8
8
E
F
E
-
M
)・
窓
官
n
F
2
3
2・
ω・唱。，
HMMU
者
向
日
向

。
同
刊
回
目
白
個

@
ε

ぷ正h』営↑==h豆E吋丘忌HロH

~守明ε。N包sミ』なE同幻N笠
g.ミ
5
同

(ω符
n
E宮
白
E《色号柚片宮拘g朋毘帥巳旨再e。同旦E酌后恒8n♀v宮ng国剛
閃

P内

E。ロ宥白加怒帥
P.
〈
。
耳
乱

a帽

np.E.
怠
)y.
冨
E
口♀『宮
0gロZ同
冨
唱
遺
泡
湿
戸
凶
戸
.
印
.
広
間
こ
の
雑
誌
群
は
幅
広
く
政
治
的
・
文

化
的
テ
1
マ
を
包
括
し
、
啓
蒙
主
義
的
色
彩
を
帯
び
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
地
方
誌
の
枠
組
み
は
抜
け
ら
れ
ず
、
報
道
面
で
一
世
代
後
の
政

治
雑
誌
の
域
に
は
達
し
な
か
っ
た
。

(
口
)
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ

l
パ
l
マ
ス
/
細
谷
貞
雄
H
山
田
正
行
訳
『
公
共
性
の
構
造
転
換
|
|
市
民
社
会
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
探
求
』
(
未

論

島

北法50(1・34)34
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『ポリツアイブレッターjと『官房通信』

来
社
第
二
版
、
一
九
九
四
年
)
二
四
九
l
二
六
四
頁
。

(
日
)
例
え
ば
「
書
物
の
社
会
史
」
研
究
を
批
判
的
に
継
承
・
発
展
さ
せ
た
ロ
ジ
ェ
・
シ
ヤ
ル
チ
エ
/
長
谷
川
輝
夫
H
宮
下
志
朗
訳
『
読
書
と
読
者

ー
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
』
(
み
す
ず
書
房
一
九
九
四
年
)
。
研
究
史
に
つ
い
て
は
参
照
、
長
谷
川
輝
男
「
書
物
の
社

会
史
と
読
書
行
為
」
、
シ
ヤ
ル
チ
エ
/
長
谷
川
訳
『
書
物
の
秩
序
』
(
ち
く
ま
学
芸
文
庫
一
九
九
三
年
)
所
収
、
一
九
五
!
二
三
四
頁
。
ま
た
ド

イ
ツ
に
関
し
て
は
、
戸
エ
ン
ゲ
ル
ジ
ン
グ
/
中
川
勇
治
訳
『
文
盲
と
読
書
の
社
会
史
』
(
思
索
社
一
九
八
五
年
)
。

(
凶
)
ド
イ
ツ
近
世
社
会
史
家
デ
ユ
ル
メ
ン
の
目
算
に
よ
れ
ば
、
十
八
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
で
は
一
万
五
千
人
か
ら
二
万
人
が
何
ら
か
の
読
書
会
に
属

し
て
い
た
と
い
う

o
E
S
E〈
g
u
E旨
拍

P
U
R
E
h匙
R
Pも
礼
町
三
急
住
夜
、
・

E
5
t
aミ
客
室
町
き
昌

N守
a
s
s
tミ
客
.
ミ
号
忌

S
F
E「
S

Nvsh門
書
主
同

U
5
5
n
p
z・
3
∞少

ω・
宝
・
邦
文
論
考
に
お
け
る
一
八
O
O
年
前
後
の
ド
イ
ツ
雑
誌
出
版
お
よ
び
書
籍
市
場
へ
の
言
及
と
し
て
、

石
部
雅
亮
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
人
権
(
基
本
権
)
思
想
」
、
長
谷
川
正
安
/
渡
辺
洋
三
/
藤
田
勇
編
『
講
座
革
命
と
法
、
第
一
巻
市
民
革
命

と
法
』
所
収
(
「
ド
イ
ツ
革
命
と
法
」
第
一
節
)
、
日
本
評
論
社
一
九
八
九
年
、
一
九
九
|
二
二
四
頁
、
ま
た
坂
井
築
八
郎
「
十
八
世
紀
ド
イ
ツ

の
文
化
と
社
会
」
、
成
瀬
治
・
山
田
欣
吾
・
木
村
靖
二
『
世
界
歴
史
体
系
ド
イ
ツ
史
2
l
|
一
六
四
八
年
一
八
九
O
年
|
|
』
(
山
川
出
版

社
一
九
九
六
年
)
所
収
、
一
四
一
ー
一
七
九
頁
参
照
。

(却

)
E
N
F
A
F
F
P
P
。
・
(
註

6
)
U
E同
町
民
色
彩

F
E
F
車
内

S
F霊
堂
5
5
E
E
E
E
A
E
S
R
F司
会
S
H目
立
な
た
望
R
g
b
色紙
g陶
芸

札

、込
F
E
q
a
g
s
-
』
円

S
R
E
S邑
S
E
s
a
u
E
S
E
E
Sき
吉
宮
崎
君
母
語

g
g雪
間
円
安
同J
S

富
札

s
q
g
sな
色
町

E
H
S
き
同
常
事

言
語
令
尋
常
包
.ha再
q
g客
足

mHEaoa曲
目
宮
町
〉

5
8
a
g
m
m
p
E
-
5・
ω
g
S
E
S
E
-
当
時
の
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
雑
誌
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
拡
大

の
程
度
に
つ
い
て
は
、
。

g
u
g
p
z
s
g昼間阿国
g
z
E
8民
乱
開
問
者
自
主
宮
宮
白
書

E
S色同∞
E
'
Z
B
-
g
n
o
g
-
宙開・)・

2aSOS』一段
g
h
E刷、

包
紅
白
雪
司
言
、
町

F国
S
E
a
-
@昌
弘
・
ゴ

-HM∞・

(
幻
)
例
え
ば
害
鳥
居

2
2
m
m
g
R
B
4
5
F
F
b
g
.
s
E
n
g包
5
2
・
号
旬
、
ま
町
、

P
E
h
E
E
S
Sき
是
hH昼間
N
S
W
E』
町
内
、
号

平
E
N旨
R
Z
=
河内遣。

N
E
s
s
-雪

5
3令
H宙
gs-40芯
容
ロ
忌

nFE明
白
国
号
片
岡
山
富
。
同
仲
間
喜
四
回
開
。

B
E
5
5ロ
NE
回邑
g・
E
-
S
)・
W
R
E
S
S
-

(幻

)
m
E。
R
g
S
F
M
-
F周
忌
寄
与
毛
色
町
む
ミ
E
S
「
司
選
・
昆

N
3
5九
宣
言
メ
旬
、
言
寄
与
さ
円

F
m
h志
位
向
自
き
弘
、
。

~hN号
、
a
s
=・何回
Ra同

q
E
3
5
5句
診
旬
、
与
事
与
問
電
尽
き
骨
量
主

s
s
q
w凡
な
円
吉
三

S
R
S
S叫
同
時
同

S
&
g
k室内『
'
E
P
E
E
S
-
N
E
S
H
E
-

(
お
)
こ
れ
ら
全
て
の
公
刊
物
に
紹
介
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
文
献
の
ド
イ
ツ
語
訳
は
単
行
本
の
形
で
三
三
四
、
雑
誌
の
中
の
翻
訳
で
六
六
四
件
に
の
ぼ

る
と
い
う
。
〈
加

F
m
O
R
m宮
町
田

H
F
P
o
g四
宮
島

g
E
E
H
n
rロ
4
B
A
S
S
R
明
耳
目
乱
包
お
宮
口
問

20ZHgロ
宮
色
白
色

m
g
m
n
F
2
2
σ
E
a
w
北法50(1'35)35
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説

コ
S
'コ
3
・百円出。
-
m
R
E包
括
宙
開
・
)
弘
『
SNOhRbh
河内
S
H
E
D昌
喜
弘
尽
き
町
宮
ゐ
帯
主
符
寄
恥
戸
建
S墨
書
崎
S
S
H》ミ
5

5
九
と
宮
崎
h
E
E『
S

N

刊誌色町色町
hRbRN司君
S
』
急
、
言
語
令
書
(
同
夜
ロ
一
宮
町
由
旬
5
8
9
2
z
s
m
u
E
-
N
5・
z
g
n
v
g肖
b
E
S
E
J『
司
自
工
事
ド

ω・
2
S
E
a
-∞宮田・
ω・
3
e唱。・

ま
た
十
九
世
紀
の
最
初
二
十
年
聞
に
、
一
時
的
だ
が
フ
ラ
ン
ス
語
書
籍
が
ラ
テ
ン
語
書
籍
の
数
を
初
め
て
上
回
り
、
一
八
O
八
年
と
一
八
一
一
一

年
に
は
年
間
四
百
点
以
上
の
発
行
を
み
る
が
、
一
八
一
八
年
以
降
は
盲
点
以
下
に
落
ち
込
ん
だ
と
い
う
(
エ
ン
ゲ
ル
ジ
ン
グ
・
前
掲
論
文
[
註

凶
]
一
六
六
頁
)
。
ラ
イ
ン
同
盟
と
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
流
入
の
因
果
関
係
が
明
ら
か
に
感
じ
ら
れ
る
統
計
で
あ
る
。

(M)
即
E

F昼
ロ
g
a
E
a
E
O島
回
目
〉
-
0
3
E
n
S
R官
邑
宙
開
・

)L、
与
守
色
宮
内
乱
sgb』『向。
PRH
吋一
Eo--FEn-吋遺
'zs-
継
続
誌
も
あ
り
、
十
九

世
紀
半
ば
ま
で
続
く
長
命
で
あ
っ
た

(
E吋
EHgt-a-
円
寄
5
旨

き

&
5
9
3
E
5言
者

5
士
∞
ヨ
)
。
こ
の
雑
誌
の
論
争
記
事
を

豊
富
に
使
っ
た
刑
法
改
革
の
研
究
と
し
て
、
関
邑

E
5
F
E自
E
E吾

E
a
m
m守
E
色
白
皆
同
O
E
R
N
E
E
-
5
m
m居間岡田宮色白書
E
m
E
E

B
o
s
e
g
b
L
R
国・

U
S客
足
立
〉
・
関
E
N
宙開
-
y
h
r
E
R守
客
足
。
え
き
E
2
3
h
u
t
-芭
・
旨
ロ

ω
E
S
E
-。
津
田
・

N
3
E
S∞・
σ
四回
-NUAR

(
お
)
。
医
師
宅
周
囲
緒
。
宙
開
-
Y
C忌宮町民句円
-bs-hahas-aEo--=2・Z
当
・
定
期
刊
行
物
と
言
、
つ
に
は
あ
ま
り
に
不
規
則
で
ま
ば
ら
な
発
行
回
数
で
あ

る
が
、
一
応
雑
誌
と
し
て
の
自
負
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
フ
l
ゴ
l
は
第
一
巻
第
一
号
の
冒
頭
に
、
こ
の
雑
誌
の
展
望
と
意
図
、
限
界
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
。
内
容
的
に
は
ロ

l
マ
法
概
念
に
関
す
る
論
文
が
多
く
、
サ
ヴ
ィ
ニ

l
も
何
度
か
寄
稿
し
て
い
る
。

(お

)
E
E
E
a
E
n
v
出
青
巳
百
宙
開
・
)
長
E
E
S
F
-
s
a
n
-
-
出巳
g
E
B
b
e自
問
否
。
・

5
8・

(
幻
)
要
害
岳
戸
吉
岡
z
a
g
o
E
n
F
U
S
N
、n
E
8
8
。
。
邑
・
。
自
立
g
ニ
ヨ
医
師
町
出
。
。
邑
・
4
島
田
明
白
(
国
間
-
Y
9むな円
p
g
b
R
F守
色
町
、
苦
言
-hHFSVユhHHRFS

じ
言
、

S
、
富
札
河
内
S
R題
専
向
内

S
尽
き
門
主
恒
三
ふ
E
F
邑
EEH両
信
コ
ツ
タ
に
よ
る
出
版
で
、
四
巻
目
(
一
八

O
四
年
)
か
ら
は
ダ
ン
ツ
の
代

わ
り
に
帝
国
公
法
論
者
ゲ
ン
ナ
l
が
編
集
人
に
加
わ
っ
て
い
る
。
ゲ
ン
ナ
l
は
雑
誌
編
集
に
積
極
的
だ
っ
た
よ
う
で
、
『
立
法
と
法
学
改
革
の
た

め
の
論
叢
与
尽
き
冶
え
R
p
s
a
s
s
h
s
Zも
ミ
含
冶
吾
容
円
g
h
E
g
a
9
B
Z
E
Z
g
e
E
N
)』
と
い
う
雑
誌
も
出
し
て
い
る
。
そ

の
他
に
領
邦
国
単
位
の
雑
誌
と
し
て
、
書
官
き
た
込
尽
き
同
町
』
告
S
E
H
吉
弘
ghw誌
も
hhFS
旨
g
g
w

切
開
門

E
Z
C
Hム
∞
ま
u-ha句
aNSkmご
宮

内リミ
-
s
h
n江
豆
諸
島
町
、
ぬ
き
た
h同
宣
言
nFh
ぎ
旬
立
b
h
g
M
E
n
-
(
H
コ
国
間
宮

)
bか
s
a
g
-
Eや
お
己
な
ど
が
あ
る
。

(
却
)
な
お
一
九
九
七
年
秋
に
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
制
史
研
究
所
で
法
学
雑
誌
出
版
史
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
講
演
内
容
は
近
日
中
に
発
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

(
却
)
よ
く
例
に
出
さ
れ
る
の
は
、
シ
ユ
レ
ッ
ツ
ア
!
の
『
国
家
広
報
』
に
お
け
る
啓
蒙
絶
対
主
義
へ
の
傾
倒
で
あ
る
。
〈
包
・
四
件
当
白
・
明
g
島
中
垣

g
L

p
。
(
註
6
)
・ω・
8
・

論
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ト
的
(
ト
閃
・
【

)
C
山
梨
科

(宕)Joh棚 LudwigKluber， S仰 tsrechtdes Rheinbundes. Lehrbegriff， Tubingen 1808; Johann Nikolaus Foedrich Brauer， Beytrage zu 

einem allgemeinen Staatsrecht der Rheinischen Bundes=Staaten in FUJ1βig Satzen， Karl釘曲e1807; Gunter Heinoch von Berg， 

Abhandlungen zur Erlauterung der rheinischen Bundesacte，百1.1 [mehr nicht erschienen]， Hannover 1808; Wilhelm Joseph Behr， 

Systematische Darstellung des Rheinischen B聞 :desaus dem StaruJp肌 ktedesゆ ntlichenRechts， Frankfurt a. M. 1808; Nico1aus 

Thadd加svon G出ner，Ueber den Umsturz der deutschen Staatsverfiωsung und seinen Einflus auf die Quellen des Privatrechts in den 

neu souverainen Staaten der rheinischen Confoderation， 1807; Joseph Zintel， Entwurf eines Staatsrechts fiir den rheinischen Bund nach 

den Grundsatzen des allgemeinen Volkerrechts， Munchen 1807; Carl Salomo Zachao誌，Jus publicum civitatum q凶 efoederi rhenano 

adscriptae sund， Heideilbぽgae1807. 

(~) Fehrenbach， a. a. O. (;j;j2∞) ， S. 29・36.ャ吋ート"!! r~~豪快入..c.・州総J E;~裂」足早J崎。 ...;..!O 守宅入ム話E;鎚紗榊'n"ム:::---"1\・

トートt11ト入ι (Go凶iebHufe加ld)士重， 1 -\J<<母-RÛ、十 1.時~-4ミ -\..!(\ν 『干 H ート 1 ;桜-þ<棉藤~j E;m医者保-<AJ....'lν}思議

J ν エt-Q。保!と蜘E;，入吋";-"当 ~J E;岩tt泊三~>νr-R入ι E;艇医E霊E;版。l~持母峻重量告J~ ....'l!ト 0 時事必制~~望号込必J 1時」νエ

"V }J心~傾図Jνエ-¥..!。脈経， 1 -\J <O暗記Q俳包 Lよさま E玄蝦 1ト -ty E;機縄Zh!屋B"V事~s:-b1:t-Û、ヰヰ 420 ，入吋れれさま 4宅入ι時J

E;-<制右手掛時事AJ ....'l ν摺吋崎県JAJ~~1退部....'l -\..!O 辛宅入戸ιさまきE吋包ぐ会主~-，γ~~1袋E;トートt1 1ト入ムE; r {]耳定三誕J(1・ゃく同

社)~仰需主Jν ェt-Q O Vgl. Horst Schropfer，“'… zum besten d町 TeutschenGelehrs細.keitund Litteratur…， 'Die Allgemeine 

Literatur-Zeitung' im Dienst der Verbreitung dぽ PhilosophieK加 ts"，in: N. Hinske / E. Lange / H. Schropfer (Hg.)， Der Aufbruch初 den

Kantianismus. Der Fruh如ntianismus仰 derUniversitat Jena von 1785-1800 und seine Vorgeschichte (Forschungen und Mateoalien zur 

deutschen Aufklarung， Abt 2， Bd. 6)， SmttgartlBad Cannstatt 1995， S. 85・100，insbes. 85・89.

(ロ)Stolleis， a. a. O.倒的)， S. 318; Arnold Bemey， August Ludwig Schlozers S組側uffassung，HZ仰 storischeZeitschrift) 132， 19お，

S，43-67. 

(沼)Fratzke-Weis， a a. O. (組。)， S. 1ωf. 

(お)Ebd.， S. 37-46. 

(沼)紺~$I底。

(~)小浜ムヤ入til<10社'司わまり AJ~-\..!??!1 0 E;犠~....'l-R総!と制主主lõ' ....'l~ヲエ部経~<-1持....'l' Iトヤ入E園緑困~~Ii!!:饗E;

『堂走::j~0 エ νti~ト-~快眠E;-\..!-:{号訴{作為ヨヨν ェ ω エ。

『
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半
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説

処
置
を
求
め
た
。
恩
師
民
?
君
臨
-
P
陪
・
。
・
(
註
6
)
噌
臼
-
P
ω
・
同
窓
E
H
∞
叶
・

(
幻
)
開

Esω
・山富
'
N
O
-
-

(
招
)
詳
細
は
ω
n
v
E
n
r
e
p
p
。
(
註
却
)
弘
-
a
-
-
8
・

(
却
)
宮
区
中
垣
a
p
p
P
0
・
(
註
6
)
・
2
宏
S
E
a
-
ち
な
み
に
将
校
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
三
・
五
%
、
十
二
・
五
%
、
五
・
五
六
%
。

(
刊
)
回
向
e
S
5
胸
骨
戸
国
自
国
富
吉
田
8
3
E
S
E
-
r
s
-
'
E
包
括
骨
量
昌
明
日
明
明
白
白
E
n
E
S
n
〈

O
『
g
a
g
g
m
白
色
R
M
M
白
H
E
n
t
ロ
刃
B
E
g
F
B
骨
寄
自

3
・
嗣
白
皆
同
町
g
s
n
p
R
0
・
ω
お
恒
国
自
国
、
M
W
・
，
M
-
当
g
m国立国
M
-
E
n
・
者
笠
宮
伺
-
Y
U
E
H
R
F
同
ア
尽
き
帽
、
s
a
s
t
h
h
S
邑
・
富
札
N
P
也
、
急
込
書
色
町
、
丹
E
S円
雪
》
km『

E
H
N
、
有
志
、
u
s
司
・
C
S
R
S
S
S
九
也
選
泡
・
b
g
雪月見
S
E
S
F
W
O
E
-
喝
∞
凶
・
ω
・

zy岡田∞宮田・臼-a・

(
H
U
)
ω
n
v
g由

p
p
p
。
(
註
却
)
・
ω
・
M
M
M
・MM。・以内デ出。・

(
位
)
松
本
・
前
掲
論
文
(
註
I
)

一
七
六
|
一
八
一
頁
参
照
。

(
刊
日
}
当
E
O
E
M
g
a
z
w
m
R
・
4
〈

g
回
目
S
m
z
a
E
E
g
g
s仏
4
5
5
g聞
s
z
e
o
切
色
白
宮
口
開
2
5
2
E
E
b
F
S
V
E
r
a
H
m
o吉岡
M
E
M
E
志
向
。
百
恒
旨
加

ισ
向
島
自
宮
崎
弘
向
島
R
F
E
B
-
-
g
い
芯
き
a
E
旬
喜
弘
志
ミ
-
B
N
H
E
E
暗
号
M
H
E
R
E
-
ケ
田
町
田
N
-
z
s
v
S
E
-
-
ω
・
自
己
実
関
B
E
E
F

F
g
a
E
開
g
E
宮
崎
句
o
r
a
-
-
回
日
開
・
，
関
-
Eロ
崎
両
言
語
『
』
門
S
君
主
Jhuah包
J
P
E
S邑
R
E
S
U
M
-
8
言
。
』
品
尽
き
丸
岡
喜
色
町
何
千
同
ロ
ヨ
2吉
R
S
H冶『

P

5
円

P
E
S
-
∞
宕
戸
Z
H
・
5
a
-
∞
・
M
S
・3
r
E
o
E
h
v
d
p
医
師
百
個
g
B
o
g
g
p
q
s
q
g
h
S
F

ぞ
2

3

p

g
会
S
F
3
M
可
富
士
守

£
S
H
S
S
』
E
2
4
e
q
a
r
、
S
E
E
S月
m
k
ω
S
E
E
-
-

(
U
H
)
松
本
・
前
掲
論
文
(
註
1
)

一
八
一
一
一
ー
一
八
四
頁
。
否
・
2
8ぎ

5
E
B
B
-
Oミ
E

P

与
さ
で
き
q
E
E
町
、
L
e
a
h
-
ミ
色
町
宮
室
、

C
2
s
r
s
s
』
S

旬、s
a
s
h
h
町
、
河
内
庁
守
芸
人
g
S
E
足、
S
N
E
h
H
共
同
U
E持
P
H
Z
・
忍
・
3
3
3
5
・
百
-
Y
ω
・
E
N
'
H
Z
・

(
叩
)
宮
耳
?
d
g
L
P
。
・
(
註
6
)
・ω・

3
・
N
S
-

(
必
)
あ
る
意
味
で
そ
の
前
身
と
言
え
る
の
は
、
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ブ
レ
ツ
タ
l
E
8
思
想
ロ
N
Z
皆
喜
」
(
「
週
報
」
と
い
う
訳
も
あ
る
)
で
あ
り
、
例

え
ば
、
下
記
に
登
場
す
る
ハ
ル
ト
レ
l
ベ
ン
は
雑
誌
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ツ
タ
l
』
を
創
刊
す
る
に
当
た
っ
て
決
定
的
な
発
想
を
、
当
時
の
有

力
な
全
国
紙
で
あ
る
『
帝
国
広
報
知
巳
口
町
田
g
g
G
R
」
(
一
七
九
三
!
一
八
O
五
年
)
に
負
い
、
こ
れ
は
内
容
的
に
は
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ブ
レ
ッ

タ
l
」
に
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
も
の
だ
っ
た
と
一
言
、
っ
。
(
g
g
E
d
p
p
。
・
[
設
幻
ア
ω
・
∞
戸
主
)
・

(
灯
)
こ
の
雑
誌
は
五
回
改
名
さ
れ
て
い
る
が
、
最
も
長
い
間
使
わ
れ
た
題
名
は
、
『
一
般
ド
イ
ツ
司
法
・
ポ
リ
ツ
ア
イ
風
説
と
』
官
需
号
待
ミ
R
r

'hahな
N
H
E
n
-
ま
た
-
3
E
3
主
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
八
O
八
年
か
ら
一
八
一
四
年
の
聞
は
『
一
般
司
法
・
ボ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ツ
タ
!
と
音
書
宮
内

論
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『ポリツァイブレッタ-Jと『官房通信j

h
g邑
N
H
E
E
E
N
H
N
a
切
h
b
号
、
』
と
い
う
題
名
、
だ
っ
た
の
で
、
本
稿
で
は
一
貫
し
て
こ
の
名
を
使
う
。
ち
な
み
に
拙
著
「
ド
イ
ツ
近
世
の
国
制
と
公

法

l
帝
国
・
ポ
リ
ツ
ア
イ
・
法
学
」
、
『
法
制
史
研
究
』
四
人
(
一
九
九
九
年
)
で
は
、
取
り
扱
っ
た
時
代
を
考
慮
し
て
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
風
説
』

と
い
う
名
を
一
貫
し
て
使
っ
た
。

(必
)
k
E
崎
内
需
宮
内
『
』
n
S
ミ
ミ
J
h
u
q
R
a
J
P
骨
む
き
さ
同
J
M
S
『
柏
崎
J
M
1
町
内
宮
司
守
宅
E

幸
弘
司
-
S
色
町
な
-
P
3
h
E
一
=
A
S
H
-
当
初
は
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
末
尾
に

zm片
U
O
Z再開
n
E
g
q
・
と
あ
っ
た
。

(
刊
)
十
八
世
紀
半
ば
に
お
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
医
学
ポ
リ
ツ
ア
イ
を
除
い
て
は
、
『
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
収
集
『
守
N
弘
崎
町
『
皆
3
5町
富
同
時
司
会
斗
合
ふ
吋
)
』
、

モ
i
ザ
l
の
一
ン
ユ
ヴ
ァ

i
ベ
ン
・
ニ
ュ
ー
ス
肋
与
豆
一
寄
与
問
ミ
R
室
内
皆
同
時
司
会
寸
法
・
コ
ヨ
)
』
ユ
ス
テ
ィ
の
『
ゲ
ツ
テ
イ
ン
ゲ
ン
・
ポ
リ
ツ
ア
イ
官

庁
ニ
ュ
ー
ス
忠
良
高
宮
町
一
宮
、
。
』
貯
金
H
b
S
H
ミ
R
室
町
F
S
(
コ
出
E

コ
ヨ
)
』
、
シ
ユ
レ
バ
!
の
『
ハ
レ
収
集
寄
寄
り
r
a
s
ミ
S
E
(
コ
出
ふ
)
を

数
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。
〈
m
-
-
N
a
g
v
F
U
豊
島
g
w
(
N
U
回
)
山
西
宮
田
存
度
目
回
同
信
L
g
g
回
開
)
切
な
丸
町
H

色
町
E
R
R
E
司
む
門
芝
何
時
、
N
S
尽
き
￥
=
口
出
・
旨
ロ
・

(
〉
E
H
W
B
w
o
s
g
d
主
虫
色
舶
の
町
民
H
B
N
E
。
。
包
回
開
町
田
)
・
国
民
品
目
凶
V
S
B
S
∞
唱
U
E
a
H
R
V
切
g
a
E
項
目
Z
F
同
S
&
ザ
記
町
、
H
色
町
、
九
凶
E
S
ヨ
H
R
E
S
h
九
尽
否
定
、
h
b
号
、

旬
苦
言
語
b
H
Z
与
町
、
ぎ
た
た
E
E
句
判
定
、
』
門
司
書
S
S
R
h
q
h
H
E
寄
与
言
。
き
さ
一
言
h
n
r
s
h
F
F
3
M吋

2
・
戸
切
a
E
同
∞
。
凶
・
回
・

5φ
目
。
。
・
こ
れ
ら
の
雑
誌
は
ま
た
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
一
般
的
「
教
養
雑
誌
」
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
専
門
誌
と
は
称
し
が
た
い
。
(
ち
な
み
に
、
ベ
ル
ギ
ウ
ス
の
『
ポ
リ
ツ
ア

イ
・
官
房
マ
ガ
ジ
ン
E
N
E
V
F
門
u
g
再
旬
、
三
'
ミ
品
b
N
S
(
p
g
E箆
P
玄
・
コ
ミ
'
3
u
F
5
・
一
H
L
h
w壱
N島町四回

1u'g)』
は
雑
誌
で
は
な
く
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
順
に
整
理
さ
れ
た
百
科
事
典
で
あ
る
。
)
ロ
レ
ン
ツ
日
く
、
法
学
お
よ
び
官
房
学
雑
誌
の
興
隆
は
一
七
八
O
年
か
ら
九
O
年
の
聞
に
見
ら
れ
、

四
十
以
上
の
法
学
雑
誌
、
一
二
十
二
以
上
の
官
房
学
雑
誌
、
そ
し
て
三
十
八
の
経
済
学
雑
誌
が
発
行
さ
れ
た
と
い
う
。
〈
関
戸
即
E
M
E
Bロ
F
O
R

T
室
主
忌
告
で
曾
待
ミ
h
o
p
m
?
官
官
町
言
、
内
g
a
s
h
-
町
宮
内
h
s
s
s
s偽
S
H
q
h
R
E
S
h
-
n
F
旦
。
寄
与
再
開
同
志
斗
咽
ω
・
主
)
・

(印
)
ω
E
ロ戸
p
p
。
・
(
註
N
3
・
〈
0
2
0
F
ω
-
a
・
同
時
代
人
の
客
観
的
な
評
価
は
ほ
と
ん
ど
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
・
な
い
。
モ
ー
ル
は
こ
の
雑
誌
は

よ
い
時
と
悪
い
時
の
差
が
大
き
く
、
最
も
良
い
の
は
最
後
の
数
年
間
だ
と
い
う
が
、
こ
の
と
き
ハ
ル
ト
レ
!
ベ
ン
は
他
界
し
て
別
の
発
行
人
に

変
わ
っ
て
い
る
。
(
m
E
。
戸
時
〈
。
田
宮
O
E
L
)
段
、
q
E包
H
司
-
z
s
h
与
も
E
n
F
R
h
S
F
g
b
&
N
S
色
町
h
p
与
な
S
E
R
E
-
-
-
N
・
〉
回
出
-
H
E
g
a
g
-
宝
hf

∞
・
か
か
)
・
も
っ
と
も
モ
l
ル
が
こ
の
時
代
の
関
連
雑
誌
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
は
こ
の
『
プ
レ
ッ
タ
l
』
の
み
で
あ
り
、
『
官
房
通
信
』
を
含
む

他
の
同
系
統
雑
誌
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
同
じ
く
コ
ツ
タ
発
行
の
『
最
新
法
学
書
評
論
叢
内
ヨ
.
H
宮
町
F
S
K
曲
、
町
営
.
て
九
旬
、
忠
実
器
ミ
E
h
同
九
h
o
Z
語
宮
崎
町
可
晶
君
』
(
曲
-
P
。
・
[
註
幻
]
)
第
一
巻
の
巻

末
広
告
を
参
照
。
『
ブ
レ
ツ
タ
l
』
の
予
約
購
読
料
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
同
誌
の
第
二
巻
二
号
巻
末
の
広
告
で
は
『
プ
レ
ッ
タ
l
』
の
一
巻

司降
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説

(
一
年
分
)
は
五
グ
ル
デ
ン
三
十
ク
ロ
イ
ツ
ア
ー
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
製
本
料
が
加
算
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
他
雑

誌
の
価
格
も
出
て
お
り
、
『
一
般
新
聞
」
一
年
分
が
十
八
グ
ル
デ
ン
、
「
フ
ロ
ー
ラ
』
が
四
グ
ル
デ
ン
、
ヘ
パ

l
リ
ン
の
『
国
家
論
叢
』
が
一
号

に
つ
き
四
十
五
ク
ロ
イ
ツ
ア

i
、
ニ

l
マ
ン
の
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
と
文
化
の
た
め
の
ブ
レ
ッ
タ
i
』
が
七
グ
ル
デ
ン
四
十
八
ク
ロ
イ
ツ
ア

l
、
ポ
ツ

セ
ル
ト
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
年
鑑
』
が
六
グ
ル
デ
ン
五
十
四
ク
ロ
イ
ツ

7
1
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
へ

l
ゲ
ル
の
『
哲
学
批
評
雑
誌
』
が
第
一
巻
の
一
一
一

号
ま
で
三
グ
ル
デ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ツ
ケ
H
ヴ
ア
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
彼
女
の
扱
っ
た
四
つ
の
雑
誌
の
年
間
購
読
料
は
四
|
八
帝
国
タ

l

ラ
ー
で
あ
り
、
手
工
業
者
の
年
間
平
均
所
得
が
百
帝
国
タ

l
ラ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
市
民
の
個
人
購
読
は
非
常
に
難
し
か
っ
た
。

〈包・同
U
E
N
W
中
ぎ
g
p
p
p
。
・
(
註
6
)
・∞

-zu・

(臼

)
ω
E回目
e
p
p
。
・
(
設
幻
)
・

ω-S-

(
臼
)
た
だ
し
こ
の
数
字
は
、
専
門
誌
と
し
て
の
み
評
価
で
き
る
。
例
え
ば
前
述
の
シ
ユ
レ
ッ
ツ
ア
ー
に
よ
る
「
国
家
広
報

M
E
M
-
b
E
E官
と
は
四

千
部
の
予
約
購
読
数
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
(
明
お
Eao『

R
〉
匂
切

E
£
S
R言
。

E
宮
内
定
型
。
苛
舎
を
と
ど
・

ω
-
u宝
)
。
『
ブ
レ
ッ
タ
l
』
と
同
時

期
の
『
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
は
八
千
部
、
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
』
は
六
千
部
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
年
鑑
』
も
三
千
部
を
そ
れ
ぞ
れ
最
盛
期
に
売
っ
て
い
る

が
、
『
時
代
』
は
千
部
、
ヴ
イ

1
ラ
ン
ト
の
『
ド
イ
ツ
・
マ

l
キ
ュ
リ
ー
忠
臣

HRF旬
、
ミ
ミ
宮
、
」
、
ニ
コ
ラ
イ
の
『
ド
イ
ツ
文
庫
む
尚
昆

HRFhhwSEq-

号
ご
と
い
っ
た
文
芸
誌
は
千
五
百
か
ら
千
八
百
部
だ
っ
た
(
宮
耳
中
巧
0
5・
p
p
。
・
[
註
6
7
ω
-
-
U
N
a
-凶
凶
)
。
当
時
ン
ラ
l
は
自
誌
『
ホ
l
レ

ン
』
に
関
連
し
、
政
治
季
刊
誌
の
場
合
は
千
六
百
部
以
上
の
売
り
上
げ
が
あ
れ
ば
利
益
は
確
実
だ
と
目
算
し
た
(
エ
ン
ゲ
ル
ジ
ン
グ
・
前
掲
論

文
[
註
問
]
一
一
八
頁
)
。
一
方
で
日
刊
紙
と
な
る
と
ま
た
話
は
別
で
、
購
読
数
は
ひ
と
け
た
多
く
な
る
。
例
え
ば
当
時
ド
イ
ツ
で
最
も
有
力
で

あ
っ
た
『
ハ
ン
ブ
ル
ク
中
立
通
信
同
S
E
a宮内
b
q
S官
、
珪
号
常
『
。
ミ
S
E昌
弘
町
ミ
』
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
に
一
万
三
千
部
、
十
九
世
紀
初

頭
に
は
五
万
部
の
発
行
部
数
を
誇
っ
た
と
い
う
。
石
部
・
前
掲
論
文
[
註
叩
]
二

O
六
頁
、
エ
ン
ゲ
ル
ジ
ン
グ
・
前
掲
論
文
[
註
団
]
一
一
七

頁
以
下
。
〈
包
・

8
各
国
自
己
凶
丘
町
宮
切

E
m
w
m
F
N
E
H
m
m
N
8
Eロ
仏
間
崎
町

g
N
E
R
F
E
冨
g
m
n
F
S
'
E
b
里
町
開
S
R
F
g
E昨
E凹
S
ロ
コ
∞
唱
主
宮
内
苦

肉
付
ロ
宮
宮
田
〉
ロ
邑
吉
田
駒
田

mmEZnz島
・
得
。
・
臣
告

nE
宙
開
・
)
・
の
さ
え
a
S
H弘
司
ミ
常
凡
な
な
与
尽
き
司
S
を
さ
=
p
h同
N
H
R
F
S
S札

C
S円
FEHhv

。んい怠回加
S
3
2・∞
-Na--
ち
な
み
に
小
説
で
比
較
し
て
み
る
と
、
ゲ
ー
テ
の
著
作
は
一
七
人
七
年
か
ら
九
O
年
の
問
に
四
千
部
ほ
ど
売
り
上
げ
た

が
、
そ
れ
で
も
当
時
の
リ
チ
ャ

i
ド
・
カ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
『
西
イ
ン
ド
」
(
一
七
七
一
年
)
の
一
万
二
千
部
の
売
り
上
げ
に
は
遠
く
及
ば
な
い
o

a
r
z
の
庄
邑

g
E
R
8
p
民
自
ご
昌
弘

ω
n
E
C
N
R
S
笹
田
型
g
n
v
m
g
a
E
g
g
a
昏
冊
目
胴
言
。
時
富
田
三
国
号
刊
の

S
S
H同
氏

E
E
s
q・-L田川、円

。
t
a
g
(白色・)・
p
s
E
5
2
h
S止
ま
室
内
司

H
S
F
E胃
(
関
口
巳

G
E
E
S
F
同
時
明
言
包
含
2
0
Z
Eロ
S
5・
s--a)峨〉
v
n
a
sロ
ロ
包
括
a
s
p
g悶

論

~ 
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『ポリツ 7 イブレッターjと『官房通信』

h
k
h
R
ヨ
司
旬
町
宮
署
弘
、
認
露
両
足
g
p
h
S
E
円
芝
草
湖
町
園
田
E
E
P
窓
-H∞=・

(
的
)
例
え
ば
、
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
夕
、
ザ
ク
セ
ン
・
ヴ
ア
イ
マ
l
ル
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
福
田
・
お
ま
・

8
・
ω
S
u
o
v
p
-
ぉ
。
4
・

印
刷

v・⑤。喝uoe色・・同∞。∞・ω
】

M・同一同∞ゅ・

(叩
)
ω
富
田
p
p
p
。
・
[
註
幻
]
弘
-
S
'吋
N
・
5
同
時
・
ハ
ル
ト
レ
1
ベ
ン
自
身
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
学
講
義
は
、
レ
1
シ
ッ
ヒ
窓
包
加
と
へ
ツ
ク
出
か
n
w
の
伝

統
的
な
「
公
共
の
福
利
」
概
念
に
依
拠
し
た
も
の
だ
っ
た
と
一
言
う
(
白
E
4
∞
・
3
ご
・

(
η
)
E
S
E
-
〈
2
5
2
3
0
5
5
5
宮
E
E
E
R
g
s
-
R
尾
盟
・
ぉ
g
-
Z
・
怠
・
著
者
は
お
そ
ら
く
パ
ン
ベ
ル
ク
の
財
政
顧
問
ヘ
ッ
ク

で
あ
る
(
〈
個
こ
各
自
国
口
信
号
-
k
v
円
R
Z
図
。
n
F
C
S
ミ
ロ
3
5
丸
町
『
』
£
誌
を
E
S
R
E『

w
z
t
B
Z
H
m
z
s
-
∞
-
H
)
。
同
様
の
定
義
は
以
下
の
記
事
に

も
見
え
る
。
旨
。
ロ
宮
崎
C
S
町
内
宮
田
N
3
E
S
宮
1
R
E
a
w
自
己
注
宮
町
E
竺
回
一
九
宅
巴
-
Z
F
寄
・
5
2
・
凶
ま
さ
∞
・
日
く
、
ポ
リ
ツ
ア
イ
概

念
は
「
一
般
に
、
も
し
く
は
一
般
ポ
リ
ツ
ア
イ
学
に
お
い
て
、
物
理
的
状
況
か
ら
見
て
可
能
な
限
り
整
合
的
に
国
家
目
的
を
達
成
・
促
進
で
き

る
よ
う
な
諸
原
則
と
規
則
を
論
ず
る
国
家
学
の
部
分
と
し
て
説
明
」
さ
れ
る
(
ω
・
苫
叶
)
。

(
刀
)
ぎ
g
o
E
E
H
8
・
5
2
宮
内
旨
弘
司
ア
帝
句
『
昔
是
認
s
a
n
昌
弘
常
F
2
5
h
告
2
E
E
足
是
認
恥
室
内
g
s
:
口
同
3
5
5
h
v
b
E
N
尽き
h
g
n
F
A
P
臣
・
同

(
同
席
宵
昆

n
Z
O
B
E
g
s
-
E
H
b
M
Z
H
恒
男
同
O
F
g
E
a同
5
E
S
E
E
R
-
円
、
守
司
『
&
s
h
w
雨
宮
崎
号
、
S
R
a
ミ
ミ
&
宮
内
町
長
室
句
号

MShHHM'hvo~PEr。一室、aFEE-uR$28国国∞ヨ・

(
η
)
E
S
E
-
福
一
盟
・
ぉ
g
・

8
・
ョ
'
s
h
足
。
・

(
叫
)
旨
E
E
S
ミ
言
言
語
告
-
S
K
C
S
N
S
E
色
町
冨
向
、
ミ
告
で
守
E
p
a
-
E
S
E
円
F
E
E
t
∞
。
∞
・

(
布
)
〉
句
切
F
岡
田
。

p
m唱・

5
凶一N
・

(
河
)
〉
図
。
苦
P
E
E
S
回
明
白
恩
8昆
三

国

司

O
E
g
o
e
ニ
E
両国関
5
0
z
g
a
回
g
m
'
O
E
宮
町
宮
町
富
島
m
g
g
a
m
p
$
8
0
5
E
R
2
2

句
。
ロ
S
F
胸
骨
豆
、
色
F
E
H
K
P
E
w
-
-
5
5
・
ω
・
3
'
u
。
・
江
戸
田
・
虫
・
ち
な
み
に
ア
イ
ゼ
ン
フ
i
ト
自
身
は
、
ポ
リ
ツ
ア
イ
定
義
に
お
い
て
福
祉
概
念
を
排
除
し

て
い
な
い
(
と
富
田
8
巳
E
P
E
』
母
千
言
足
柄
引
S
E
3
5
吉
岡
下
寺
&
室
崎
重
冶
二
主
ミ
室
岡
吉
弘
司
s
q
S
ミ
言
、
由
民
同
S
E
3
9
同
R
a
s
a
E
n
p
M

g
p
・
F
g
e
z
g
z
g
e
ω
・
凶
)
。

(
打
)
冨
-
E
a
宮
5
・
E
E
E
S
E
-
E
可
宝
諸
国
曲
目
E
P
S
H
局
盟
・
5
s
・

8
・
u
g
・
3
N
・
Z
-
u
∞
少
凶
器
・
そ
の
際
フ
リ
ー
ド
ハ
イ
ム
は
広
範
な
ポ
リ

ツ
ア
イ
目
的
、
す
な
わ
ち
「
全
て
を
包
括
し
た
全
体
的
国
家
福
利
」
を
挙
げ
て
い
る
(
∞
-
Y

出。)。

(
花
)
〉
-
2
8
島
町
叫
Z
M
M
P
Z
宮
崎
島
町
三
w
o
m
a
R
品
医
者
2
2
5
合
同
g
d
g皆
拓
也
q
g
r
a
山
巳
回
〈
由
円
程
n
F
苦
開
。
昏
g
E
岩
屋
各
自
宮
間
貸
出
自
由
P
旨
S回
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説

雪
E
E
N
B
H
S
g
o
H
N
a
g言
s
a
s
s
-
8〈
3
宮
町

E
岡
田

Z
E
5
5
R宮崎
H
E
S
E
E
E個
室
町
お
国
自
民
国
か
も

nF
盟
国

5
8・
8
s
o
皆

a
g再
開

g
g
o官
g
gロ
B
E
g
-監
gnV24司耳
gM個
持
同
宮
自
己

nFRP
百
円
〉

B--HE--Z円・凶
R-
∞・凶

SeMO斗
・
〉

znVR同gJhESHh・

5
5
h
o
Eを
R
Z
邑

寄

阿

国

急

量

寄

ミ

ミ

-a。堂
。
句
九
時
色
町
可

M
E
S
5
5
h
s
s
S
E
E
R
S
S
&
g
h
H
E
M
S
号

h
a
r
P
E
N
S

G
S
S
R
E司』
uaaE待
望

g
n
F
2
5之
内
是
認

S
F
S込町
hRF開
巳

mg開
由
良

r
e民
同
四
回
∞
戸
∞
・
司
・
こ
こ
で
リ
ッ
プ
ス
は
ポ
リ
ツ
ア
イ
を
「
施
設
〉
回
目

E
t

と
定
義
す
る
。
臼
く
、
「
す
な
わ
ち
自
然
と
偶
然
の
危
険
に
対
し
て
国
民
を
守
る
こ
と
、
も
し
く
は
自
然
の
偶
発
的
事
故
に
対
す
る
予
防
に
関
す

る
国
家
の
配
慮
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ラ
イ
ン
同
盟
期
の
代
表
的
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
客
エ
マ

l
マ
ン
は
狭
す
ぎ
る
と
い
う
(
明
号

EnF

ヨ
昏
告
白
呂
田

g
g
p
g
a
E
Y
E
S
S切
R
S
5
3
x
E
s
p
a
旨
hmgロ
S
E
S
E同
志
毎
F
4
5
2
E
2
5
2・
叫

26)。

(
河
)
当
時
の
詳
細
な
紳
士
録
『
教
養
ド
イ
ツ
』
(
国

g
Z
G旬
、
玄

Eg--bn
旬、
E
5
P宮
脅
さ
え
邑

qhhH号
=
丸
町
ご
同

HNHN悶

Z
E
S
H
E
H
R
F内ヨ

同
町
宮
￥
ミ
』
町
、
・
凶
・
〉

g開
-M凶
Eo--U百四
o
コ
ま
ム
∞
岩
)
に
は
「
ハ

l
ル
の
官
房
通
信
」
と
い
う
表
現
が
よ
く
現
れ
る
。
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
争
の
論

客
達
も
、
『
官
一
一
房
通
信
』
の
記
事
を
よ
く
引
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
切

O
G
[
g
g百三・
5
a宮
内
陸
間
豆
町

MFERミ
言
句
除
、
。
ミ

S
E
E
S
R同町『
HYSE

N
b
S
S
S
M
-
s
zミ
b
h
g
t
3
F
N
5
5
2
E
H
骨
肉
S
雪
問
主
建
訟
を
S
Sぇ
S
&町
、
町
宮
宮
内
常

M
H
E
S
P
E
Pミ
E
E
t
g∞み・
MM-u

開

s
g
g
g
p
向
、
号
、
宣
言

F
S
S
E
Sミ
ミ
=
同
割
高
金
喜
九
九
守
内
合
同

SFF止
ま
つ
ぎ
て
同
志
言
語
・
盟
国

g
g明治
S
S
E
-
-〈
。
日
比
四

ω・
固
な
ど
。

『
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
や
書
評
雑
誌
も
『
官
房
通
信
』
を
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る

o
b
a
E
E“
円
常
な
宮

S
b
h
z
s
戸

ω・
同
∞
湾

-uz。
k
N

宮
町
宮
内
。
常
足
時
三
回
円

phbss苦
言
UH旬、
aE下
N町
言
語
句
]
回
∞
。

pz--N・
s
・
-
3ム
宝
・

(
剖
)
ハ

l
ル
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、

z
s
p
〉
巴
回
目
。
(
-
∞
忍
)
婦
切
・

8
F
W
Z事
F
g
h
F
関
・
円
近
寄
書
号
、
』
門

s
qミ
J』
S
E
a
s
-
P雪
き
さ
.F

hsaHJ
吋
内
町
宮

q
Eや
き
丸
岡
毎
号
守
』
門

C
Z匂

EESHHr?O向
EHhnESSEN戸
臼
・
品

N
E
M凶・

(
幻
)
ハ

1
ル
は
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
実
務
」
や
「
追
伸
」
と
い
っ
た
当
誌
の
連
載
コ
ラ
ム
も
担
当
し
つ
つ
、
一
般
の
論
説
も
多
く
書
い
て
い
る
。
例
え

ば
一
八
O
六
年
の
投
稿
論
文
四
十
こ
の
う
ち
四
つ
は
彼
の
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
全
論
文
の
ほ
ぼ
十
分
の
一
を
担
っ
て
い
る
。

(
回
)
ハ

l
ル
の
著
書
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
学
便
覧
』
(
一
八
O
九
)
は
、
ベ
ン
ゼ
ン
の
『
国
家
論
』
(
一
七
九
八
1

九
九
年
)
の
第
一
一
巻
と
し
て
出
版
さ

れ
た
。
『
便
覧
』
目
次
前
の
タ
イ
ト
ル
頁
や
十
七
頁
な
ど
に
そ
の
旨
の
記
載
あ
り
。
原
題
は
註
問
参
照
。

(
部
〉
阿
国

m
E
P
:・
0
・
[
註
剖
]
・

ω・
8
R
〈
m
z
c
n
E
-
U
S
E
-布円
σ岡
田
町
虫
色

2
2
8
F
U
n
g
g
m冊目
E
B
a
n回
開

5
2己
H
P
S号
E
g
g
E
a

関
s
s
-
H〈
R
E
E仲
間
帽
円
宮
町
四
時

opal岨

(
F
関
・
広
三
国
・

5
F
R
E
d
s
-
g島
)
ち
な
み
に
こ
う
し
た
好
待
遇
は
一
八
一
七
年
の
モ
ン
ジ
ェ
ラ
失
脚

後
、
ハ

l
ル
自
身
も
退
職
さ
せ
ら
れ
る
と
言
う
形
で
跳
ね
返
っ
て
き
た
。
そ
の
後
ハ

l
ル
は
官
房
学
研
究
に
専
念
す
る
も
の
の
学
会
で
の
評
価

言命
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『ポリツァイプレッターjと『官房通信j

を
日
に
日
に
失
い
、
失
意
の
末
に
自
殺
し
た
と
い
う
(
E
S
F
P
P
9
)
。

(
剖
)
各
号
の
表
紙
に
そ
の
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

(
部
)
半
年
毎
に
ま
と
め
ら
れ
る
『
官
房
通
信
』
綴
じ
本
の
タ
イ
ト
ル
頁
の
記
載
を
参
照
。

(
部
)
Z

。kN
5
3
・
Z
-
P
S
・
ゴ
・
こ
の
書
評
を
書
い
た
人
物
は
、
ハ

l
ル
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
「
編
集
人
は
、
人
間
の
生
活
と
知
識

の
あ
ら
ゆ
る
条
件
を
果
て
し
な
く
追
い
求
め
、
従
っ
て
こ
の
探
求
が
い
わ
ば
精
神
に
お
け
る
確
か
な
観
念
と
な
る
よ
う
な
学
派
の
出
で
あ
る
。
」

こ
れ
と
は
逆
に
ハ
ル
ト
レ
1
ペ
ン
は
、
ハ

1
ル
が
一
八
一

O
年
の
新
年
号
に
載
せ
た
「
抱
負
」
(
烈
E

関

Z

E咽

Z
門
戸
)
に
対
し
て
軽
い
郷
捻
を

浴
び
せ
て
い
る
。
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
は
こ
こ
で
単
な
る
諸
原
則
や
乱
用
の
廃
絶
、
官
吏
へ
の
充
分
な
俸
給
へ
の
希
望
を
一
般
的
に
与
え
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ら
の
課
題
が
現
実
化
さ
れ
る
の
か
は
、
お
そ
ら
く
次
の
新
年
に
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
」
(
〉
同

V

盟
・
戸
∞
-o・

s・
5
・
強
調
は
原
文
よ
り
。
)

(釘)〈個目・

4
8
0昌
弘

'
E
E
g
苧
何
回
胴
長
一
切
同
E
Z
E
S
σ
5
2
m
g
宮
司
阿
佐
同
開
紅
白
明

0.JF関
・
5
2
ロ
B
E
F
∞
・
同
人
〈
昌
・

(
剖
)
タ
イ
ト
ル
頁
に
記
さ
れ
た
モ
ッ
ト
ー
は
、
「
富
は
力
な
り
」
(
ホ
ッ
プ
ズ
)
で
あ
っ
た
。
一
八
一

O
年
か
ら
は
「
民
が
富
め
ば
富
む
ほ
ど
、
為

政
者
は
富
む
」
、
一
人
一
一
一
年
か
ら
は
「
三
つ
の
力
が
人
を
制
す
、
す
な
わ
ち
こ
れ
金
の
力
、
軍
の
力
、
そ
し
て
論
の
カ
」
と
な
っ
て
い
る
。

(
的
)
開
。
内

Z
S
句
。
〈
O
号
g
n
F
令
官
宮
町
骨
自
4
5
富
島
)
・

(
卯
)
関
・
8

関
-
Z
O唱
戸

w
o
E伺
0

・
ω・
凶
$
・
反
対
に
ハ
ル
ト
レ
1
ベ
ン
の
ほ
う
で
は
、
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
法
の
規
則
を
知
り
も
せ
ず
、
敬
意
も
払
わ
な
い
純

官
房
学
者
」
(
尾
巴
・
ぉ
ヨ
・

8
・
3
N
)
と
い
う
祁
捻
を
飛
ば
し
て
い
る
。

(
引
)
関
-s

関
-
Z
C
斗
同
ε〈
。
向
e
g
n
H
M
ぺ
唱
(
回
目
n
F
s
o
g
d
E
Z皇
)

(
但
)
内
問
-
H
∞
S
同
(
回
目
n
F
R
W
S
4
5
一
霊
祭
)
・
『
官
房
通
信
』
一
八
O
七
年
前
半
期
号
の
4
2
Z
R
E
d
-
に
は
、
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
や
ラ
イ
ン
同
盟
諸
国

へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。

(
伺
)
一
八
O
六
年
前
半
期
号
で
は
プ
ロ
イ
セ
ン
立
法
の
紹
介
が
最
も
多
い
が
、
既
に
後
半
期
号
で
は
こ
れ
に
代
わ
っ
て
バ
イ
エ
ル
ン
立
法
の
紹
介

が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

(
似
)
ラ
イ
ン
同
盟
の
モ
デ
ル
国
で
あ
っ
た
ヴ
エ
ス
ト
フ
ァ

1
レ
ン
王
国
で
は
、
元
帝
国
公
法
論
者
の
ラ
イ
ス
ト
に
よ
っ
て
「
刑
事
お
よ
び
矯
正
事

件
に
お
け
る
手
続
法
典
」
法
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
(
同
居
間
宮
内
E
m
S喜
四

h
a
-
D丸町
H

侍
h
s
q
a
p
ミ
ま
宮
R
S
存
古
語
喜
丸
町
ミ
ミ
円
位
。
書
偽
一
昨
苫

恒

R
E
S
-
守
吾
同
窓
=
命
、
内
主
意
毎
E
r
=
・
ミ
吐
き
『
F
S
S
S
弘
司
『
河
内
弘
司
礼
町
h
F
3
h
s
b
a
h
H
E
苦
E
h
F
崎
両

E
h
H
帽
冨
吉
弘
同
『
s
a
s
s
N
S
句
待
、

.. 
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説

hF旨
p
h町担
h
p
s
b宮
崎
宮
両
こ
き
品
円
。
B
E
E
S
)・
定
期
刊
行
物
の
活
字
に
見
ら
れ
る
諸
提
案
は
、
例
え
ば
〉
回
。
弓
戸
再
開
・
，
関
・
ぉ
。
∞
戸
寄
-
E凶・

臼
・
日
凶
円
一
〉
s
a
g
-
円
、
与
時
可
吾
旬
、
S
N哲
弘
憶
の
否
定
S
S
R同
母
国

q
S『
s
h
母
、
』
w
b
P
R
h円S
F
a
R円
M
F
F
a
E
m
H∞。∞・

ω・
5
凶円山剛皆同「

宮
町
NO即日。。おお闘
S
E
m・
再
開
・
，

Mn・-∞
S
H
-
w
a
z
m
0・
ω・
凶
。
喧
山
出
旦
-FENOFAM同
居
留
民
富
田
H
2
8・
再
開
・
0

内
四
∞

Z
F
ω
・凶訟同一

E
o
a
p

F
白
日
吉
田
町
g
・
5
口開・，閃
-H∞
早
戸

ω喝
・
企
図
・
さ
ら
に
ラ
イ
ン
同
盟
全
体
に
有
効
な
ポ
リ
ツ
ア
イ
法
典
を
提
起
し
た
の
は
、
開
E
5
5
8
p
d
S
R

e
n
g白色
mg
円F
3
5宮
ロ
切
E邑
O
R
E
E
E開
N
Zお
お
仲
崎
町
田
色
町
田
富
g
-
富島

S
R
g
p
g
g
n
F
盟
国
自
寄
与
吉
岡
島
民
釦
恒
常
g
m
g
m
o
E
E
m
g回
目
8
5

回目
F
R
Z
F
B
日回一
N[同
志
S
R
E司
LPS令
官
N
5
5句
]
Z
S
-
Z叫・凶
M-
∞
・
同
国
・
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
バ
イ
エ
ル
ン
に
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
刑
法
」
編
纂

を
提
起
し
た
と
い
う
(
〈
包
・
出
E
R
P
P
。
・
{
註
M
]
・
ω
-
S
M円
)
。
ハ

l
ル
自
身
は
、
ポ
リ
ツ
ア
イ
法
典
は
す
べ
て
の
ポ
リ
ツ
ア
イ
官
吏
へ
の
指

針阿国的
E
E
B
と
一
般
ポ
リ
ツ
ア
イ
裁
判
規
則
を
含
む
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ス
・
ポ
リ
ツ
ア
イ
か
ら
「
高
位
ポ
リ
ツ
ア
イ
」
に
至

る
階
層
的
な
ポ
リ
ツ
ア
イ
機
構
の
構
造
も
ま
た
、
ハ

1
ル
の
構
想
に
含
ま
れ
て
い
た
(
内
'
烈
お
ロ
戸
田
・
法
公
)
。

(何

)
E
Z
E
o
-
-
思
包
沼
田
向
田
町
円
吉
田
明
白
目

ι
g
z
a
N
H
E色
FENOF色
2
島
自
国
自
国
聞
き
内
庁
垣
R
F
E
S
S
g
〈
R
E
E
F
S
H
F
R
Z
S
F
ω
・

志
向
山
開
g
g
g回
g
p
宮
町
田
宮
明
白
O
F
e』

w
e
o
v
g
R
W明HMMorNOFSERSnB
同
日
出
向
丘
H
W
O
F
U
E
P
a
R
Sロ
g
E
8
N
H関
o
z
n
m
F
E
S
8
5昌
g
ロ
2

5
a
z
-
-出口囲内・，国内・お雪国・
ω・
2
'豆
U

〉ロ
o
a
B
-
C
S
R
4
8
E
Eロ
明
弘
司
乙
ロ
怠
N
Sロ品。『
MSENOF
宮
ζ
g
dロ円四円
g
v
R島町田
L
R
関-
E

同
-
z
g
戸

ω・

5
月
〉
Z
U
Z
R
F
E
切符仲間
2
・
coσ
四
二
自
国
。
長
耳
目
白
色
同
g
d口同
g
n
E
a
E円ニル刊
QENσ
町田町自国ロロ開

N
S
R
Z
S
E
S
N
H
E色司
OES--ロ
一
関
・
，
関
-

】∞問。戸

ω・
NN同一『・

(
M
m
)
E
8
3・
E
E
g
E
H
O
g
n
g
R
E
F
F
E∞
昆
戸
∞
-NZ'MHPN
コ'NNO咽
MN凶円

(
肝
)
タ
イ
ト
ル
頁
裏
。

(
伺
)
例
え
ば
一
人

O
八
年
一
月
の
表
紙
。

d
o
E円四
B
E
E
-
a
n『
凶
豆
町
・

ω劃
n
g・3

(
的
)
司
o
r
e
-
p
g呂
田
富
・
現
在
な
ら
「
警
部
」
と
訳
す
と
こ
ろ
だ
が
、
当
時
は
ま
だ
刑
事
事
件
捜
査
に
限
ら
れ
た
職
務
内
容
は
な
か
っ
た
ο

(肌

)
4
0
5
E
・5
2
g色
'
F苦
言
佐
官
二
g

Z宮
島
g
宮
三
島
明
白
加
0・J
F
M
n・
5
0∞ロ
S
F
F
ω
-
F〈国・

(
川
)
一
八
O
六
年
か
ら
一
八
O
八
年
に
か
け
て
の
執
筆
者
陣
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
三
十
七
人
は
所
属
国
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
パ
イ
エ

ル
ン
が
二
十
人
、
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
・
プ
ロ
イ
セ
ン
が
四
人
(
四
人
と
も
一
八
O
六
年
号
に
執
筆
、
そ
の
う
ち
二
人
が
パ
イ
ロ
イ
ト
か
ら
)
、

パ
l
デ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
・
マ
イ
ニ
ン
グ
ン
、
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
が
そ
れ
ぞ
れ
二
人
、
ク
ア
ヘ
ッ
セ
ン
、
ナ
ッ
サ
ウ
、
ザ
ク
セ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
・

ヒ
ル
デ
ブ
ル
ク
ハ
ウ
ゼ
ン
、
ザ
ル
ツ
プ
ル
ク
、
シ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
プ
ル
ク
・
ル

l
ド
ル
シ
ユ
タ
ッ
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
で
あ
る
。
一
八
O
六
年
後

論
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『ポリツァイブレッター』と『官房通信j

半
期
以
降
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
執
筆
勢
の
う
ち
少
な
く
と
も
十
五
人
は
、
パ
ン
ベ
ル
ク
や
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
な
ど
、
元
の
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
・
プ

ロ
イ
セ
ン
領
で
あ
る
。

(
問
)
豆
町
〉
民
間
町
民
符
号
関
皆
同
邑
仲
間
t
E
T
Q
r
g
o
E
R
F
S
F
§
S
N
Z
E宙
開
閉
口
・
『
官
房
通
信
』
の
表
紙
か
ら
察
す
る
に
、
ハ

l
ル
は
お
そ
ら
く
一
人

O
九
年
か
ら
こ
の
協
会
の
会
長
を
務
め
て
い
る
(
関
・
穴
・

45-亘
書
お
S
E
-
-
)
。

(
問
)
例
え
ば
パ

1
デ
ン
の
ド
ラ
イ
ス
(
お
。
斗
戸
田
-NS円Y
ザ
ク
セ
ン
の
ペ

1
リ
ッ
ツ

(Hg∞同{〉
g
a
s
γ
ω
・匡
3
・
バ
イ
エ
ル
ン
と
プ
ロ
イ
セ
ン
以

外
の
執
筆
者
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
一
八
O
六
年
中
盤
か
ら
、
つ
ま
り
ラ
イ
ン
同
盟
結
成
後
か
ら
執
筆
に
加
わ
っ
て
い
る
。
〈
包
・
ヲ
R
8ロ
竿

ERH
智
苧
智
個
室
戸
田
-
P
。
・
例
外
と
し
て
ク
ア
ヘ
ツ
セ
ン
の
上
級
経
理
書
記
ヨ
ハ
ン
・
ア
ダ
ム
・
ム
ア
ハ
ル
ト
(
コ
∞
工
∞
岳
)
が
初
期
の
執
筆

者
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
。
ム
ア
ハ
ル
ト
は
経
済
学
関
係
の
著
作
を
公
刊
し
た
後
、
ロ
テ
ツ
ク
リ
ヴ
エ
ル
カ
l
の
『
国
家
事
典
』
で
も
「
貨

幣
、
イ
ギ
リ
ス
国
制
」
、
「
北
ア
メ
リ
カ
革
命
」
等
の
重
要
な
項
目
を
担
当
し
た
。
〈
個
目
・
国
自
岡
田
駅
E
B
R
u
s
h
-
g
E
n江
守
s
s
=
』向。立町内骨喜札

宅
内
庁
枠
向
、
・
阿
古
川
町
宮
丸
H間判定、

c
s
S
H町、
HH耐え向
hagHh円
F
S
H
-み
-fgqミ
な
遺
言

(FEHω
雷同国自・

Cロ再開
aznyE回開四国

NE『。冊目
nEny円相円四四円

ω
g同四回目

垣
広

8
ロ明
ny白骨出町四
H
3・回四国
mw

号一松戸

ω・
hF同時・工
R
O切
MM(同∞∞か
)eω-a凶・

(
山
)
そ
の
他
に
も
重
要
な
ポ
リ
ツ
ア
イ
論
争
者
ロ
ツ
ツ
が
執
筆
し
て
い
な
い
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
ロ
ツ
ツ
は
『
イ
ェ

l
ナ
一
般
文
芸
新
聞
』
に
数

多
く
の
書
評
を
書
い
て
い
る
が
、
(
〈
個
目
・
関
邑
切
戸
M
E
a
-
U
R
河内
NSh時苫
HSRHミ
な
き
な
り
骨
肉
注
目
句

3
2誌
と
.R『
ミ
ミ
'N町
む
き
や
同
WRH
』「巳ねて崎両也、
S
S
E

E
-
5・
t
F園
田
阿
南

S
F
∞
-SN)
そ
こ
で
ハ

l
ル
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る

(
F
R
{な
塁
尽
き
注
崎
町
E
言
ヒ
荷
量
岩
下
N笠
宮
崎
}

Z
F
Z同・
5
u・

s-U斗t
宏
)
o

ハ
l
ル
の
方
も
、
ロ
ッ
ツ
の
著
作
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
の
概
念
に
つ
い
て
』
(
一
人
O
七
年
)
を
書
評
す
る
予
定
が
あ

る
と
ほ
の
め
か
し
た
こ
と
が
あ
る
が
(
円
'
内
広
告
戸
伊
右
)
、
そ
れ
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
ハ
ル
ト
レ
l
ベ
ン
は
ハ

1
ル
の
記
事
を
一

度
『
ポ
リ
ツ
ア
イ
ブ
レ
ッ
タ
l
』
に
採
用
し
た
こ
と
が
あ
る
が
(
局
里

gs・
8
・
出
唱
)
、
後
に
『
官
房
通
信
』
を
郎
撤
す
る
記
事
を
書
い
て
お

り
(
尾
盟
・

5
5・
8
・
3
、
『
通
信
』
か
ら
は
距
離
を
と
っ
て
い
た
。

(郎

)MOEMg
司
恒
国
戸
田
邑
婦
で
aEghHHhE
尚
喜
色
FRFRH号、。』九
Naa司
宮
司
君
門
E
P
S可
処
『
同
恥
$
室
内
向
hS
吉
弘

C
S円E
S
R
章
常
さ
お
怯
句
円
周
尽
な
恥
町
、
HHhq宅
由
主

E
」
三
認
定
E
S
S
E
F札町内枠言句
S

S色
町
志
守
喜
何
時
p
s
p
a
R
E
b
x『
h
H
R
R
E
S
s
e
s
a
S
5何
言
、
さ
尋
E
S
S
A
S
&
S
E
S
R
E
S

P
-号
a
s
a
g
s
h
U岡崎町
SH認可色町『
F
E
N
S
-
E
B常
国
同
∞
S-ω
・
5
凶・

(
刈
)
問
。
E
n
v
w
g
g
p
芯
ヨ
5
3
2
ミ
器
g
s
s
s
c
gを
包
含
号
、
5
2
5
h
言
、
5
5
2
M
F
H
E
M
Sミ
守

内
S
刊
誌
札
宣
言
-
臣
目
白

M-

開
H

回
目
個
師
ロ
コ

3
・
∞
・
コ
円
後
に
ハ

l
ル
は
ま
た
、
ヴ
ェ

l
リ
ヒ
の
以
下
の
コ
メ
ン
ト
を
積
極
的
に
引
用
し
て
い
る
。
「
ポ
リ
ツ
ア
イ
は
(
・
:
)
そ

省俸
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説

の
真
の
、
幸
い
を
な
し
人
を
幸
福
に
す
る
と
い
う
意
味
を
含
み
、
そ
し
て
人
と
国
家
の
善
き
守
護
霊
と
な
り
、
そ
の
翼
を
あ
ら
ゆ
る
物
の
上
に

広
げ
る
」
{
内
'
何
回
∞

EFω
・広∞)。

(
即
)
出
邑
-
p
p
。
・
(
註
問
)
・
∞
・
唱
ム
ゲ

Z-a-ハ
l
ル
は
他
に
も
思
う
が
ま
ま
に
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
者
に
依
拠
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ラ
イ
ン
ホ

ル
ト
、
ハ
イ
デ
ン
ラ
イ
ヒ
、
シ
ユ
ラ
イ
ア
l
マ
ッ
ハ

1
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
ヴ
ァ

l
グ
ナ
l
、
ヤ
コ
ブ
に
プ
ラ
シ
ド
ゥ
ス
。

(
肌
)
「
万
人
か
ら
万
人
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
、
各
人
に
よ
る
全
体
の
安
全
化
、
各
入
を
そ
の
人
格
と
所
有
に
関
し
て
不
法
か
ら
守
る
こ
と
、
こ

れ
が
真
の
国
家
目
的
で
あ
る
。
」
(
開

EJω-MU-gnEω
・ど)。

(
附
)
例
え
ば
国
家
目
的
を
「
安
全
」
(
も
し
く
は
治
安
)
に
絞
っ
た
も
の
に
、

E
o
a
F
Z宮
崎
骨

P
E
N
E
S百二
E
E
5昼悼の
EmgEMCENg・

gh
囲
内
・
・
関
・
お
ま
戸

ω・
出
津
EUECロ
ヨ
r
盟
国
者

S
E
R
E
-
g
y
E
m間
由
民
主
同
・

5
2
戸

ω-SM円

(川

)
E
S
E
P
E
R
S
E
n
t
g
E
g
n
E
E
Z
a
F芭
昏
き
固
ま
官
a
h
k・
5
吋

Z-短
打
悶
呂
田

R
Z
B
-
F
E
f
Z
E
富
田
]
・

岡
田
雪
国
・

ω・
三
・
吋
品
川
〉

E
ロ羽田・
4
そ

8
5
2皆
目
当
相
内
-aRH∞。∞戸
ω・
凶
。
。
時
・
当
然
と
言
え
ば
当
然
だ
が
、
ゲ
ル
ス
ト
ナ
l
の
論
文
は
ハ

1
ル
に
よ
っ

て
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

(
山
)
「
広
ど
ポ
リ
ツ
ア
イ
概
念
へ
の
非
常
に
明
確
な
帰
依
は

E
S『
p
g
z二
g
w
m盟
問
品
目
同
国

S
E
a
-
R
M
F
内

お

S
F
智
正
常

ω・
岩
戸

凶
S-M同
Nh&24
甲

E
自問・同∞

S
F
臼
・
活
再

U印
円

8
z
g
d諸
国

F
2
2
[
g
o
a
B
]・
去
四
百

g
s
z
g
F
m宮
E
B民
5
0同
島
。
邑

n
5
8
5
B
R
v
g品開

MgzSF古
川
烈
e

何
回
∞

S
戸
ω・凶宮山
ω
B
G
R
P
P
。
・
[
註
何
]
弘
・

MMH円

(
山
)
こ
の
問
題
が
と
り
わ
け
『
ラ
イ
ン
同
盟
』
誌
上
の
論
争
に
お
い
て
露
骨
に
表
出
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
行
政
専
門
誌
の
論
争
も
し
ば
し

『
同
盟
』
に
リ
ン
ク
し
て
い
た
。
例
え
ば
シ
ユ
タ
イ
ガ
l
の
高
位
・
下
位
ポ
リ
ツ
ア
イ
の
境
界
設
定
に
つ
い
て
の
論
文
(
侭

e

内
お
。
∞
戸

ω・

忌
同
)
は
、
『
ラ
イ
ン
同
盟
』
か
ら
転
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
(
宮
崎

E
E
E沼
田
話
回

E
P
E
-
土
-
g叶

]
咽

m
s
'説
)
。
高
位
・
下
位
ポ
リ
ツ
ア

イ
の
境
界
設
定
問
題
に
つ
い
て
の
文
献
は
註
叫
参
照
。

(
川
)
註
倒
参
照
。
こ
の
翻
訳
は
例
え
ば
新
生
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
公
園
の
刑
法
典
編
纂
事
業
に
際
し
て
ま
ず
参
考
に
さ
れ
た
と
い
う
。
〈
包
・
国

E
F

国円

S
E
S同
駒
田
(
註
剖
)
・

ω-SM・
E
・
3
《

(山

)
E
S
E
-〈
SEnEO号
宮
町
昨
由
民
営

5
5
a
g
E
N
E
S
S
E
s
m
g
n宮
田
@
富
山
尾
思

-
E
S
4
8・
E
-

論
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