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のまで)を押さえることが重要です.

以上が結果告出す勉強だと思います。多分に個人的

な窓見が入っています皆さんの参考になれば幸いで

す.

試験へのプレッシャーについて:.-:.. :""':~ 

試験でのプレ ッシャーで限札ないという方がいらっ

し。るかもしれません。しかし.人間は不思議なもの

で2日くらい寝不足でも何とかなるものです。問題は

本人が気にしすぎることで十分な実力が出せないこと

だと思います。私も択一前にはまったく限れず.論文

前には前々日からまったく限れませんでした (721時間

中70時間起きていました).それでもなんとかなりま

す。そうなってしまっても気負いすぎずにがんばって

ください。

，:.-:.~~ 
司法試験合格にはいろいろな人にお世話にな句まし

た。特に大学時代の友人である代田さんには受験中か

らずっとお世話になりっぱなしで感謝しきれません。

この場をか町て感謝の言葉をIt留りたいです。ありがと

う。 (2∞5朝日記)(Zi・

最後に
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~を再現答案で探してみてくださ~'. 

口述試験

口述!it!l免は-1eで合格したのであまり資料がないの

ですが口述試験を受けてどんな勉強が重婆と感じたか

を書きたいと思います。

まず口述ja去聞はどの程度のレベルの問題が出るか

がわかる点で111:宝しますし.検討の必要性は否定しま

せん.むしろ検討すべきともいえます。しかし、口迩

過去問は本番を受けるにあたって参考にならないとい

えます。口~過去問は一応問答形式になっていますが.

本番では受験生の答えによって問いがどんどん変わっ

ていく可能性がありますし、受けている受験生のため

の誘導が口述過去問に扱っていないので現実味に欠け

るからです。

口述過去問で学ぶべきは口述試験には一定の椛れに

乗るためのパターンがあること(原則といったら例外

が問われること等)と.基本的知織がどの程度姿求さ

れるか‘です。それを学んでしまえば.あとは憲法で

あれば条文と判例をしっかりやり.民事系では民事訴

訟法の条文・定it.基本的原田IJや体系(申立、主張.

立?iEの流れ)を押さえ、 J~J lfJ:系では刑法各諭の偶成~

件‘刑事訴訟法では有名中IJ例、条文(規則で有名なも

含1書体験記
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調f進気鋭の社会学者である嶋爪大三郎東京工業
大竿救援が.内外のメディアに発表した論文と書
き下ろしを合体させた中国論である。近くて逮い
国の中国と日本がよく見えてくる本である。日中
関係が微妙に隠れるこの時間にタイムリーな寄絡
でもある.ニの本-ßl~で中国事情通になれる中国
早わかり本である。

著者の中園との出会いは.友人が中国留学する
のを機会に中国語を勉強して.1988年に訪れたこ
とから始まる。著者によると欧米なと・の先進国と

日本とはjI:).たようなもので落差がないというが‘
中国では、常織がことごと く磁切ら札たことから.
社会学者ーとの Fインスピレーショ ンがかき立てら
れたJという

以来.中国との繰は切れることな く続き、今で
は中国語での日常会話に困らない隠になっている。

そんな社会学者の中国論だが、中医!を諮りながら‘

国
家
と
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教

共
同
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影
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め
ぐ
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こ
の
原
稿
は
、
二

O
O五
年
八
月
二
十
二
日
、
東
京
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
一

一
(
文
京
区
)
で
開
催
さ
れ
た
「
現
代
と
親
鷲
の
研
究
会
」
で
の
問
題
提
起
一

一
と
質
疑
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
中
の
発
言
者
は
セ
ン
一

一
タ
l
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
(
九
八
頁
参
照
)
。

事
務
長

た
だ
い
ま
か
ら

「
現
代
と
親
驚
の
研
究
会
」
を
開
催
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
は
、
東
京
工
業
大
学
大
学
院
教
授
の
橋

爪
大
三
郎
先
生
を
お
招
き
い
た
し
ま
し
た
。
橋
爪
先
生
に
は
、
大
変

ご
多
用
の
な
か
を
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
て
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
今
日
は
、

「
国
家
と
宗
教
|
|
共
同
体
の
光
と
影
を
め

社
会
学
者

橋

爪

大

一一一
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ぐ
っ
て
|
|
」
と
題
し
ま
し
て
お
話
い
た
だ
き
ま
す
。

郎

そ
れ
で
は
、

本
多
弘
之
所
長
よ
り
開
催
趣
旨
を
踏
ま
え
て
挨
拶
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

所
長

橋
爪
大
三
郎
先
生
に
は
大
変
お
忙
し
い
な
か
を
わ
れ
わ
れ

す。

こ
の
親
驚
仏
教
セ
ン
タ
ー
を
立
ち
上
げ
た
目
的
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

干

、ー

の
研
究
会
に
ご
出
講
を
い
た
だ
き
、

そ
し
て
、

「
現
代
と
親
驚
の
研
究
会
」
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
私
ど
も
の
願

の、
寸
十
品
、

L
i
 宗
教
教
団
で
あ
り
ま
す
真
宗
大
谷
派
(
東
本
願
寺
)
が
東
京

現
代
と
い
う
時
代
と
の
関
わ
りえて

- 39一

に
出
て
学
事
の
拠
点
を
つ
く
ろ
う
、

を
も
と
う
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
宗
教
と
い
う
も
の
は
、



れ
自
身
は
あ
る
意
味
で
普
遍
的
な
、
時
代
を
超
え
た
人
間
の
根
本
的

な
救
い
と
い
う
こ
と
が
課
題
な
の
で
す
が
、

し
か
し
人
聞
が
生
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
代
や
社
会
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
、
そ
れ

を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
、
救
い
が
ど

う
い
う
意
味
で
開
け
を
も
ち
得
る
の
か
と
い
う
課
題
を
、

い
つ
も
新

た
に
掘
り
起
こ
さ
な
い
な
ら
ば
、
宗
教
を
表
現
す
る
こ
と
自
身
が
死

語
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
危
機
感
と
、

や
は
り
焦
り
と

い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
あ
え
て
現

代
の
思
想
状
況
を
現
代
の
課
題
に
学
び
な
が
ら
、
宗
教
の
問
題
を
考

え
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
研
究
会
の
試
み
の

方
向
で
す
。

こ
の

「
現
代
と
親
鷲
の
研
究
会
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
、
時

代
の
最
先
端
の
問
題
を
探
究
し
て
お
ら
れ
る
先
生
方
を
お
招
き
し
て
、

少
し
で
も
私
ど
も
自
身
の
問
題
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
で
き
得
れ
ば

後
ろ
向
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
私
た
ち
の
教
団
の
な
か
に
、
時

代
の
方
向
に
向
き
直
っ
て
現
代
を
生
き
て
い
る
人
び
と
の
苦
悩
と
同

じ
視
野
を
も
っ
て
宗
教
表
現
を
し
て
い
こ
う
と
、
ま
た
、
そ
う
い
う

強
い
願
い
を
持
続
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
は
、
憲
法
改
正
、
あ
る
い
は
教
育
基
本
法
の
改
正
、
ま
た
靖

政
治
的
国
家
の
存
立
構
造
|
国
家
と
は
何
か

私
に
と
っ
て
、

「
国
家
」
と
は
、
社
会
学
を
始
め
た
そ
の
最
初
に
、

大
い
に
疑
問
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
対
象
で
す
。

社
会
学
科
の
卒
業
論
文
を
書
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は

「
国
家
論
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
ど
う
し
て
国
家
が
問
題
に
な
っ

た
の
か
と
い
う
と
、
当
時
(
一
九
七
O
年
頃
)
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が

全
盛
の
時
代
で
、

私
も
そ
う
い
う
本
ば
か
り
読
ん
で
い
た
。

そ
こ
か

ら
思
考
の
骨
格
を
受
け
取
っ
た
わ
け
で
す
。

影
響
を
受
け

つ
ま
り
、

た。
マ
ル
ク
ス
主
義
で
は
、
「
国
家
は
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
考

え
ま
す
。

で
は
、
現
に
国
家
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う
説
明
す
る
の
か

と
い
え
ば
、
人
類
社
会
は
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
り
、
こ
れ
は
も
う

避
け
ら
れ
な
い
。
階
級
は
も
う
生
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
、

お
互
い
が
お
互
い
を
圧
倒
す
る
し
か
な
い
よ
う
な
全
面
的
な
対
立
関

係
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
時
代
に
よ
っ
て
階
級
は
性
格
を
変
え
て

い
く
わ
け
で
す
が
、

現
在
の
社
会
で
は
、

資
本
家
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

国
問
題
等
に
関
連
し
て
、
「
愛
国
心
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
取
り

- 40-

上
げ
ら
れ
る
昨
今
、
そ
こ
に
は
、

い
っ
た
い
ど
う
い
う
背
景
が
あ
り
、

ど
う
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
か
、
ま
た
そ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
う

え
で
の
方
向
性
な
り
を
、
私
ど
も
の
鈍
感
な
感
覚
に
対
し
て
切
り
込

ん
で
く
だ
さ
る
よ
う
な
お
話
を
お
聞
き
し
た
い
と
い
う
願
い
を
も
っ

て
ご
出
講
い
た
だ
き
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

{
問
題
提
起
}

橋
爪

た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
橋
爪
で
す
。

今
日
は
、

い
た
だ
い
た
演
題
そ
の
ま
ま
、
「
国
家
と
宗
教
l

l共

同
体
の
光
と
影
を
め
ぐ

っ
て
|
|
」
と
い
う
テ
l
マ
で
お
話
し
ま
す
。

ま
ず
、
「
国
家
」
と
「
宗
教
」
、
こ
の
二
つ
の
関
係
に
つ
い
て
私
の
考

え
を
少
し
整
理
し
て
述
べ
、
そ
し
て
、

「
宗
教
共
同
体
」
も
含
め
た

三
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
多
少
な
り
と
も
見
通
し
が
描
か
れ
る
よ
う

に
お
話
し
ま
す
。
ま
た
、
「
愛
国
心
」
と
か
「
憲
法
改
正
」
な
ど
に

つ
い
て
も
|
|
こ
れ
を
全
部
言
い
始
め
る
と
大
変
に
な
る
の
で
1

l
、

そ
の
入
り
口
ま
で
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

蔽ご階
さ級
れが
て全
い面
て的

対
).L 

し
て
¥t) 

ま
す

い
ん

こ
の
対
立
が
隠

と
こ
ろ
が
、

よ
く
認
識
で
き
な
い
。

わ
か
ら
な
い
よ
う
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
が
、

ひ
と
つ
は
法
律
や
国
家
権
力
と
い
う
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
が
大
き
な

顔
を
し
て
い
る
。
公
共
だ
と
か
正
義
だ
と
か
法
だ
と
か
、
誰
の
た
め

に
も
な
る
と
い
う
顔
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

こ
れ
が
最

も
イ
ン
チ
キ
な
点
で
、

実
は
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

l
の
た
め
に
し

か
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
国
家
は
、
本
当
は
な
く
な
っ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
る
。

現
に
あ
る
も
の
は
仕
方
が
な
い
の
で
、

し
か
し
、

と
り
あ
え
ず
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
が
こ
の
国
家
権
力
を
打
ち
倒
し
て

権
力
を
独
占
し
、
逆
向
き
に
歯
車
を
回
し
て
、
国
家
を
使
っ
て
私
的

ひ
い
て
は
共
産
主

義
社
会
に
な
っ
て
い
く
。
共
産
主
義
社
会
に
な
れ
ば
階
級
対
立
が
な

所
有
権
を
な
く
し
て
社
会
主
義
社
会
を
つ
く
り
、

く
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
国
家
も
な
く
な
る
、
と
。
私
が
お
さ
ら
い

す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
公
式
見
解
で
す
。
こ

れ
は
、

い
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
何
の
影
響
力
も
な
い
よ
う
な
考
え
方
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時
は
、
か
な
り
説
得
力
を
も
っ
て
い
た
。

こ
の
理
論
の
順
番
を
考
え
て
み
る
と
、
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そ
れ
な
り
に
一
貫
し
て
い

ま
す
。
ま
ず
社
会
が
発
達
し
て
、

分
業
が
う
ま
れ
私
有
財
産
が
で
き



る
。
私
有
財
産
が
で
き
る
と
階
級
が
で
き
て
、
階
級
が
で
き
る
と
階

級
対
立
が
起
こ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

た
し
か
に
い
ま
国
家
は
あ

る
と
、

マ
ル
ク
ス
主
義
で
世
界
は
全
部
説
明
で
き
る
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
考
え
方
に
従
っ
て
、
政
治

的
国
家
と
い
う
も
の
は
存
在
し
て
い
い
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

う
さ
ん

国
家
と
は
ち
ょ
っ
と
胡
散
臭
い
も
の
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
国
家
を
、

社
会
学
的
考
察
の
対
象
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
私
の
議
論
の
出
発

点
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
後
も
こ
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考
え
な
が
ら
、
十
年
ぐ
ら
い
経

ち
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
(
一
九
七
0
年
代
の
後
半
)
は
、

マ
ル
ク
ス
主

義
も
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
結
局
、

マ

ル
ク
ス
主
義
は
「
権
力
は
な
く
な
り
、
国
家
は
な
く
な
る
」
と
言
つ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
そ
の
証
拠
は
な
い
。
国
家
や
権
力
は
必

要
な
も
の
で
、
な
く
な
ら
な
い

(
な
く
な
ら
な
く
て
よ
い
)

の
で
は

な
い
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
、
私
の
考
え
方
は
大
き
く
転
換
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、

マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
無
関
係
に
自
分
の
考
え
方
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

い
ろ
い
ろ
と
自
分
の
仕
事
を
し
て
い
く

と
こ
ろ
が
、
政
治
的
国
家
と
い
う
の
は
そ
こ
か
ら
多
少
ず
れ
て
い

て
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
す
る
人
ぴ
と

全
員
か
ら
、
そ
の
所
有
物
の
一
部
分
を
取
っ
て
き
て
し
ま
う
わ
け
で

す
。
こ
れ
が
「
税
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
が
国
家
の
存
在

し
て
い
る
証
拠
に
な
る
。
こ
う
い
う
現
象
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
国

家
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
国
家
が
な
い
と
い
う
の
は
、
税
金
が
な
い
状
態
で

す
。
自
分
が
持
っ
て
い
る
も
の
は
自
分
の
も
の
。
そ
れ
を
、
強
制
さ

れ
て
手
放
す
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
状
態
で
す
。
極
限
的
に
は
、
こ

う
い
う
状
態
も
考
え
ら
れ
る
。
税
金
が
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
税
金

を
使
っ
て
行
な
う
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
、
例
え
ば
、
政
府
を
つ
く
る
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
思
考
実
験
を
し
て
み
る
と
、
そ
う
い
う
社

会
は
あ
り
得
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
と
て
も
不
便
で
は
な
い
の
か
。

例
え
ば
、
「
公
共
財
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
(
道
路
と
か
橋
、
そ
れ
か

ら
、
敵
が
攻
め
で
き
た
ら
守
る
軍
隊
と
か
、
警
察
と
か
)
の
よ
、
つ
な
、
不

特
定
の
人
に
利
益
に
な
っ
て
、

自
分
は
直
接
利
益
を
得
な
い
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
活
動
(
公
共
サ
l
ヴ
ィ
ス
)
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
こ
と
を
研
究
す
る
公
共
経
済
学
と
い
う
も
の
が

あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
分
析
に
よ
る
と
、
税
金
を
少
し
取
ら
れ
た
ほ

こ
と
に
な
り
ま
す
。
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で
す
か
ら
、
こ
の
「
政
治
的
国
家
」

の
問
題
と
い
う
の
は
、
私
に

と
っ
て
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
る
問
題
な
わ
け
で
す
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
国
家
と
い
う
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
ま

す。
国
家
と
は
何
か
。
国
家
と
は
、
「
税
金
を
取
る
」
と
い
う
点
に
特

徴
が
あ
る
。
税
金
を
取
る
の
が
、
国
家
で
あ
る
。

こ
れ
は
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
非
常
に
不
思
議
な
現
象
で
す
。
税

金
と
名
前
を
付
け
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
種
の
も
の
は
、

ど
ん
な
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。

ふ
?
っ
、
人
間
は
合
意
し
な
い
限
り
、
自
分
の
手
に
持
っ
て
い
る

も
の
は
手
放
さ
な
い
。
合
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
持
っ
て

い
る
も
の
を
手
放
し
、
相
手
の
持
っ
て
い
る
も
の
を
手
に
入
れ
る
。

つ
ま
り
、
交
換
で
す
。
こ
れ
は
普
遍
的
に
、
ど
ん
な
社
会
に
で
も
存

在
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、
自
分
に
プ
ラ
ス
に
な
り
、
相
手
に
も
プ
ラ

ス
に
な
る
。
こ
れ
が
、
社
会
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
あ
り
方
で
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
経
済
活
動
な
ど
、
何
で
も
い
い
の
で
す
け

れ
ど
、
要
す
る
に
、
双
方
の
合
意
に
も
と
づ
く
関
係
が
社
会
の
基
本

で
す
。

う
が
、
最
終
的
に
は
自
分
の
利
益
に
も
な
る
は
ず
で
す
。

そ
こ
で
、
ど
こ
の
社
会
で
も
税
金
に
あ
た
る
も
の
を
採
用
し
て
、

そ
れ
で
政
府
を
組
織
し
、
国
家
と
し
て
行
動
す
る
。
こ
う
い
う
シ
ス

テ
ム
を
採
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
国
家
は
、
税
金
を
取
る
見
返
り
と
し
て
、
公
的
サ
l
ヴ
イ

ス
を
提
供
す
る
わ
け
で
す
。

こ
の
税
金
と
公
的
サ
l
ヴ
イ
ス
は
、
交
換
関
係
に
見
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
税
金
を
払
う
の
で
公
共
サ

l
ヴ
ィ
ス
が
受
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
税
金
に
よ
っ
て
公
共
サ

l
ヴ
ィ
ス
を
購
入
し
て
い
る
と
い

う
よ
う
に
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
も
し
も
一

O
O
%
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、

そ
れ
は
通
常
の
交
換
と
同
じ
に
な
っ
て
き
ま
す
。

で
は
、
警
高

察
と
、
民
間
の
警
備
会
社
か
ら
サ
l
ヴ
イ
ス
を
買
っ
て
い
る
場
合
と

は
、
ど
う
違
、
つ
の
か
。

警
備
会
社
は
、
お
金
を
払
っ
た
人
だ
け
を
警
備
す
る
わ
け
で
、

お

金
を
払
っ
て
い
な
い
人
は
警
備
し
な
い
。
し
か
し
、
警
察
は
住
民
の

全
員
を
平
等
に
警
備
し
て
く
れ
る
。
住
民
は
、
税
金
を
払
う
と
き
に
、

そ
の
対
価
は
ど
れ
く
ら
い
か
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
考
慮
せ
ず
に
、

た
だ
払
っ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
八
ム
的
サ
l
ヴ
イ
ス
が
受
け
ら
れ
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る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
対
価
と
無
関
係
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る



人
は
多
く
払
う
の
に
少
し
し
か
サ
l
ヴ
イ
ス
が
受
け
ら
れ
な
い
。
そ

の
い
っ
ぽ
、
つ
で
、

別
な
人
は
少
し
か
払
わ
な
い
の
に
、

多
く
の
サ
l

ヴ
ィ
ス
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
な
か
に

は
、
税
金
を
ま
っ
た
く
払
わ
な
い
人
も
い
る
。
こ
れ
は
「
社
会
的
再

配
分
」

豊
か
な
人
か
ら
多
く
取
っ
て
、
貧
し
い
人
に
多

と
い
っ
て
、

く
利
益
が
及
ぶ
と
い
う
機
能
を
そ
な
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ

が
、
国
家
が
広
く
支
持
さ
れ
る
理
由
で
す
。

税
金
を
取
っ
て
公
的
サ
l
ヴ
ィ
ス
を
行
な
う
こ
と
は
正
し
い
と
い

つ
信
念
を
大
部
分
の
人
び
と
が
も
っ
て
い
な
い
と
、

こ
の
シ
ス
テ
ム

は
う
ま
く
働
き
ま
せ
ん
。
国
家
は
、
国
家
が
存
在
す
る
こ
と
、
国
民

が
税
金
を
払
う
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
、
人
び
と
に
要

求
し
ま
す
し
、

ふ
つ
う
そ
の
よ
う
に
み
ん
な
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
国

家
の
正
当
性
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
、

一
、
税
金
を
取
る
、
，

t

公
共
サ
l
ヴ
イ
ス
を
行
な
う
、
三
、
正
統
性
を
主
張
す
る
、

と
い
、
っ

三
つ
が
、
国
家
の
基
本
要
因
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
宗
教
や
時
代
と

は
無
関
係
に
、
お
よ
そ
人
聞
が
生
き
て
い
る
限
り
必
ず
存
在
す
る
メ

カ
ニ
ズ
ム
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
の
国
家
は
、
宗
教
と
無
関
係
と
い
う
意
味
で
、
世
俗
的
な

も
の
で
す
。

ち
は
共
通
の
祖
先
か
ら
出
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
を
い
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
氏
族
の
ほ
う
が
小
さ
く
て
、
部
族
の
ほ
う
が
大

き
い
。部

族
が
い
く
つ
か
集
ま
っ
て
さ
ら
に
大
き
な
ま
と
ま
り
を
つ
く
る

と
、
王
国
と
い
う
も
の
に
な
り
ま
す
。

王
国
は
、
部
族
社
会
と
部
族
で
な
い
社
会
の
境
界
線
上
に
あ
る
。

王
と
い
う
存
在
は
、
血
縁
原
理
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
、
王
制
や
王
国
は
、
血
縁
の
考
え
方
の
内
部
に
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
王
が
支
配
す
る
人
民
の
ほ
う
は
、
王
の
血
縁
者
と
は
限

ら
な
い
。
む
し
ろ
大
部
分
が
、
王
の
血
縁
者
で
は
な
い
わ
け
で
す
。

王
国
の
内
部
に
い
る
人
民
だ
か
ら
、
全
員
が
王
の
命
令
を
聞
く
べ
き

だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
氏
族
や
部
族
は
あ

る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
と
は
無
関
係
な
一
般
の
人
び
と
も
い
る
。
と

に
か
く
「
こ
の
範
囲
に
い
る
人
は
、
王
の
命
令
を
聞
き
な
さ
い
」
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
日
本
で
も
、
初
め
に
氏
族
が

あ
り
部
族
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
古
代
の
こ
ろ
に
王
制
に
移
行
し
て
、

オ
オ
キ
ミ
と
か
が
出
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
王
国
が
い
く
つ
も
集
ま
る
。
王
同
士
の
戦
争
が
起

こ
り
、
王
の
な
か
の
王
が
出
て
き
て
、
も

っ
と
大
き
な
地
域
を
統
合

宗
教
と
国
家
の
関
係
で
言
え
ば
、
宗
教
が
や
る
こ
と
は
、
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こ
、
つ
い

う
国
家
は
宗
教
的
目
的
に
合
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を

宗
教
に
よ
っ
て
補
強
す
る
。

あ
る
い
は
、

国
家
と
宗
教
と
は
無
関
係

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

宗
教
の
外
側
に
国
家
を
絶
縁
し
て
分
離
し

て
し
ま
う
。
大
き
く
分
け
て
、
こ
の
二
つ
の
態
度
が
あ
り
得
る
わ
け

で
す
。以

上
が
、
国
家
と
宗
教
の
関
係
を
考
え
る
場
合
の
原
理
的
な
問
題

で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

氏
族
社
会
、
部
族
社
会
、
王
国
、
帝
国

そ
こ
で
、
国
家
の
あ
り
方
は
、
社
会
が
初
歩
的
な
段
階
に
あ
る
場

合
と
、

発
達
し
て
い
る
場
合
で
、
だ
い
ぶ
違
う
と
思
い
ま
す
。

整
理
す
る
と
、
単
純
で
小
さ
な
社
会
と
い
う
の
は
、
た
い
て
い
、

血
縁
関
係
を
基
本
に
し
て
い
て
、
家
族
/
大
家
族
/
氏
族
/
部
族
、

な
ど
と
い
う
方
法
で
組
織
さ
れ
て
い
る
。
国
家
と
呼
ん
で
い
い
の
か

ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
国
家
に
近
い
よ
う
な
も
の
を
組
織
し
ま
す
。

氏
族
は
、

具
体
的
な
血
縁
関
係
が
た
ど
れ
る
と
い
う
範
囲
内
を
い
い

市
川
叩
伝
六
斗
よ
、

i
f
l
 具
体
的
な
血
縁
関
係
は
た
ど
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
た

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
、
帝
国
と
い
う
段
階
に
な
り
ま
す
。

税
を
集
め
、
公
的
サ
l
ヴ
イ
ス
を
提
供
す
る
の
が
国
家
の
本
質
で

す
が
、
ど
の
範
囲
で
税
金
を
集
め
る
の
か
、
そ
し
て
ど
う
い
う
範
囲

で
公
共
サ

l
ヴ
ィ
ス
を
提
供
す
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
範
囲
は
ど
ん

ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
く
。
は
じ
め
は
、
税
金
を
集
め
る
理
由
は
血

縁
で
す
か
ら
、

本
家
が
分
家
か
ら
集
め
る
。
族
長
が
そ
の
部
族
か
ら

集
め
る
。
だ
ん
だ
ん
と
領
域
支
配
に
な
っ
て
い
く
と
、

「
お
前
は
こ

の
土
地
に
住
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
税
金
を
払
い
な
さ
い
」
と
い
う

論
理
に
な
っ
て
き
て
、
そ
こ
か
ら
、
「
法
律
が
あ
る
の
だ
か
ら
払
い

な
さ
い
」
と
い
う
普
遍
的
原
理
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

宗
教
と
の
関
係
で
押
さ
え
て
み
ま
す
と
、
氏
族
や
部
族
は
、
祖
先

を
崇
拝
す
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
自
分
た
ち
の
集
団
を
つ
く

っ
て
い
る
。
祖
先
は
た
い
て
い
死
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
死
ん
で
い

ま
は
も
う
い
な
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
自
分
た
ち
の
共
通
の
祖
先
た

ち
で
あ
る
と
い
う
、
こ
れ
を
価
値
あ
る
存
在
と
し
て
崇
め
る
と
い
う

点
が
特
徴
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
宗
教
的
で
す
。
祖
先
は
人
間
な

の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
は
な
か
な
か
う
ま
く
で
き
て
い
て
、
そ
の
祖

先
の
祖
先
の
そ
の
ま
た
祖
先
は
神
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
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て
い
る
場
合
が
よ
く
あ
る
。
そ
の
神
に
対
す
る
信
仰
と
、
祖
先
に
対



す
る
信
仰
を
う
ま
く
く
っ
つ
け
て
い
る
の
が
、
た
い
て
い
の
氏
族
、

部
族
社
会
が
抱
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

こ
れ
が
素
朴
な
か
た
ち
で
す
が
、
こ
の
問
題
点
は
、
別
な
血
縁
の

集
団
と
、
同
じ
神
を
抱
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
で
す
。
統
治
の
範
囲
が
広
が
っ
て
い
く
と
き
に
は
、
こ
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
つ
く
り
変
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
王
国
で
は
た
い
て
い
、
王
の
血
筋
だ
け
が
尊
く
て
、

ほ

か
の
血
筋
は
そ
う
で
は
な
い
。
王
の
血
筋
は
な
ぜ
尊
い
の
か
と
い
え

ば
、
王
だ
け
が
神
の
子
孫
で
あ
る
と
か
、
王
だ
け
が
特
別
な
生
ま
れ

方
を
し
た
と
か
と
い
う
、
王
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
ス
ト
ー
リ
ー
が

つ
く
ら
れ
、
人
び
と
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
ん
な
か
た
ち
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
氏
族
、
部
族
と
は
ま
た
違
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。

こ
れ
は
政
治
的
な
理
由
で
つ
く
ら
れ
た
神
話
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、

中
身
を
見
て
み
る
と
宗
教
的
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
王
と
い
う
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
部
族
(
血
縁
者
の
グ
ル
ー
プ
)
か
ら
相
対
的
な
距
離
を
も

っ
て
い
る
の
で
、
王
が
ど
う
い
う
宗
教
を
信
じ
る
の
か
と
い
う
問
題

が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
王
が
あ
る
宗
教
を
信
じ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ

つ
で
あ
る
グ
ル
ー
プ
が
弾
圧
さ
れ
、

い
っ
ぽ
、
っ
、

あ
る
グ
ル
ー
プ
が

有
利
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
で
、
王
が
何
を
信

と
か
、
時
代
が
下
っ
て
く
る
と
皇
帝
を
神
と
考
え
て
崇
拝
す
る
と
か
、

さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
、
今
度
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
な
さ
い
と

い
う
か
た
ち
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
と
結

ぴ
付
く
場
合
が
帝
国
に
は
あ
る
わ
け
で
す
。

国
家
は
世
俗
の
存
在
で
は
あ
る
が
、
宗
教
と
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち

で
結
び
付
き
得
る
と
い
う
点
を
、
少
し
確
認
し
て
お
き
ま
し
た
。

国
家
は
何
を
解
決
す
る
か

で
は
、
こ
の
世
俗
の
政
治
的
国
家
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
問
題

を
解
決
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
国
家
が
必
ず
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
証
明
の
一
種
で
す

が
、
ひ
と
つ
は
、
さ
き
ほ
ど
の
ぺ
た
完
全
な
個
人
主
義
|
|
「
私
の

も
の
は
私
の
も
の
、
絶
対
に
他
人
に
は
渡
さ
な
い
」
と
み
ん
な
が
思

っ
て
い
る
状
態
l

l
の
矛
盾
を
解
決
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う

い
う
よ
う
に
み
ん
な
が
思
っ
て
い
る
と
、
助
け
合
う
と
い
う
こ
と
が

で
き
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
人
が
貧
乏
に
な
っ
て
、
生
き
て
い
け
な

く
な
っ
た
と
き
、
誰
も
手
を
差
し
伸
べ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

そ
の
一
族
は
ど
ん
ど
ん
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ

仰
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
王
国
で
は
と
て
も
大
事
に
な
っ
て
き

- 46一

ま
す
。
こ
れ
は
、
血
縁
社
会
や
部
族
社
会
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

こ
の
問
題
の
背
景
を
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
王
そ
の
も
の
が
や
は
り

世
俗
的
な
存
在
で
、
そ
の
世
俗
的
な
存
在
で
あ
る
王
が
宗
教
的
な
信

念
を
も
っ
て
し
ま
う
と
い
う
構
造
だ
、
と
理
解
で
き
ま
す
。

じ
ん

さ
て
、
王
国
と
い
う
の
は
、
た
い
て
い
、
何
々
人
の
王
と
い
う
こ

と
で
、
日
本
人
で
あ
っ
た
り
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
り
、
文
化
や
伝
統
を

共
通
に
も
っ
て
い
る
人
び
と
の
支
配
者
で
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
帝
国
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

人
び
と
の
グ
ル
ー
プ
を
さ
ら
に
統
合
し
て
新
し
く
つ
く
ら
れ
た
国
家

で
す
か
ら
、
伝
統
と
い
う
も
の
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
始
皇

帝
の
秦
も
ロ

l
マ
帝
国
も
、

い
ろ
い
ろ
な
帝
国
は
み
ん
な
そ
う
だ
と

思
い
ま
す
が
、
「
人
類
は
、
こ
う
で
あ
る
の
が
一
番
い
い
」
と
い
う

理
想
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
普
遍
的
な
原
理
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
み
ん

な
に
押
し
つ
け
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
が
、

ロ
ー
マ
法
で
あ
っ
た
り
、

漢
字
や
儒
教
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

普
遍
的
な
原
理
と
し
て
宗
教
が
も
ち
出
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

儒
学
が
宗
教
か
ど
う
か
は
微
妙
で
す
が
、
中
国
で
は
儒
教
が
も
ち
出

さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
ロ

l
マ
で
あ
れ
ば
、

ロ
ー
マ
の
神
を
崇
拝
す
る

ち
こ
ち
で
起
こ
る
よ
う
で
は
、
と
て
も
安
心
し
て
生
き
て
い
ら
れ
な

し可。
そ
こ
で
、
再
配
分
の
シ
ス
テ
ム
、

つ
ま
り
、

み
ん
な
が
生
き
て
い

く
た
め
の
最
低
限
の
セ
イ
フ
テ
ィ

l
ネ
ッ
ト
を
つ
く
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

困
っ
た
人
は
、
追
い
つ
め
ら
れ
て
、
泥
棒
と
い
う
手
段
に
訴

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
、
誰
も
助
け
て
く
れ
な
け
れ
ば
、

財
産
は
取
ら
れ
放
題
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
、

み
ん

な
で
お
金
を
出
し
合
っ
て
、
警
察
に
相
当
す
る
よ
う
な
組
織
を
つ
く

っ
て
お
い
た
ほ
う
が
、
財
産
を
も
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
安
心
で

す
。
「
個
別
利
害
」
と
「
共
同
利
害
」
だ
と
考
え
れ
ば
い
い
と
思
い

ま
す
が
、
安
全
保
障

(
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
)
や
、
道
路
な
ど
の
社
会
イ

ン
フ
ラ

(イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
略
)
が
整
備
さ
れ
て
い
る
の

も
共
同
利
害
で
す
。

こ
う
い
う
も
の
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、
個
別

利
害
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
は
や
っ
て
い
け
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
二

つ
を
調
整
す
る
た
め
に
、

政
治
的
国
家
が
存
在
し
、

強
制
的
に
税
金

を
取
る
。
強
制
的
に
個
別
利
害
に
反
す
る
よ
う
な
負
担
を
押
し
つ
け

て
、
共
同
利
害
を
実
現
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
活
動
を
す
る
わ
け

で
す
。
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国
家
は
、

個
別
利
害
か
ら
超
越
し
て
い
な
け
れ
ば
、

共
同
利
害
を



実
現
で
き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
国
家
を
構
成
す
る
人
び
と
も
人
間

や
は
り
、
個
別
利
害
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
国

家
は
、
共
同
利
害
の
た
め
に
税
金
を
取
っ
て
い
る
の
か
、
自
分
た
ち

で
す
か
ら
、

が
生
き
て
い
く
個
別
利
害
の
た
め
に
税
金
を
取
っ
て
い
る
の
か
、
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
し
ば
し
ば
王
国
で
も
起

こ
り
得
る
わ
け
で
、
王
は
、
人
民
に
公
共
サ
l
ヴ
ィ
ス
を
提
供
す
る

目
的
で
税
金
を
取
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
そ
っ
ち

え
い
よ
う
え
い
が

の
け
で
、
自
分
が
栄
耀
栄
華
の
生
活
を
し
、
浪
費
を
す
る
た
め
に
税す

ベ

金
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
が
ち
で
す
。
こ
れ
を
防
ぐ
術

は
、
当
面
な
い
わ
け
で
す
。
個
別
利
害
と
共
同
利
害
を
王
が
調
整
す

る
は
ず
で
す
が
、
王
も
個
別
利
害
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
こ
に

は
限
界
が
あ
る
。

王
で
な
く
て
政
府
機
関
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
似
た
よ
う
な
こ
と

が
言
え
ま
す
。

い
ま
の
郵
政
民
営
化
も
そ
う
で
す
が
、
郵
便
局
は
公

共
サ
l
ヴ
ィ
ス
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
特
定

郵
便
局
長
は
そ
れ
で
潤
っ
て
い
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
、

郵
便
局
員
の
た
め
に
郵
便
局
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い

が
あ
る
。
こ
れ
は
な
か
な
か
区
別
が
し
に
く
い
。
政
府
機
関
の
職
員

は
そ
れ
で
食
べ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

税
金
が
多
い
ほ
ど
い
い
。

し
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
解
決
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
「
年
金
の

給
付
は
こ
れ
だ
け
だ
」
な
ど
と
国
が
決
め
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

昔
は
、
年
金
の
シ
ス
テ
ム
な
ど
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

道
路
や
橋
な
ど
を
定
期
的
に
修
繕
し
て
い
た
。
こ
れ
を
さ
ぼ
れ
ば
現

在
世
代
の
取
り
分
は
多
く
な
る
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
や
が
て
壊
れ

て
し
ま
う
と
、
次
の
世
代
が
迷
惑
す
る
わ
け
で
、
論
理
は
同
じ
で
す
。

こ
れ
を
調
整
す
る
の
が
国
で
す
が
、
国
は
現
在
世
代
の
人
び
と
で
構

成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
将
来
世
代
を
代
理
す
る
と
い
っ
て

も
限
度
が
あ
り
ま
す
。

国
家
が
、
将
来
世
代
を
代
表
し
た
り
、
共
同
利
害
を
代
表
し
た
り

す
る
能
力
に
は
、
限
界
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
国
家
の
限
界
で
す
。

こ
う
い
う
不
完
全
な
組
織
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
が
、
政

治
的
国
家
の
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。

国
家
と
宗
教
一
一
神
教
の
場
合
1

ユ
ダ
ヤ
教
の
経
験

こ
れ
ま
で
「
政
治
的
国
家
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
点
を
押
さ

え
て
お
く
べ
き
か
を
お
話
し
ま
し
た
。
次
に
、
「
国
家
」
と

「{示

こ
の
問
題
は
、
原
理
的
に
解
決
し
に
く
い
問
題
で
す
。
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も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
「
現
在
世
代
」
と
「
将
来
世
代
」

の
問

題
で
す
。

私
た
ち
は
、
親
か
ら
無
償
労
働
で
育
て
ら
れ
て
大
人
に
な
っ
た
受

益
者
で
す
。
そ
れ
で
今
度
は
、
子
ど
も
を
育
て
る
立
場
に
な
る
と
、

す

ね

か

じ

労
力
を
際
限
な
し
に
取
ら
れ
て
、
財
産
も
投
下
し
、
嬬
を
蓄
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
は
も
う
一
方
的
に
ふ
ん
だ
く
ら
れ
ま
す
。
で
も
、
親
の
世

代
か
ら
贈
与
を
受
け
て
、
子
ど
も
の
世
代
に
贈
与
を
し
て
い
る
。
こ

つ
じ
つ
ま

れ
で
辻
棲
が
合
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

家
族
の
な
か
で
は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
自
然
に
行
な
わ
れ
て
い
き

ま
す
。
で
も
も
っ
と
広
い
範
囲
で
、
共
同
社
会
の
場
合
に
こ
れ
が
ス

ム
l
ズ
に
行
な
わ
れ
る
か
と
い
う
と
、
な
か
な
か
難
し
い
。
家
族
で

は
、
実
際
に
そ
こ
に
助
け
を
必
要
と
す
る
具
体
的
な
人
聞
が
い
ま
す

か
ら
、
誰
に
で
も
理
解
で
き
る
。
子
ど
も
の
た
め
に
何
か
を
し
て
や

ろ
う
と
み
ん
な
思
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
共
同
社
会
で
は
、
次
の

世
代
の
た
め
に
何
か
を
残
そ
う
と
思
う
と
、
自
分
の
世
代
の
取
り
分

が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
論
理
が
知
実
に
あ
ら
わ
れ
る
。

い
ま
の
世
代
の
給
付
を
増
や
す
と
、
年

金
制
度
が
破
綻
し
た
り
、
次
の
世
代
の
取
り
分
が
少
な
く
な
っ
た
り

年
金
問
題
も
そ
う
で
す
。

教
」
の
関
係
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

国
家
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
が
、

日
本
の
場
合
、
ど
う
も
話
が
混
雑
し
て
見
え
に
く

い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
特
に
、
仏
教
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

研
究
さ
れ
て
い
な
い
面
が
多
い
の
で
、
後
ほ
ど
ゆ
っ
く
り
議
論
し
て

い
た
だ
く
と
し
て
、
ま
ず
一
神
教
の
ほ
う
の
議
論
か
ら
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

一
神
教
は
、
世
界
の
宗
教
の
半
分
く
ら
い
を
占
め
て
い
る
。
イ
ス

ラ
ム
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
を
足
す
と
、
大
体
、
人
類
の
半
分
く

ら
い
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
非
常
に
影
響
力
の

あ
る
宗
教
で
す
け
れ
ど
も
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
最
初
、

ユ
ダ
ヤ
教

が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
が
出
て
、
さ
ら
に
イ
ス

ラ
ム
教
が
出
て
く
る
と
い
う
順
番
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、

ユ
ダ
ヤ
教
が
政
治
と
宗
教
の
問
題
を
ど
う
考
え
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
が
基
本
に
な
る
と
思
う
の
で
、

そ
こ
か
ら
見
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ユ
ダ
ヤ
教
の
古
い
実
態
を
理
解
し
よ
う
と
思
う
と
、
と
り
あ
え
ず

そ
の
聖
典
で
あ
る

『
旧
約
聖
書
』
を
読
む
こ
と
に
な
り
ま
す
(
『
旧
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約
聖
書
』
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
い
い
方
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
『
タ



ナ
ハ
』
と
い
い
ま
す
)
。

『
旧
約
聖
書
』
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、

ノ
ア
の
洪
水
や
パ
ベ

ル
の
塔
の
物
語
か
ら
始
ま
っ
て
、

(〉

σ
E
E
B
)
が
出

ア
ブ
ラ
ハ
ム

て
主
」
て
、

そ
れ
か
ら
モ

l
ゼ
(
冨
O

印2
)
が
出
て
、

そ
し
て
ダ
ピ
デ

王
(
口
白
ゴ
門
戸
)
、

ソ
ロ
モ

ン
王
(
印
o
z
s
oロ
)
が
出
て
き
て
:
:
:
、
と

い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
紀
元
前
二
千
年
と
か
、
紀
元
前
千
年

と
か
と
、
そ
の
こ
ろ
の
こ
と
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

今
日
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の

『
旧
約
聖
書
』

の
大
部
分
が
書

か
れ
た
の
は
、
も
っ
と
時
代
が
下
っ
て
、
紀
元
前
五
百
年
く
ら
い
と

考
え
ら
れ
て
い
て
、
書
い
て
あ
る
内
容
が
本
当
に
そ
ん
な
大
昔
の
こ

と
そ
の
ま
ま
か
ど
う
か
、
多
少
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
深
く
立

お
お
む

ち
入
ら
な
い
と
し
て
、
概
ね
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
お
話
し
ま
す
。

ユ
ダ
ヤ
民
族
は
は
じ
め
、
羊
や
牛
を
飼
っ
て
、

い
ま
の
パ
レ
ス
チ

ナ
の
あ
た
り
で
生
活
を
し
て
い
た
人
び
と
ら
し
く
、
そ
こ
で
、
氏
族

社
会
を
つ
く
っ
て
い
た
。
さ
き
ほ
ど
言
い
ま
し
た
血
縁
社
会
で
す
。

そ
の
こ
と
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
イ
サ
ク

(
F
2
0
)
、
ヤ
コ
ブ

C
R
o
σ
5
)

な
ど
、

ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
一
族
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
で
あ
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
神
話
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
歴
史
的
に
考

み
ん
な
で
ま
と
ま
っ
て
同
盟
を
つ
く
っ
て
割
り
込
ん
で
行
く
こ
と
に

し
た
。
同
盟
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
何
か
共
通
な
も
の
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
そ
こ
で
、

ヤ
ハ
ウ
エ

(
5
Z
E
と
い
う
神
|
|
こ
の
神

は
、
シ
ナ
イ
半
島
の
ほ
う
で
信
じ
ら
れ
て
い
た
戦
争
の
神
だ
っ
た
ら

し
い
の
で
す
が
ー
ー
と
い
う
都
合
の
い
い
神
が
い
る
の
で
、

こ
れ
を

俺
た
ち
の
神
に
し
て
団
結
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
軍
事
同
盟
を

つ
く
っ
た
。
ま
っ
た
く
血
縁
関
係
の
な
い
、

い
く
つ
か
の
部
族
が
軍

事
同
盟
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
同
盟
の
象
徴
と
し
て
、
ヤ
ハ

ウ
ェ
と
い
う
神
を
信
じ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
こ
の
軍
事
同
盟
が
、

祭
司
同
盟
、

つ
ま
り
宗
教
的
な
契
約
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

ヤ
ハ
ウ
ェ
と
い
う
神
を
押
し
立
て
て
戦
争
を
し
て
い
っ
た
。
そ
う
こ

う
す
る
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
と
自
分
た
ち
が
共
通
の
祖
先
か
ら
別
れ

て
き
た
の
だ
と
い
う
観
念
が
強
ま
っ
て
い
き
、

ひ
と
つ
の
民
族
と
し

て
ま
と
ま
っ
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
説
に
は
、
な
る

ほ
ど
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、

私
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て

い
ま
す
。

さ
て
こ
う
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
構
成
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、

次
々
に
強
敵
が
出
て
き
ま
す
。

ア
マ
レ
ク
人
と
か
モ
ア
ブ
人
と
か
、

そ
う
い
う
部
族
で
あ
る
聞
は
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、

ペ
リ
シ
テ
人
と

え
ま
す
と
、

ユ
ダ
ヤ
民
族
は
す
べ
て
ア
プ
ラ
ハ
ム
の
子
孫
、
血
縁
の
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集
団
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
か
な
り
怪
し
い
。

ヤ
コ
ブ
の
子
ど
も
に
十
二
人
の
兄
弟
が
い
て
、
そ
の
十
二
人
の
兄
弟

が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
十
二
部
族
の
祖
先
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
が
疑
わ
し
い
。
十
二
と
い
う
数
は
、

い
土
品

で
は
十
と
い
う
の
が
キ
リ
が
い
い
わ
け
で
す
が
、

六
十
進
法
を
使
つ

て
い
た
パ
ピ
ロ
ニ
ア
の
天
文
学
で
は
、
十
二
と
い
う
の
が
キ
リ
が
い

い
数
に
な
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
十
二
部
族
と
か
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
の
十
二
人
の
弟
子
と
い
う
の
は
、

パ
ピ
ロ
ン

(
出
白

σ
1
0ロ
)

に
捕
因
さ
れ
て
い
た
当
時
に
な
じ
ん
だ
観
念
で
は
な
い
か
。
も
し
そ

つ
だ
と
す
れ
ば
、
随
分
時
代
が
下
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
も
と
も

と
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
考
え
方
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
点
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

私
が
読
ん
だ
限
り
で
一
番
妥
当
な
推
測
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
民

(
ユ
ダ
ヤ
民
族
)
は
、
も
と
も
と
ひ
と
つ
の
血
縁
集
団
で
は
な
く
て
、

系
統
や
出
自
の
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
部
族
の
集
ま
り
だ
っ
た
、
と
い

う
も
の
で
す
。
彼
ら
は
、
弱
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
定
住
し
て
い
る
人

ぴ
と
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、

「
農
地
を
分
け
て
住
ま
わ
せ
て
く
だ
さ

い
」
と
割
り
込
ん
だ
わ
け
で
す
。
そ
れ
も
、
単
独
で
は
無
理
な
の
で
、

い
う
の
が
海
岸
地
方
か
ら
出
て
く
る
。
こ
の
ペ
リ
シ
テ
人
が
鉄
製
の

武
器
を
持
っ
て
お
り
、
大
変
強
か
っ
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、

Jペミ

リ
シ
テ
人
に
対
し
て
農
民
軍
で
戦
争
を
す
る
の
で
す
が
、
何
回
ゃ
っ

て
も
な
か
な
か
勝
て
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
ど
う
考
え
た
か
と
い
う

と
、
軍
隊
を
強
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
税
金
を
た
く

さ
ん
取
る
こ
と
、
そ
し
て
常
備
軍
を
組
織
し
、
鉄
製
の
武
器
を
持
ち
、

つ
ま
り
、
王
を
戴
く
こ
と
が

そ
し
て
統
帥
権
を
確
立
す
る
こ
と
。

必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
部
族
社
会
だ
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル

が
王
制
に
変
わ
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
政
治
制
度
の
変
化

の
プ
ロ
セ
ス
も
「
旧
約
聖
書
』
に
書
い
て
あ
る
の
で
、
大
変
に
面
白

い
の
で
す
。

日
本
で
は
、

な
ぜ
天
皇
が
天
皇
に
な
っ
た
の
か
が
書
い

て
あ
り
ま
せ
ん
。
天
か
ら
降
っ
て
き
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

う
で
は
な
く
て
、

「
自
分
た
ち
で
相
談
し
て
王
制
を
つ
く
り
ま
し

た
」
と
書
い
て
あ
る
点
が
、

『
旧
約
聖
書
』

の
一
番
面
白
い
と
こ
ろ

で
す
。王

様
も
、

油
を
注
が
れ
て
王
に
な
る
ま
で
は
、

ふ
つ
う
の
人
間
で

す。
サ
ム
エ
ル

(ω
印自
己
巾
]
)
と
い
う
預
言
者
が
、
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「
俺
た
ち
も
王
様
が

必
要
だ
な
。
誰
が
い
い
か
、

シ
」
い
、
っ

は
ど
う
だ
」

(ω
白
巳
)

サ
ウ
ル



こ
と
で
、

は
じ
め
、
サ
ウ
ル
と
い
う
人
に
王
に
な
っ
て
く
れ
と
頼
み

ま
す
。
こ
の
人
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
な
か
で
も
北
方
の
出
身
者
だ

っ
た
の
で
す
が
、

こ
の
人
は
奮
闘
空
し
く
、
息
子
と
い
っ
し
ょ
に
戦

死
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
次
の
王
様
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

す
が
、

今
度
は
ダ
ピ
デ
が
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ダ
ピ

-T
は、

サ
ウ
ル
王
の
も
と
で
軍
人
と
し
て
働
い
て
い
た
の
で
す
が
、

あ
ま
り
に
有
能
で
あ
っ
た
の
で
サ
ウ
ル
王
に
、

H

王
位
を
奪
う
の
で

ヰ
S

4

A

晶

玉

、

1
0
.
J
J
'
v
，
物
日
付
。

と
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
の
で
、

あ
ろ
う
こ
と
か
敵
軍
に

亡
命
し
て
ペ
リ
シ
テ
人
の
部
下
と
な
っ
て
戦
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

こ
れ
が
幸
い
し
て
、

ペ
リ
シ
テ
人
の
戦
術
を
身
に
つ
け
、

鉄
製
の
武

器
や
戦
車
、

戦
闘
技
術
に
つ
い
て
も
大
変
詳
し
く
な
っ
て
、

ま
た
逃

げ
戻
っ
て
き
た
。

そ
し
て
、

イ
ス
ラ
エ
ル
南
部
の
ユ
ダ
族
の
出
身
者

と
し
て
、

王
様
に
な
っ
た
。

こ
れ
が
大
成
功
し
て
、

ダ
ピ
デ
の
王
国

は
大
変
立
派
な
王
国
に
な
り
ま
す
。

そ
の
子
ど
も
の
ソ
ロ
モ
ン
が
、

さ
ら
に
王
位
を
継
い
で
、

「
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
」

と
い
い
ま
す
が
、

空
前
の
大
王
国
を
築
き
あ
げ
る
わ
け
で
す
。

ユ
ダ
ヤ
民
族
の
王
は
、

こ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
の
な
か
で
出
現
す

る
の
で
す
が
、

王
を
選
ぶ
の
に
は
二
つ
の
論
理
が
あ
り
ま
す
。

ひ
と

つ
は
、

預
言
者
が
油
を
塗
る
と
い
う
儀
式
で
す
。
油
を
塗
る
と
い
う

正
統
な
王
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
た
め
、

メ
シ
ア

(冨
2
3
5
救
世
主
)

は
こ
の
ダ
ビ
デ
王
の
血
統
か
ら
現
れ
て
く
る

と
い
う
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
福
音
書
を
見
る
と
、

「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」

の
冒
頭
に
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
系

図
と
し
て
ア
ダ
ム
か
ら
始
ま
っ
て
、

ダ
ピ
デ
、

そ
れ
か
ら

モ
l
ゼ、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
系
譜
が
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、

、"
c.-

の
信
仰
を
前
提
に
し
て
い
る
。
正
統
な
王
で
あ
る
た
め
の
条
件
が
非

常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

そ
れ
を
宗
教
的
に
根
拠
づ
け
て
い
る
と

ぃ
、
つ
占
…
が
、

ユ
ダ
ヤ
教
の
王
制
の
特
徴
で
す
。

ユ
ダ
ヤ
教
は
こ
の
後
、

祭
司
長
、

王
制
を
や
め
て
、

つ
ま
り
、

ニL

ル
サ
レ
ム
の
神
殿
に
大
勢
い
る
祭
司
の
家
柄
の
う
ち
、

一
番
有
力
な

家
柄
の
祭
司
が
、

実
際
の
政
治
を
行
な
う
と
い
う
体
制
に
移
行
し
ま

す
。

祭
政
一
致
で
す
。

ダ
ピ

こ
れ
は
聖
職
者
に
よ
る
支
配
な
の
で
、

デ
の
王
国
は
世
俗
の
も
の
で
す
が
、

こ
こ
で
神
聖
国
家

(
祭
政
一
致
、

政
教
一
致
)
に
な
り
ま
す
。

こ
の
祭
司
長
は
、
か
な
り
の
権
限
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
は

別
に
王
が
い
た
ケ

l
ス
も
あ
る
の
で
す
が
、

家
が
起
こ
っ
て
き
た
と
き
に
は
、

ノ¥

ス
モ
ン

王ハ
カf ス
前モ
のン
祭家
司と
長い
を う
誠b王

に
し
て
し
ま
っ
て
、

自
ら
祭
司
長
を
兼
ね
た
の
で
、

完
全
に
祭
政

の
は
1
1
1

油
を
塗
ら
れ
た
者
を
メ
シ
ア
と
い
う
わ
け
で
す
が
1

1

、
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そ
れ
は
神
の
意
思
を
体
現
し
て
い
る
こ
と
、
王
で
あ
る
こ
と
の
象
徴

で
す
。
預
言
者
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
王
で
あ
る
こ
と
の
根

拠
に
な
り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
ダ
ピ
デ
の
場
合
に
特
徴
的
な
こ

と
で
す
が
、
族
長
た
ち
が
集
ま
っ
て
王
と
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
サ
ウ
ル
王
の
と
き
に
は
こ
れ
が
な
か
っ
た
。
王
制
以

前
の
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
族
長
が
集
ま
っ
て
、

ダ
ピ
デ
王
と
の

聞
に
統
治
契
約
を
結
ぶ
。

「
ダ
ピ
デ
王
、

あ
な
た
は
私
た
ち
の
王
に

な
っ
て
く
だ
さ
い
。

つ
い
て
は
、

こ
れ
こ
れ
の
こ
と
を
約
束
し
て
く

だ
さ
い
。
そ
う
し
た
ら
私
た
ち
は
あ
な
た
を
王
と
認
め
ま
す
」
と
。

こ
の
よ
う
な
契
約
に
よ
っ
て
王
に
な
っ
た
の
で
、

王
の
正
統
性
は
万

全
で
す
。

こ
の
、

統
治
契
約
に
よ
っ
て
正
統
な
王
が
選
ば
れ
る
と
い

う
論
理
は
、

ふ
つ
、
っ
、

王
制
に
は
な
か
な
か
な
い
の
で
す
が
、

ニL
ダ

ヤ
人
の
王
制
は
途
中
か
ら
で
き
た
も
の
な
の
で
、

こ
、
つ
い
、
っ
。
フ
ロ
セ

ス
が
記
録
し
て
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
こ
が
と
て
も
大
事
で
す
。

ダ
ビ
デ
王
の
次
は
ソ

ロ
モ
ン
王
。

ソ
ロ
モ
ン
王
の
あ
と
、
王
国
は

南
北
に
分
裂
し
て
し
ま
い
、

歴
代
の
王
が
立
ち
ま
す
が
、

や
が
て
そ

れ
ぞ
れ
滅
ん
で
し
ま
う
。

ダ
ピ
デ
王
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

非
常
に
強
烈
で
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
最
も

致
に
な
る
と
い
う
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、

神
殿
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
祭
司
長
の
家
柄
も

ど
こ
か
に
い
っ
て
し
ま
い
、
次
に
、

ユ
ダ
ヤ
教
は
ラ
ピ

(Eσ
宮
ユ
ダ

ヤ
教
の
教
師
の
敬
称
)

に
よ
る
指
導
と
い
う
段
階
に
な
り
ま
す
。
こ
の

ラ
ピ
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
人
た
ち
か
と
い
え
ば
、

イ
エ
ス
の
当
時

に
は
パ
リ
サ
イ
人
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
で
す
が
、

特
定
の
家
柄
の
人

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『旧
約
聖
書
』
を

ユ
ダ
ヤ
法
の
専
門
家
で
す
。

よ
く
勉
強
し
て
、

ユ
ダ
ヤ
教
の
法
律
に
大
変
詳
し
い
。

ふ
だ
ん
は
何

か
の
職
業
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、

サ
l
ヴ
ィ
ス
と
し
て
、

弁
護
士
や

相
談
役
と
し
て
ほ
か
の
信
徒
た
ち
の
生
活
を
指
導
し
ま
す
。

も
し
か

し
た
ら
、

浄
土
真
宗
の
考
え
方
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
も
思
う
の

で
す
が
、

と
は
違
っ
て
世
俗
の
人
た
ち
で

神
殿
の
聖
職
者

(
祭
司
)

す
。
パ
ン
屋
さ
ん
だ
っ
た
り
、

肉
屋
さ
ん
だ
っ
た
り
、

お
医
者
さ
ん

だ
っ
た
り
、

そ
う
い
う
人
た
ち
が
聖
典
を
よ
く
読
ん
で
、

詳
し
く
な

っ
て
、

一
般
の
人
び
と
の
需
要
に
応
え
て
、

精
神
的
な
リ
ー
ダ
ー
に

な
る
。

そ
し
て
地
域
社
会
を
ま
と
め
る
。

ユ
ダ
ヤ
民
族
は
、

出
叩
凡

Z
f

+
T
ロ
ぬ
カ

壊
れ
て
世
界
中
に
バ
ラ
バ
ラ
に
散
っ
て
い
き
ま
す
が
、

ユ
ダ
ヤ
人
と

し
て
の
生
活
を
継
続
す
る
た
め
に
現
地
の
政
権
と
取
引
を
し
て
、
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「
自
治
契
約
」

を
結
び
ま
す
。

つ
ま
り
、

H

税
金
は
納
め
る
け
れ
ど



も
、
自
分
た
ち
の
集
団
が
ま
と
ま
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
生
活
し
て

も
い
い
ρ

と
い
う
許
可
を
も
ら
う
わ
け
で
す
。
裁
判
権
も
認
め
て
も

ら
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
に
、
取
り
ま
と
め
役
に
な
る
の
が
、
こ

の
ラ
ピ
と
い
う
人
た
ち
で
す
。

さ
て
、

ユ
ダ
ヤ
教
の
な
か
に
メ
シ
ア
、
あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ャ
語
、

ラ
テ
ン
語
で
は
キ
リ
ス
ト
と
い
う
ふ
う
に
訳
し
て
い
ま
す
が
、
救
世

主
と
よ
ば
れ
る
存
在
が
い
ま
す
o

こ
れ
は
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
と
も

い
え
る
わ
け
で
す
が
、
神
か
ら
言
葉
を
聞
い
て
特
別
な
個
人
的
能
力

を
発
揮
す
る
の
で
、
政
治
的
国
家
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
人
で
す
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
も
、
こ
れ
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、

メ
シ
ア
が
現
れ
て
国
家
を
つ
く
る
の
が
一
番
正
し
い
、
と
い
う
の
が

一
神
教
の
考
え
方
で
す
。
神
の
声
を
、
つ
け
た
メ
シ
ア
が
現
れ
て
し
ま

え
ば
、

彼
が
政
治
的
国
家
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
ま
す
か
ら
、

政
教

致
の
国
家
に
な
り
ま
す
。
逆
に
一言
う
と
、

メ
シ
ア
が
現
れ
る
前
は
、

政
治
的
国
家
の
指
導
者
と
宗
教
的
な
リ
ー
ダ
ー
と
は
お
お
む
ね
別
の

人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

以
上
が
一
神
教
の
基
本
的
な
か
た
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

ユ
ダ
ヤ
教
で
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
の
が
、

偶
像
崇
拝
の
禁
止
で

す
。

こ
の
偶
像
に
は
、
異
民
族
の
神
、

ロ
ー
マ
皇
帝
な
ど
い
ろ
い
ろ

ス
が
た
つ
た
数
年
活
動
し
た
だ
け
で
、

死
刑
に
な
っ
て
死
ん
で
し
ま

い
ま
す
。

十
二
人
の
弟
子
た
ち
は
だ
ら
し
な
く
も
逃
げ
出
し
て
、
音

信
不
通
に
な
っ
て
し
ま
う
。
集
ま
っ
て
活
動
を
再
開
す
る
ま
で
に
、

だ
い
ぶ
時
間
が
空
い
て
い
ま
す
。
教
祖
が
殺
さ
れ
て
弟
子
が
バ
ラ
パ

ラ
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、

あ
ま
り
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
宗
教
で
す
。

そ
の
集
ま
り
も
、

ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
集
ま
っ
た
人
が
大
部
分
で
、

初
め
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
う
ち
、

ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
な
い
人
た
ち
の
聞
に
キ
リ

ス
ト
教
と
い
う
か
た
ち
で
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、

そ
の
と
き
も
、

決
し
て
有
力
な
グ
ル
ー
プ
で
は
な
く
、

日
曜
日
に
集

宇
品
っ
て

『
聖
書
』

に
あ
た
る
も
の
を
読
ん
だ
り
、
儀
式
を
し
た
り
し

ま
す
。

奴
隷
と
し
て
働
い
た

平
日
は
お
と
な
し
く
商
売
を
し
た
り
、

り
と
、

そ
う
い
う
力
の
な
い
グ
ル
ー
プ
で
し
た
。

初
期
の
教
会
は
、

既
成
の
社
会
秩
序
を
否
定
し
な
い
、

た
だ
祈
り

を
す
る
だ
け
の
集
会
で
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ

そ
う
す
る
と
、

た
か
ら
と
い
っ
て
、

日
常
生
活
に
何
の
変
化
も
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。
最
初
に
生
じ
た
論
争
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
し
か
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な

れ
な
い
の
か
、

そ
れ
と
も
ギ
リ
シ
ャ
人
や
異
教
徒
で
も
キ
リ
ス
ト
教

徒
に
な
れ
る
の
か
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な

わ
か
り
や
す
く
言
う
と
、

な
も
の
が
含
ま
れ
ま
す
。

偶
像
崇
拝
を
禁
止
し
て
い
る
限
り
、
自
分
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た
ち
は
ユ
ダ
ヤ
人
だ
と
意
識
で
き
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
自
分
た
ち
の
民

族
集
団
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
烈
に
意
識
し
ま
す
。
そ

こ
で
自
分
た
ち
を
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
教
共
同
体
と
し
て
ま
と
め
て
い
く

こ
と
と
、
政
治
的
国
家
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

つ
く
り
出
し
て
い
く
こ
と
が
、
並
行
し
て
進
ん
で
い
っ
た
と
い
う
こ

と
が
ユ
ダ
ヤ
社
会
の
特
徴
で
す
。
そ
れ
に
は
宗
教
上
の
規
定
、
偶
像

崇
拝
の
禁
止
と
い
う
こ
と
が
大
変
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
会
と
国
家

以
上
を
下
敷
き
に
し
て
、
次
に
キ
リ
ス
ト
教
の
お
話
を
し
た
い
と

思
い
ま
す
o

キ
リ
ス
ト
教
と
、
あ
と
で
述
べ
る
イ
ス
ラ
ム
教
と
は
、

政
治
的
国
家
に
対
す
る
考
え
方
が
だ
い
ぶ
違
う
と
思
い
ま
す
。

同
じ
一
神
教
な
の
に
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
違
う
の
か
と
考
え
て
み

る
と
、

一
番
重
大
な
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
が
宗
教
と
し
て
弱
く
、
失

敗
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
「
教
会
」
が
あ
り
ま
す
が
、
教
会
は
も
と
も

と
非
常
に
弱
く
て
、
力
の
な
い
も
の
で
し
た
。
ま
ず
、
教
祖
の
イ
エ

る
た
め
に
割
札
が
必
要
か
、

そ
れ
と
も
割
礼
な
し
で
ギ
リ
シ
ャ
人
が

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
れ
る
の
か
、

と
い
う
論
争
で
し
た
。

結
局
、
割

礼
は
必
要
な
い
、

誰
で
も
イ
エ
ス
を
神
の
子
と
信
じ
れ
ば
、

キ
リ
ス

ト
教
徒
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
結
果
、

ど
う
な
る
か
と
い
え
ば
、

ふ
だ
ん
は
ロ

l
マ
人
と
し
て
、

あ
る
い
は

ギ
リ
シ
ャ
人
と
し
て
法
律
を
守
り
、

ふ
つ
う
の
市
民
生
活
を
し
て
い

な
さ
い
、
あ
と
は
何
も
特
別
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
い
う
わ
け

で
す
。
た
く
さ
ん
の
宗
教
上
の
規
定
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ユ

ダ
ヤ
教
と
は
、

随
分
違
い
ま
す
。

こ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
が
広
ま
っ
て
、

ロ
ー
マ
帝
国
に
公
認
さ
れ
、

国
教
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。

初
め
は
弾
圧
さ
れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
が
、

信
者
が
増
え
て
、
国

教
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
す
。
こ
の
実
態
は
、

実
は
分
析
が
と
て
も
難
し
い
。
私
の
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は

ロ
ー
マ
帝
国
、

キ
リ
ス
ト
教
会
と
の
間
の
、
政

つ
ま
り
、
国
家
と
、

治
的
妥
協
と
い
う
か
、

取
引
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ロ
ー
マ
帝
国
に
と
っ
て
当
時
問
題
だ
っ
た
の
は
、

社
会
秩
序
の
乱

はれ
破はで

綻去し
にた
近 。

く税
、金

も
取
れ
な
し、

し

国
家
財
政

- 55 

犯
罪
も
横
行
す
る
。

何
か
特
定
の
グ
ル
ー
プ
と
協
力
関
係
を
も
た
な
い



と

ロ
ー
マ
帝
国
自
身
が
解
体
の
危
機
に
瀕
す
る
状
況
だ
っ
た
わ
け

で
す
。
し
か
も
、
国
民
の
大
部
分
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
教
会
に
頼
ん
で
、

H

法
律
を
守
っ
て
、

ロ
ー

マ
帝
国
の
市
民
と
し
て
き
ち
ん
と
行
動
し
て
く
だ
さ
い
。
と
お
願
い

し
た
わ
け
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
会
と
し
て
も
、

ほ
か
に
も
マ
ニ
教
と

か
ユ
ダ
ヤ
教
と
か
、

い
ろ
い
ろ
競
合
す
る
宗
教
が
あ
り
、
国
家
か
ら

特
別
の
保
護
を
も
ら
え
れ
ば
、
私
た
ち
と
し
て
も
あ
り
が
た
い
、
と

い
う
こ
と
で
取
引
が
成
立
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
会
は
ロ

l
マ
の
法
律

を
守
る
。

ロ
ー
マ
帝
国
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
守
る
。
こ
う
い
う

取
引
で
す
。
こ
れ
が
、

キ
リ
ス
ト
教
が
ロ

l
マ
帝
国
の
国
教
に
な
っ

た
と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
後
、

ロ
ー
マ
帝
国
が
東
西
に
分
裂
し
、

帝
国
分
裂
の
鰍
り
を

受
け
て
、
教
会
も
分
裂
し
て
し
ま
う
。
東
方
教
会
(
ビ
ザ
ン
チ
ン
教

会
)
と
、

西
口

l
マ
帝
国
側
の
ロ

l
マ
教
会
と
に
分
か
れ
ま
す
。

ロ
ー
マ
教
会
の
流
れ
の
ほ
う
が
今
日
の
西
欧
文
明
を
か
た
ち
づ
く

つ

た
の
で
、
そ
ち
ら
の
話
だ
け
を
す
る
と
、
西
ロ
1

マ
帝
国
は
す
ぐ
に

滅
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

ロ
ー
マ
教
会
は
後
ろ
盾
が
な
く
な
っ
て
、
大

変
困
っ
た
。

そ
こ
で
ゲ
ル
マ
ン
人
に
目
を
付
け
て
、

ゲ
ル
マ
ン
人
を

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
改
宗
さ
せ
る
と
い
う
作
戦
を
と
り
ま
す
。
適
当
な

と
、
君
主
は
軍
隊
を
送
っ
て
戦
争
し
・
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

な
ぜ
そ

ん
な
こ
と
が
起
こ
る
か
と
い
え
ば
、

教
会
が
優
位
だ
か
ら
で
す
。
こ

う
い
う
こ
と
は
仏
教
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
仏
教
の
お
寺
が

H

仏

敵
u

を
見
つ
け
て
、

政
治
的
君
主
に
討
伐
を
命
令
す
る
と
い
う
論
理

は
な
い
で
す
。

こ
れ
は
中
世
の
状
態
で
す
が
、

中
世
か
ら
近
世
に
な
る
と
き
に
、

教
会
と
世
俗
的
国
家
の
関
係
が
本
質
的
に
変
わ
り
ま
す
。

教
会
の
国

家
に
対
す
る
優
位
か
ら
、

教
会
に
対
す
る
国
家
の
優
位
と
い
う
よ
う

に
転
換
し
て
い
き
ま
す
。

こ
う
で
な
け
れ
ば
、

近
代
国
民
国
家
は
で

き
な
い
。

し
か
し
、

こ
の
論
理
は
、

よ
く
考
え
て
み
る
と
非
常
に
難
し
い
。

キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
た
ま
ま
、

ど
う
し
て
世
俗
的
国
家
の
ほ
う
が
優

位
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
る
の
か
。

こ
れ
に
は
宗
教
戦
争
と
い
う
大
き

な
代
償
が
あ
っ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
な
か
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

が
出
て
き
て
、

教
会
そ
の
も
の
が
分
裂
じ
て
し
ま
い
、

そ
し
て
百
年

に
も
わ
た
る
戦
争
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。

論
理
上
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

ホ
ッ
プ
ズ

←4 

国

oσσ
叩

印

)

に
典
型
的
で
す
が
、

国
家
主
権
説
と
い
う
の
が
出
て
き
ま

す
。
国
家
主
権
は
、

神
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
絶
対

ゲ
ル
マ
ン
人
の
王
様
を
み
つ
け
て
、
訴
訟
を
し
た
り
す
る
。
し
か
し
、

な
か
な
か
安
定
し
た
国
家
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
神
聖
ロ

l
マ
帝

国
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
後
ろ
盾
に
し
よ
う
と
し
ま
す
が
、
こ
れ

も
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

側
は
、
王
様
は
た
く
さ
ん
い
る
が
教
会
は
ひ
と
つ
だ
け
で
あ
る
と
い

う
体
制
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
、

キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
な
体
制
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
帰
結
で
す
が
、
ま
ず
、
国
が
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、

政
治
と
教
会
が
分
離
す
る
。
次
に
、
教
会
が
国
家
に
対
し
て
優
位
に

な
る
。
政
治
的
国
家
は
世
俗
的
な
も
の
だ
が
、
教
会
は
普
遍
的
で
唯

一
で
あ
る
。
す
る
と
、
教
会
の
認
め
た
君
主
だ
け
が
正
し
い
君
主
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
教
会
が
認
め
な
い
君
主
は
君
主
で
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
破
門
権
」
と
い
う
も
の
で
す
が
、

国
王
が
破
門
さ
れ
る
と
、
そ
の
国
王
に
人
民
は
従
わ
な
く
て
も
い
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
政
治
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
う
い
う
か
た
ち
で
、
教
会
が
政
治
権
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い

っ
た
。
歴
史
で
習
う
「
カ
ノ
ッ
サ
の
屈
辱
」
は
、
国
王
が
破
門
さ
れ

て
詫
び
を
入
れ
た
例
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
の
典
型
的
な
例
は
十
字
軍

で
す
。
教
会
が
、
教
会
の
敵
を
見
つ
け
て
君
主
た
ち
に
命
令
を
す
る

の
も
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
プ
ズ
の
著
作
を
丁
寧
に
読
ん
で
み
る
と
、
教

会
の
位
置
づ
け
も
詳
し
く
書
い
て
あ
り
ま
す
。
『
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』

(nnhssshH33) 
の
後
半
で
す
が
、

ど
う
言
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、

「
教
会
は
神
が
建
て
た
も
の
で
は
な
く
て
、

人
間
が
勝
手
に
集
ま
つ

た
も
の
で
あ
る
。
国
家
も
人
間
の
集
ま
り
で
あ
り
、
教
会
も
人
間
の

集
ま
り
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
教
会
は
、

教
会
は
神
が
建
て
た
も
の
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
が
、

に
そ
の
証
拠
は
な
い
。
証
拠
が

『
聖
書
』

な
け
れ
ば
、

と
論
証
し
て
い

教
会
は
人
聞
が
建
て
た
も
の
な
の
だ
」

る
。
で
は
、

国
家
は
神
が
建
て
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
証
拠
は
あ
る

か
と
い
う
と
、

そ
れ
は

ロ
ー
マ
人
へ
の
パ
ウ
ロ
の

「ロ

l
マ室田」、

手
紙
で
す
が
、

こ
れ
の
十
三
章
の
一
節
か
ら
七
節
(
地
上
の
権
威
)

が
大
変
に
有
名
な
箇
所
で
す
。

こ
こ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
国
家

観
の
、

一
番
の
根
拠
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
は
、

ど
ん
な
こ
と

が
書
い
て
あ
る
か
と
い
え
ば
、

「
地
上
の
す
べ
て
の
権
威
(
オ
l
ソ
リ

テ
ィ

1
2
5
0三
三
は
、
神
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
。

国
家
が
権
威

を
そ
な
え
、

警
察
力
と
か
軍
事
力
を
も

っ
て
い
る
の
は
、

悪
人
を
処

罰
す
る
た
め
、

多
く
の
人
民
を
救
う
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
は
神
の
意

思
で
あ
る
。

こ
の
国
家
は
税
金
を
課
す
の
だ
か
ら
、

そ
の
税
金
を
払

い
な
さ
い
」
と
。
こ
の
税
金
は
、

十
分
の
一
税
で
は
な
く
て
世
俗
の

一-56一一
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税
金
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、

:・

，hw

'hv

戸
ウ
ロ
の
手
紙
に
は
棲
々
書

い
て
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
パ
ウ
ロ
の
考
え
方
で
す
が
、
イ
エ
ス
の
考
え
方
で
あ
る
と

も
理
解
さ
れ
て
い
る
。

イ
エ
ス
は
こ
う
い
う
こ
と
を
直
接
に
言
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
や
ほ
か
の
福
音
書
に
は
ヒ
ン

ト
が
あ
る
。

「
マ
タ
イ
福
音
書
」

の
二
十
二
章
二
十
一
節
(
カ
エ
サ
ル
/
神
)

に、

H

イ
エ
ス
が
ロ

l
マ
帝
国
の
税
金
を
払
う
か
ど
う
か

H

と
い
う

問
題
に
つ
い
て
の
有
名
な
問
答
が
あ
り
ま
す
。
イ
エ
ス
を
陥
れ
よ
う

と
す
る
人
ぴ
と
が
や
っ
て
き
て
、
「
あ
な
た
は
、

ロ
ー
マ
に
対
す
る

税
金
を
払
い
ま
す
か
」
と
聞
く
。
も
し
払
う
と
言
え
ば
、
「
ユ
ダ
ヤ

人
の
く
せ
に
、

ロ
ー
マ
の
税
金
を
払
う
と
は
何
て
だ
ら
し
な
い
」
と

非
難
す
る
。
そ
し
て
逆
に
、
も
し
払
わ
な
い
と
言
え
ば
、
「
こ
こ
に

脱
税
を
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
」
と
、

ロ
ー
マ
の
役
人
に
言
い
つ
け

て
逮
捕
し
て
も
ら
お
う
と
思
っ
た
。

つ
ま
り
畏
だ
っ
た
の
で
す
。
そ

こ
で
イ
エ
ス
は
、
「
で
は
、
そ
の
ロ

l
マ
の
貨
幣
を
見
せ
て
く
だ
さ

い
」
と
言
う
わ
け
で
す
。
貨
幣
に
は
、

カ
エ
サ
ル
(
の
印
巾
印
白H
)

の
刻

印
が
押
し
で
あ
っ
た
。

で
は
、
こ
れ
は
カ
エ
サ
ル
の
も
の
だ
か
ら
カ

エ
サ
ル
に
返
し
ま
し
ょ
う
、
「
カ
エ
サ
ル
の
も
の
は
カ
エ
サ
ル
へ
、

い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
が
、
国
家
主
権
が
教
会
に
優
位
す
る
と
い
う

典
型
的
な
事
例
で
す
。

ど
の
国
で
も
だ
い
た
い
こ
う
い
う
問
題
が
起
こ
り
|
|
カ
ト
リ

ツ

ク
系
統
で
は
な
か
な
か
複
雑
な
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
が
|
|
、
国

家
の
教
会
に
対
す
る
優
位
が
徐
々
に
確
立
し
て
い
き
ま
す
。

同
時
代
に
、

グ
ロ
チ
ウ
ス

(同
O
H
O
E

臼)
と
い
う
国
際
法
の
思
想

家
が
い
る
の
で
す
が
、
彼
も
や
は
り
国
家
主
権
と
教
会
と
の
関
係
に

つ
い
て
同
じ
見
解
を
と
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
原
理
で
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
樹
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
は
ど
の
よ
う
に
で
き
た
の
か
。
簡
単
に
言
え

ば
、
ま
ず
信
仰
の
自
由
を
追
求
す
る
ピ
ル
グ
リ
今
ァ

l
ザ
l
ズ

(]UF-mHHS
司印門}戸巾同印
)
の
よ
う
な
人
び
と
が
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
で
ア

メ
リ
カ
に
渡
っ
て
、

タ
ウ
ン
を
つ
く
る
。
そ
の
タ
ウ
ン
が
集
ま
っ
て

州

(
ス
テ
ー
ト
)
を
つ
く
る
。
そ
の
州
が
十
三
州
集
ま
っ
て
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
独
立
戦
争
を
行
な
っ
た
。
そ
の
戦

争
に
勝
っ
て
、
植
民
地
で
は
な
く
な
っ
て
独
立
を
達
成
し
、
国
家
主

権
(
印
O

〈印

5
m巳
可
)
を
手
に
入
れ
た
。

こ
こ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
た
ち
が
銃
を
取
っ
て
立
ち
上
が
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
の
代
表
者
た
ち
で
す
。
教
会
と

神
の
も
の
は
神
へ
」
と
弁
じ
て
、
言
い
逃
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
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税
金
を
払
う
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、

イ
エ
ス
自
身
が
ロ

l
マ
帝
国
の
権
威
を
認
め
て
い
る
。
税
金
を
取
る

権
利
を
認
め
て
い
る
。

私
の
政
治
的
国
家
の
定
義
で
い
え
ば
、
税
金

を
取
る
と
い
う
の
は
国
家
の
非
常
に
本
質
的
な
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、

そ
の
存
立
を
認
め
て
い
る
と
理
解
で
き
ま
す
。

こ
の
二
つ
を
並
べ
て
、
世
俗
的
国
家
を
キ
リ
ス
ト
教
は
否
定
し
て

い
な
い
と
い
え
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
が
神
の
意
思
で
あ
る
と
い
う
よ

う
に
理
解
で
き
る
。

ホ
ッ
プ
ズ
の
学
説
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
か
ら
、
国
家
主
権
は
神
聖
な
も
の
で
、
教
会
に
優
越
す
る
。
そ
こ

で
、
ホ
ッ
プ
ズ
の

「リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
」
を
ず
っ
と
読
ん
で
い
く
と
、

「
教
会
は
、
国
家
に
許
可
さ
れ
た
限
り
で
存
在
し
て
よ
い
」
と
か
、

「
教
会
の
学
説
は
、
国
家
に
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
か
、
そ

う
い
う
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
書
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
当
時
の
英
国
国
教
会
の
考
え
方
と
だ
い
た
い
一
致
し
て

い
ま
す
。
ホ
ッ
プ
ズ
自
身
は
英
国
国
教
会
の
会
員
で
し
た
。

英
国
国
教
会
と
い
う
の
は
、

簡
単
に
言
え
ば
、

ヘ
ン
リ
l

(同

g
q
)
八
世
が
ロ

l
マ
教
会
と
絶
縁
し
て
、
自
分
が
教
会
の
首

長
と
な
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
を
独
立
さ
せ
て
し
ま

っ
七
と

州
や
合
衆
国
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

ロ
ー

マ
帝
国
の
場
合
と
非
常
に
似
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
ど

ん
な
教
会
で
あ
っ
て
も
、
信
仰
の
自
由
を
守
る
-
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

が
存
在
す
る
理
由
は
、
信
仰
を
守
る
た
め
で
す
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

そ
の
も
の
は
、
特
定
の
教
会
に
属
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
絶
対
に

世
俗
的
国
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
民
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

憲
法
を
守
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
教
会
の
信
仰
を
守
る
。
こ
う
い

つ
交
換
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

ロ
ー
マ
帝
国
の
と

き
と
全
く
同
じ
で
す
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
憲
法
に
対
す
る
忠
誠
を
、

ア
メ
リ
カ
国
民
は

み
ん
な
誓
う
わ
け
で
す
。
憲
法
は
世
俗
の
契
約
で
あ
り
、
宗
教
上
の

信
仰
と
無
関
係
で
す
。
族
長
た
ち
が
集
ま
っ
て
ダ
ピ
デ
王
と
統
治
契

約
を
結
ん
だ
と
い
う
の
と
同
じ
論
理
で
す
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統

領
は
、
王
で
な
い
。
世
襲
で
は
な
く
、
選
挙
で
選
ば
れ
る
わ
け
で
す

が
、
ほ
か
は
ダ
ピ
デ
王
と
同
じ
で
す
。
統
治
契
約
、

つ
ま
り
、
憲
法

に
よ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、

ダ
ピ
デ
王
に
対
す
る
忠
誠
と

同
様
に
、

大
統
領
に
対
す
る
忠
誠
、

憲
法
に
対
す
る
忠
誠
を
、

ア
メ

リ
カ
の
市
民

(
2
2
8
ロ
)
は
誓
う
。
こ
れ
は
、
教
会
に
対
す
る
帰
属
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と
矛
盾
し
な
い
、
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。



ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
愛
国
心
は
、

世
俗
的
国
家
に
対
す
る
忠
誠
と

い
う
も
の
に
当
た
る
。
郷
土
愛
と
か
文
化
、

人
種
に
対
す
る
愛
着
と

ま
っ
た
く
独
立
で
あ
る
と
い
う
点
が
、

ア
メ
リ
カ
的
で
す
。

以
上
が
キ
リ
ス
ト
教
の
話
で
す
が
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
典
型
的

に
、
こ
の
論
理
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

イ
ス
ラ
ム
教
と
国
家

イ
ス
ラ
ム
教
は
キ
リ
ス
ト
教
と
違
っ
て
、
最
初
か
ら
と
て
も
成
功

し
た
宗
教
で
し
た
。
教
祖
の
ム
ハ
ン
マ
ド

(
Z
5
2
5包
)
が
た
ち

ま
ち
に
し
て
巨
大
な
政
治
的
権
力
を
握
り
、
地
上
に
イ
ス
ラ
ム
帝
国

を
出
現
さ
せ
、
十
年
か
二
十
年
か
の
統
治
を
行
な
っ
て
、
そ
の
後
継

者
た
ち
が
さ
ら
に
大
発
展
さ
せ
た
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、

ロ
ー
マ

帝
国
に
あ
た
る
外
部
勢
力
は
な
か
っ
た
の
で
、

イ
ス
ラ
ム
の
人
ぴ
と

は
自
分
で
法
律
を
制
定
し
、
国
家
を
樹
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

れ
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
原
点
で
す
。

当
初
、

ム
ハ
ン
マ
ド
は
「
神
の
使
徒
」
と
称
し
て
い
た
わ
け
で
す

が
、
政
治
的
指
導
者
と
宗
教
的
指
導
者
1

l
t宗
教
的
指
導
者
は
、
イ

ス
ラ
ム
法
学
者
と
い
う
こ
と
を
含
み
ま
す
が
1
1

1
、
こ
の
二
つ
を
一

ヤ、

モ
ロ
ッ
コ
は
モ
ロ

ッ
コ
、
グ
ラ
ナ
ダ
は
グ
ラ
ナ
ダ
と
い
、
つ
よ
、
っ

に
、
独
立
し
て
い
き
ま
す
。

現
実
に
は
、
政
治
的
国
家
が
分
立
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
が
、
精

神
と
し
て
は
、
自
分
た
ち
は
同
じ
ム
ス
リ
ム
だ
と
い
う
ふ
う
に
理
解

し
て
い
る
。
そ
う
い
う
仕
組
み
と
し
て
、

ひ
と
つ
は
メ
ッ
カ
巡
礼
が

あ
り
ま
す
。
国
が
違
っ
て
も
民
族
が
違
っ
て
も
義
務
と
し
て
メ
ッ
カ

に
集
ま
っ
て
、
人
種
や
文
化
を
越
え
て
同
じ
ム
ス
リ
ム
と
し
て
団
結

を
確
認
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
は
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。
も
う
ひ
と
つ
、
聖
典
で
あ
る

『コ
l
ラ
ン
』

の
翻
訳
が
禁
止

さ
れ
て
い
る
た
め
、

ア
ラ
ビ
ア
語
が
共
通
語
と
な
る
と
い
う
の
も
、

ム
ス
リ
ム
の
一
体
性
を
つ
く
り
出
す
仕
組
み
で
す
。

イ
ス
ラ
ム
国
家
は
、
政
治
的
に
分
立
し
て
い
た
こ
と
が
た
た
っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
に
な
っ
て
し
ま
い
、

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
流
の
近
代

化
を
強
い
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

イ
ラ
ン
で
は
、

ノ1

レ
ヴ
イ

(
Ey
rj
)
王
制
で
、
世
俗
の
君
主
が
立
っ
て
、
宗
教
と
関
係
の
な

い
近
代
国
家
を
つ
く
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
反
動
で
、
こ
れ

は
け
し
か
ら
ん
と
す
る
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
革
命
が
起
こ
り
ま
し
た
。

こ
の
革
命
後
、

世
界
の
様
相
は
だ
い
ぶ
変
わ
り
ま
し
た
。

革
命
の

身
に
、
兼
務
し
て
い
ま
し
た
。
最
高
の
権
力
者
で
す
。

彼
の
死
後
、
後
継
者
と
し
て
カ
リ
フ
(
の
と
広
神
の
使
徒
の
代
理
人
)
、

あ
る
い
は
、

ハ
リ
フ
ァ

P
E
E
P
F
)
が
で
ま
す
。
神
の
使
徒
・
ム

ハ
ン
マ
ド
の
代
理
人
と
い
う
資
格
で
人
び
と
を
統
治
し
た
。

で
も
、

こ
れ
は
純
然
た
る
世
俗
の
政
治
的
指
導
者
な
の
で
、
預
言
者
と
し
て

の
霊
感
と
か
直
感
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い

う
預
言
者
は
も
う
出
て
こ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

ン
マ
ド
の
後
に
は
、

ム
ハ
ン
マ
ド
の
吾
豆
莱
(
つ
ま
り
、
イ
ス
ラ
ム
法
)

を
解
釈
す
る
法
学
者
が
サ
ポ
ー
ト
し
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。
カ
リ
フ
と
法
学
者
の
二
人
三
脚
が
、

ム
ハ
ン
マ
ド
以
降
の
基

本
的
な
統
治
体
制
に
な
り
ま
す
。

イ
ス
ラ
ム
圏
に
は
、
世
俗
と
宗
教
の
分
離
が
な
い
の
で
、
教
会
と

い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ム
ス
リ
ム

(
Z
5
-
5
イ
ス
ラ
ム
教
徒
)

全
体
が
ひ
と
つ
の
社
会
、

共
同
体
を
つ
く
る
と
い
う
考
え
で
で
き
て

い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
ウ
ン
マ

(ロヨ
自
己
と
い
い
ま
す
。
イ
ス

ラ
ム
共
同
体
の
こ
と
で
す
。
こ
の
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
は
、
イ
ス
ラ
ム

法
を
共
有
し
、
日
常
生
活
を
、
週
七
日
、

一
年
を
通
し
て
、
全
部
イ

ス
ラ
ム
法
の
秩
序
の
も
と
で
行
な
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
す
。
理
想

的
に
は
、
こ
の
地
上
に
イ
ス
ラ
ム
国
家
が
た
だ
ひ
と
つ
で
き
る
の
が

大
統
領
も
い
る
の
で
す
が
、
憲
法
の
な
か
に
宗
教
許
諾
会
と

U
う
誕

織
の
定
め
が
あ
り
、
イ
ラ
ン
の
最
高
の
イ
ス
ラ
ム
法
学
者
た
ち
が
こ

の

「宗
教
評
議
会
」
に
席
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
で

い
ろ
い
ろ
な
決
定
を
下
す
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
が
「
超
憲
法
的
な
存

在
」
と
し
て
、
憲
法
の
な
か
に
位
置
づ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
憲
法

に
超
憲
法
的
な
存
在
の
規
定
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
憲
法
と
し
て
は

大
変
困
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
憲
法
の
ほ
う
が
宗
教
評
議
会
よ
り

上
位
か
、
そ
れ
と
も
宗
教
評
議
会
の
ほ
う
が
憲
法
よ
り
上
位
か
と
い

う
論
争
が
起
こ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、

憲
法
の
な
か
に
超
憲
法

リ
仏
品
斗
」
晶
、

1
l
 

的
な
規
定
が
あ
っ
た
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
と
よ
く
似
て
い
る
と
思

う
の
で
す
が
、
そ
ん
な
規
定
が
あ
る
と
、
天
皇
の
ほ
う
が
憲
法
よ
り

上
位
な
の
か
、
そ
れ
と
も
憲
法
は
天
皇
よ
り
優
越
す
る
|
|
い
わ
ゆ

る
天
皇
機
関
説
で
す
l

l
の
か
と
い
う
論
争
の
余
地
が
あ
っ
て
、
日

本
で
も
こ
の
論
争
が
起
こ
り
ま
し
た
。

伝
統
的
に
宗
教
的
な
権
威
を
認
め
て
い
る
体
制
が
、

ヨ
ー
ロ

ッ
パ

的
な
憲
法
を
受
け
入
れ
る
と
、
こ
う
し
た
問
題
が
起
こ
り
ま
す
。
イ

ス
ラ
ム
の
宗
教
評
議
会
の
問
題
と
旧
憲
法
下
の
日
本
の
問
題
と
は
、

構
造
的
に
パ
ラ
レ
ル
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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イ
ス
ラ
ム
教
に
は
、
政
教
分
離
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
理
念
に
合
致
し

て
い
な
い
と
い
う
点
と
、
政
教
分
離
を
前
提
と
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
型
の
憲
法
の
よ
う
な
、
世
俗
的
な
民
主
主
義
の
シ
ス
テ
ム
が
イ
ス

ラ
ム
の
考
え
方
に
な
じ
ま
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

政
教
一
致
と
政
教
分
離

政
教
分
離
と
よ
く
い
い
ま
す
が
、
実
は
、

一
神
教
で
は
政
教
一
致

が
理
想
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

で
は
、
ど
う
し
て
政
教
一
致
が
理
想
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ

が
実
現
し
な
い
で
分
離
に
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
は
、

一
神
教

(キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
)
の
特
徴
で
す
が
、
最
後
の
裁
き
で
選

ば
れ
た
人
間
だ
け
が
理
想
の
共
同
体
を
つ
く
る
と
い
う
考
え
方
が
あ

り
ま
す
。
最
後
の
裁
き
(
審
判
)
を
考
え
る
と
、
こ
こ
に
い
ま
生
き

て
い
る
わ
れ
わ
れ
人
間
の
な
か
に
、
選
ば
れ
る
人
と
選
ば
れ
な
い
人

が
い
る
わ
け
だ
か
ら
、

い
ま
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
全
員
で
つ
く
る

国
家
は
完
全
で
は
な
い
こ
」
と
に
な
る
。
完
全
で
は
な
い
世
俗
的
国
家

は
、
神
が
直
接
に
指
導
す
る
わ
ナ
こ
ま
ヨ
通
よな

い
わ
け
で
、
不
完
全

な
人
間
が
指
導
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
宗

負
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
も
、
世
界
史
的
に
注
目
す
べ

き
事
例
だ
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
こ
れ
が
な
ぜ
可
能
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

や
は

り
江
戸
時
代
や
そ
れ
以
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要

で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
、

い
わ
ゆ
る
西
欧
近
代
と
は
違
っ
た
近
代
を

用
意
し
た
時
代
を
、
「
プ
レ
近
代
」
と
呼
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

プ
レ
近
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

江
戸
時
代
と
い
う
プ
レ
近
代
の
時
代
の
な
か
に
、

い
く
つ
か
近
代

的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す
の
に
使
え
る
ア
イ
テ
ム

(
H
Z
g
項

目
)
、
な
い
し
要
素
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
綴
密
に
掘
り

下
げ
る
と
、
丸
山
員
男
(
政
治
学
者

一
九
一
四

一
九
九
六
)
さ
ん
の

仕
事
の
何
倍
に
も
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
こ
ま
で
は
無
理
で
す
が
、

簡
単
な
補
助
線
、
だ
け
を
い
く
つ
か
引
い
て
み
た
い
。

ひ
と
つ
は
、
山
崎
闇
粛
と
い
う
儒
学
者
の
学
説
で
す
。
山
崎
闇
斎

(
一
ム
ハ
一
八
|
一
六
八
二
)
は
、
朱
子
学
の
系
統
の
な
か
に
一
応
入
る

儒
学
者
で
す
が
、
そ
の
朱
子
学
の
な
か
に
、
ど
う
い
う
統
治
者
や
政

教
的
理
想
か
ら
見
て
不
完
全
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
理
想
を
追
求
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す
る
宗
教
団
体
と
は
距
離
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
政
教
分
離
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
実
に
は
、
世
俗
の
国
家
と
教
会
と
が

分
離
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
し
こ
れ
を
無
理
や
り
一
致
さ
せ
て
し
ま

う
と
、
教
会
同
士
の
争
い
に
な
っ
て
、
戦
争
が
避
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。

で
は
、
政
教
分
離
の
も
と
で
、
国
家
へ
の
忠
誠
、
愛
国
心
は
ど
う

な
る
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
、
信
仰
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
と
い
う
か

た
ち
を
取
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
根
拠
は
、

さ
き
ほ
ど
述
べ
た

「ロ

l
マ
書
」
十
三
章
の
一
節
か
ら
七
節
と
、
「
マ
タ
イ
福
音
書
」

の
二
十
二
章
二
十
一
節
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
愛
国
心

さ
て
、
日
本
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

非
常
に
不
思
議
な
こ
と
と
し
て
、
日
本
は
、

伝
統
と
は
全
く
無
関
係
な
社
会
で
あ
る
の
に
、
明
治
維
新
を
境
に
急

速
に
近
代
化
に
成
功
し
、
憲
法
体
制
や
資
本
主
義
経
済
を
う
ま
く
組

織
し
て
、
近
代
国
家
に
な
り
お
お
せ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
か
な
り

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
近
代
の

儒
学
で
は
、
簡
単
に
言
う
と
、
徳
を
も
っ
て
い
る
統
治
者
が
正
統

で
あ
っ
て
、
徳
を
失
っ
て
し
ま
う
と
暴
君
に
な
る
の
で
、
打
倒
さ
れ

て
も
仕
方
が
な
い
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
が
、
儒
教
で
さ
ま
ざ
ま
な
王

朝
の
交
代
を
説
明
す
る
論
理
で
す
。
こ
れ
を
日
本
に
適
用
す
る
と
、

天
皇
が
ず
っ
と
政
権
を
も
っ
て
い
て
、
途
中
か
ら
武
家
政
権
に
な
る
。

こ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
と
い
う
と
、
「
天
皇
は
も
と
も
と
徳
を

も
っ
て
い
た
が
、
途
中
で
徳
を
失
っ
た
の
で
武
家
に
政
権
を
と
ら
れ

て
し
ま
っ
た
」
と
説
明
で
き
る
。
こ
れ
が
ふ
つ
う
の
儒
教
で
す
が
、

闇
斎
は
、
「
天
皇
は
完
全
に
打
倒
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
名
目
上
の

主
君
と
し
て
は
ず
っ
と
と
ど
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
い
う
点

に
注
目
し
ま
す
。
江
戸
幕
府
の
政
権
成
立
の
場
合
に
は
、
た
し
か
に

天
皇
は
徳
を
失
っ
た
と
か
、
後
醍
醐
天
皇
な
ど
は
ど
う
し
ょ
う
も
な

か
っ
た
と
か
と
、
具
体
的
に
問
題
の
あ
っ
た
天
皇
を
検
証
し
て
い
き

ま
す
。次

に
、
も
し
天
皇
が
徳
を
取
り
戻
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
と
い
う

問
題
を
考
え
ま
す
。
儒
教
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
徳
を
取
り
戻
し
た
天

皇
は
統
治
者
と
し
て
復
活
し
て
よ
い
。
そ
う
す
る
と
、
武
家
政
権
は
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崩
壊
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
究
極
の
統
治
の
正
統
性



は
ま
だ
天
皇
が
も
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
山
崎
闇
斎
は
、
江
戸
幕
府

は
正
統
な
統
治
権
者
で
は
な
い
と
い
う
学
説
を
、
儒
教
・
朱
子
学
の

発
想
の
な
か
で
述
べ
た
と
い
う
点
が
画
期
的
だ
と
思
い
ま
す
。
極
端

に
言
え
ば
、
徳
川
幕
府
の
合
法
性
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が

そ
し
て
大
政
奉
還
、
明
治
維
新
の
根
拠
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

次
に
、
本
居
宣
長
(
一
七
三
O
l
一八
O
こ

で
す
。

本
居
宣
長
は
国
学
者
で
す
が
、
朱
子
学
の
方
法
を
い
ろ
い
ろ
使
つ

て
い
る
の
で
、
ポ
ス
ト
朱
子
学
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
本
居

宣
長
の
先
行
者
と
し
て
、
伊
藤
仁
斎
、
軒
、
配
の
親
子
、
中
江
藤
樹
と

い
う
人
び
と
が
い
ま
す
。

彼
ら
は
儒
教
の
古
典
を
よ
く
読
ん
で
、
朱

子
の
と
な
え
た
朱
子
学
と
、
孔
子
、
孟
子
の
教
え
、
儒
教
の
古
典
そ

の
も
の
が
述
べ
て
い
る
こ
と
と
の
聞
に
か
な
り
の
ず
れ
が
あ
る
こ
と

を
発
見
し
た
。

朱
子
学
の
解
釈
は
大
変
に
強
引
で
あ
っ
て
、

古
典
に

も
と
づ
い
て
い
な
い
。

儒
教
の
古
典
、
の
原
義
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
朱

子
学
の
学
説
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
、
っ

な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
確
立
し
た
。

同
じ
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ

l
ク

(叶

3
5
E
O
原
典
批
判
)

の
方
法

に
よ
っ
て
、
日
本
の
古
典
で
あ
る

『
古
事
記
』

を
仔
細
に
読
ん
で
み

る
と
、

『
古
事
記
』

が
日
本
の
神
道
の
源
流
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
す
が
、

篤
胤
は
、

こ
れ
を
自
己
流
に

「
死
者
は
ど
こ
に
も
い
か
な

い
。
英
霊
と
し
て
、

こ
の
日
本
列
島
の
上
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ

し
て
特
に
、

国
家
に
貢
献
の
あ
っ
た
霊
は
英
霊
と
な
っ
て
わ
れ
わ
れ

を
守
り
、

こ
の
国
家
社
会
の
た
め
に
良
い
作
用
を
与
え
る
の
で
あ

る
」
と
述
べ
ま
し
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、

英
霊
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

英
霊
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受
け
取
り
、

日
本
国
民
と
し
て
団

結
で
き
る
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク

(-omH
O
論
理
)

を
つ
く
っ
た
の
で
す
。

こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
っ
て
靖
国
神
社
と
い
う
も
の
が
可
能
に
な
っ
た
。

浄
土
真
宗
で
は
ど
う
考
え
る
の
か
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

要
は
極
楽
往
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
ら
、

信
仰
を
全

う
し
た
人
は
極
楽
に
往
生
す
る
わ
け
で
あ
っ
て
、

英
霊
が
こ
こ
に
常

在
し
て
い
る
と
は
考
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
平
田
篤

刈
札
十
品
、

j

l

 
そ
う
い
う
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
く
、

全
員
が
英
霊
と
し
て

「
こ
こ
に
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、

こ
の
山
崎
闇
斎
、

そ
の

本
居
宣
長
、

平
田
篤
胤
、

ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
な
思
想
家
が
い
た
で
し
ょ
う
が
、

そ
、
つ
い
、
つ
い

ろ
い
ろ
な
思
想
を
統
合
し
て
、

幕
末
の

「
志
士
」

(
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

人
び
と
)
が
出
て
き
ま
し
た
。

こ
の
人
た
ち
は
武
士
で
あ
り
な
が
ら

当
時
行
な
わ
れ
て
い
た
神
道
の
解
釈
は
、
仏
教
の
要
素
も
混
じ
っ
て
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お
り
、

『
古
事
記
』

の
テ
キ
ス
ト
で
裏
付
け
ら
れ
る
原
義
か
ら
ず
れ

て
い
る
。
仏
教
の
影
響
は
、
中
国
の
影
響
と
考
え
て
も
い
い
の
で
す

が
、
そ
う
い
う
も
の
を
全
部
取
り
払
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
日
本
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
国
民
性
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
考
え

方
だ
と
思
い
ま
す
。

本
居
宣
長
が
そ
う
や
っ
て
神
道
を
批
判
し
、
江
戸
幕
府
の
統
治
思

本目，じ，、、

つ
ま
り
、
儒
学
に
よ
っ
て
日
本
国
を
ま
と
め
よ
う
と
い
う
考
え

方
を
批
判
し
て
、
儒
学
に
代
え
て
日
本
の
独
特
の
思
想
伝
統
、

つ
ま

り
「
国
学
」
と
い
う
も
の
を
つ
く
り
出
し
た
。

1
、
)

7

h

や
ま
と
「
三
ろ
か
ら
ご
こ
ろ

恋
¢
な
か
に
和
心
/
漢
意
と
い
う
こ
つ
の
要
素
を
取
り
出
し
て
、

そ
し
て
、

日
本
の
思

漢
意
を
取
り
除
い
て
、

和
心
だ
け
を
純
粋
に
蒸
留
し
て
結
晶
し
、
取

り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
わ
け
で
す
。

次
に
、
平
田
篤
胤
(
一
七
七
六
l

一
八
四
三
)
で
す
。

平
田
篤
胤
は
宣
長
の
没
後
の
弟
子
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
こ
っ
そ
り
研
究
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
彼
は
、

宣
長
が
そ
の
未
解
決
の
問
題
と
し
て
残
し
て
い
た
死
後
の
世
界
に
つ

い
て
、

い
ろ
い
ろ
と
研
究
を
し
て
、
「
英
霊
」
と
い
う
も
の
を
発
明

し
た
。

人
間
は
死
ん
だ
ら
ど
こ
に
い
く
の
か
。

日
本
で
は
い
ろ
い
ろ

日
本
国
家
の
た
め
に
、

天
皇
の
意
を
く
ん
で
直
接
的
な
政
治
活
動
を

行
な
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
人
た
ち
が
政
治
活
動
を
行
な
う
に
つ
い
て
は
、

天
皇
と
い
う

正
統
な
統
治
者
を
担
ぎ
出
す
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、

正
統
な
統
治
者
の
意
を
く
ん
だ
新
政
府
を
つ
く
り
出
す
。
こ

れ
が
、

冗
の
状
態
に
戻
る

革
命
で
は
な
く
て
、

「
復
古
」
と
い
う
か

た
ち
で
行
な
わ
れ
た
と
い
う
点
が
、

明
治
維
新
の
特
徴
で
す
。

こ
の
明
治
維
新
に
よ
づ
て
、

教
育
勅
語
に

四
民
平
等、

そ
し
て
、

典
型
的
な
、

明
治
の
国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
が
出
て
き
ま
す
。

明
治
維

新
の
と
き
に
は
、

た
だ
傍
観
者
で
あ
っ
た
よ
う
な
一
般
の
国
民
が
全

ロ貝、

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
定
さ

れ
て
、

す
べ
て
の
人
び
と
が
納
税
の
義
務
や
兵
役
の
義
務
な
ど
を
も

っ
た
国
民
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
学
校
の
な
か
で
教
育
さ
れ
て
い
く

わ
け
で
す
。

こ
の
明
治
国
家
の
シ
ス
テ
ム
を
よ
く
見
る
と
、

主
権
国
家
で
は
あ

る
の
で
す
が
、

国
家
そ
の
も
の
が
あ
る
意
味
で
教
会
に
も
な
っ
て
い

る
と
い
、
っ
点
が
、
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明
治
近
代
の
二
重
構
造

次
に
、

明
治
近
代
の
二
重
構
造
と
い
う
こ
と
を
分
析
し
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

ふ
け
い

明
治
三
十
年
ご
ろ
に
内
村
鑑
三
の
不
敬
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
こ

れ
は
教
育
勅
語
、

軍
人
勅
諭
な
ど
が
公
布
さ
れ
、

大
日
本
帝
国
憲
法

が
発
布
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
す
る
事
件
で
す
が
、

陸
軍
が
キ
リ
ス
ト

者
と
し
て
有
名
な
内
村
鑑
三
を
狙
い
打
ち
に
し
て
、

フ
レ
ー
ム
ア
ツ

プ
(
片
岡
山
日
午
毛
陥
れ
る
)
を
し
て
、
高
校
の
教
師
を
辞
め
さ
せ
た
と

ご
し
ん
え
い

い
う
事
件
で
す
。
天
皇
の
御
真
影
に
対
し
て
、
拝
礼
の
際
に
帽
子
を

と
ら
な
か
っ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
て
い
る
か
ら
で
、

こ
れ
は

け
し
か
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
御
真
影
と
い
う
の
は
偶
像
で

す
か
ら
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
は
拝
礼
を
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
解
釈
も

あ
り
得
た
点
を
、
う
ま
く
つ
い
た
の
で
す
。

こ
の
論
理
を
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
と
、

明
治
政
府
の
文
部

省
の
と
っ
た
、

「
神
道
は
宗
教
で
は
な
い
」

と
い
う
政
策
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
政
府
の
公
式
見
解
で
、

一
九
四
五

(
昭
和
二
十
)
年
ま

で
効
力
が
あ
り
ま
し
た
。
神
道
に
は
、

教
派
神
道
と
国
家
神
道
が
あ

仏
教
徒
で
あ
っ
て
も
、

マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
っ
て
も
、
臣
民
の
義

務
と
し
て
戦
争
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

信
念
の
葛
藤
に
苦
し
み
、

む
だ
な
戦
争
だ
と
思
い
な
が
ら
も
、

や
む
を
え
ず
亡
く
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
ケ
l
ス
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
死
を
ど
う

評
価
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
公
民
と
し
て
の
義
務
に
殉
じ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
尊
い
と
い
え
る
の
で
す
。
も
し
も
誰
も
が

公
民
と
し
て
の
義
務
に
殉
じ
る
の
で
な
い
と
、

お
よ
そ
政
治
的
国
家

は
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
公
民
の
義
務
に
忠
実
で
あ
る
こ

と
は
、
政
治
的
国
家
を
維
持
す
る
基
本
的
な
道
徳
で
あ
る
と
、
理
解

で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
、
神
聖
国
家
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
す
。
天

皇
は
超
法
規
的
、
文
化
的
存
在
で
あ
る
と
な
る
と
、
応
召
に
応
じ
て

戦
地
に
行
く
と
い
う
の
は
、
超
法
規
的
な
も
の
の
命
令
に
応
え
る
神

「
戦
死
す
る
と
英

聖
な
任
務
で
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、

霊
に
な
る
」
と
い
う
の
は
、
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
論
理
は
、
戦
後
い
ろ
い
ろ
と
批
判
さ
れ
、
こ
れ
を
文
字
ど
お
り
戦

前
と
同
じ
よ
う
に
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
ま
は
で
き
な
い
わ
け

で
す
。こ

の
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
論
理
が
、
ご
っ
ち
ゃ
に
な
っ
て
い
る
の

る
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
は
日
本
人
の

国
家
神
道
に
関
し
て
い
う
と
、

古
い
生
活
習
慣
の
よ
う
な
も
の
を
実
態
と
し
、
信
仰
や
宗
教
以
前
の

も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
日
本
人
の
生
活
に
浸
透
し
て
い
て
、

宗
教
と

し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
宗
教
で
は
な
い
か
ら
、

仏
教
徒

や
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
含
む
、

す
べ
て
の
人
び
と
に
強
制
し
て
よ
い
、

と
い
う
論
理
に
な
っ
て
い
ま
す
。
靖
国
神
社
や
護
国
神
社
を
建
て
、

そ
う
い
う
場
所
に
学
校
か
ら
集
団
で
参
拝
し
て
も
い
い
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
明
治
時
代
か
ら
大
正
、
昭
和
の
日
本
人
に
は
、
二

重
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
ず
、

一
つ
目
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
す
が
、

明
治
国
家
は
近
代
の
世
俗

国
家
で
す
か
ら
、

税
金
を
集
め
て
公
共
サ

l
ヴ
ィ
ス
を
行
な
い
ま
す
。

明
治
時
代
に
臣
民
と
し
て
暮
ら
し
て
い
く
な
ら
ば
、

そ
こ
で
い
ろ
い

ろ
な
市
民
的
自
由
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
税
金
を
払
つ

て
い
る
か
ら
で
、

明
治
国
家
が
あ
る
か
ら
で
す
。

そ
の
な
か
で
臣
民

の
義
務
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
、
大
事
に
な
り
ま
す
。
近
代
国
家

の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
立
憲
君
主
制
で
し
た
か
ら
、
臣
民
は
権
利
を
要
求

す
る
と
同
時
に
、
義
務
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
徴
兵
状
が
来
た
な

ら
ば
、

応
召
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
て
も
、

カf

い
ま
の
靖
国
神
社
と
英
霊
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
問
題
を
こ

の
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
分
け
て
、

公
民
の
義
務
と
し
て
の
レ
ヴ
ェ
ル

で
は
評
価
す
る
と
い
う
論
理
を
打
ち
出
せ
ば
、

こ
の
問
題
は
片
が
付

い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
、

私
は
思
い
ま
す
。

戦
前
の
靖
国
神
社
の
シ
ス
テ
ム
で
す
が
、

こ
れ
は
国
家
が
神
道
を

管
理
す
る
と
い
う
考
え
方
で
で
き
て
い
て
、
宗
教
に
対
す
る
国
家
の

優
位
を
、
強
く
主
張
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は

国
家
主
権
説
を
日
本
流
に
翻
案
し
た
も
の
で
、
近
代
的
な
も
の
と
い

え
ま
す
。

宗
教
が
大
事
で
国
家
が
二
次
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
中
世
的
で

す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
国
家
主
権
が
優
位
す
る
と
い
う
の
は
近
代
的

で
す
。
靖
国
神
社
の
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
外
見
と
異
な
っ
て
、
実
質

は
近
代
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

戦
後
の
公
共
性
喪
失

こ
の
よ
う
に
戦
前
は
、
神
道
の
体
裁
に
よ
っ
て
、
人
び
と
に
公
民

の
義
務
を
理
解
さ
せ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
国
家

そ
の
も
の
が
教
会
で
あ
っ
た
側
面
が
あ
り
ま
す
。
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と
こ
ろ
が
天
皇
が
人
間
宣
言
を
し
て
、

敗
戦
を
迎
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

明
治
的
な
神
聖
国
家
が
崩
壊
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
と

と
も
に
、

近
代
国
家
の
公
共
性
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
枠
組
み
が
壊

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

戦
後
は
、

公
共
性
そ
の
も
の
を
懐
疑
す
る
と
い
う
言
説
が
た
く
さ

ん
流
布
し
ま
す
。
例
え
ば
、

マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
国
家
廃
絶
論
と

か
は
、

お
よ
そ
公
共
性
に
対
す
る
疑
問
を
ふ
り
ま
く
面
が
あ
り
ま
す
。

警
察
は
国
家
権
力
の
手
先
で
あ
る
と
か
、

警
察
が
大
学
に
入
る
の
は

と
ん
で
も
な
い
と
か
。
大
学
に
泥
棒
が
侵
入
し
た
場
合
に
は
、

警
察

が
入

っ
て
い
く
以
外
に
な
い
。

さ
も
な
け
れ
ば
、

大
学
の
な
か
に
警

察
を
つ
く
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
し
な
い
以
上
、

警
察
と
太

学
と
は
然
る
べ
き
関
係
が
あ
っ
て
い
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

こ
の

こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
か
ら
、
市
民
的
平
和
主
義
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
日
本

lま

「
市
民
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、

市
民
は
、
高
い

政
治
的
意
識
を
も

っ
て
デ
モ
に
行

っ
た
り
、

国
家
権
力
に
反
対
し
て

い
る
人
た
ち
、

と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
。
果
た
し
て
そ
う

で
し
ょ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、

市
民
は
自
分
た
ち
の
手
で
憲
法
を

制
疋

し

国
家
を
つ
く
り
出
し
、

自
分
で
自
分
を
統
治
す
る
能
力
が

ょ
う
と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
を
相
談
す
る
の
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
言
論
は
、

す
べ
て
公
共
的
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、

家
族
の

枠
を
超
え
て
、
知
ら
な
い
人
同
士
が
集
団
や
組
織
を
つ
く
る
。

N
G

O
や
N
P
O
な
ど
、
ど
ん
な
集
団
で
も
、
そ
れ
は
す
べ
て
公
共
の
活

動
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
利
益
を
上
げ
よ
う
と
す
る
営
利
企
業

で
あ
っ
て
も
、
そ
う
い
う
も
の
も
す
べ
て
公
共
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
公
共
的
な
団
体
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
政
治
的
国
家
、

つ
ま
り
政
府

(ガ
パ
メ

ン
ト

〈m
O〈
冊

目

g
g門〉)
を
、
私
た
ち
は
組
織

す
る
わ
け
で
す
。
政
府
と
そ
う
で
な
い
組
織
の
違
い
は
、
税
金
を
取

る
か
ど
う
か
で
す
。
無
理
や
り
人
び
と
か
ら
税
金
を
集
め
て
運
営
す

る
組
織
を
「
政
府
」
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
点
で
考

え
れ
ば
、

N
G
O
や
N
P
O
や
一
般
企
業
や
、
ど
ん
な
組
織
で
も
違

い
が
な
い
。
み
ん
な
公
共
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
ら
、
話

が
す
っ
き
り
す
る
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
明
治
的
な
考
え
方
と
ど
こ
が
違
う
の
か
。
明
治
的
な
考
え

方
で
は
、
国
家
が
公
共
性
を
独
占
し
、
そ
う
で
な
い
団
体
は
公
共
で

は
な
く
、
「
民
間
」
だ
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
す
。
民
と
官
を
分
け

る
と
い
う
点
が
、
明
治
的
で
す
。
民
と
官
を
分
け
る
と
い
う
考
え
方

lま

い
ま
で
も
ま
だ
残

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
残
っ
て
い
る
限
り
、

あ
る
人
び
と
、

つ
ま
り
、

国
家
を
自
分
の
意
思
で
操
る
こ
と
が
で
き

る
人
び
と
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
権
力
に
反
対
す
る
だ
け
で
は
、

決
し
て
そ
う
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
で
の
市
民
の
イ
メ
ー
ジ

は
、
戦
後
ち
ょ

っ
と
歪
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、

こ
の
公
共
性
を
再
構
築
す
る
た
め
に
、

明
治
的
な
文
脈

と
無
関
係
に
、

公
共
性
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、

公
共
性
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
ふ

つ
う
の
人
民
、

ふ
つ
う
の
人
び
と
の
な
か
に
あ
る
と
、
私
は
考
え
て

い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
ふ
つ
う
の
人
び
と
が
交
流
す
る
と
い
う
こ
と
が

「
公
共
性
」
だ
と
思
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、

人
び
と
は
ま
ず
「
契
約
」

を
結
び
ま
す
。

物
を
売

り
買
い
す
る
と
か
、

ア
パ
ー
ト
の
賃
貸
借
契
約
で
も
何
で
も
い
い
の

で
す
が
、

家
族
を
超
え
て
、

知
ら
な
い
人
同
士
が
何
か
の
交
流
を
行

な
、
つ
と
い
、
つ
の
は
、

す
べ
て
公
共
的
な
こ
と
で
す
。
契
約
の
ほ
か
に
、

交
流
の
か
た
ち
と
し
て
は
、

が
あ
り
ま
す
。
文
学
で
も
い

「一言弘一酬」

し、

し

芸
術
で
も
い
い
し
、

あ
る
い
は
政
治
的
な
行
動
で
も
い
い
。

年
金
や
貯
金
を
ど
う
し
よ
う
か
と
か
、

外
交
を
ど
う
し
よ
う
か
と
か
、

相
談
す
る
こ
と
で
も
い
い
の
で
す
。

あ
る
い
は
も

っ
と
ロ
ー
カ
ル
に
、

今
度
の
市
長
は
誰
に
し
よ
う
か
と
か
、
学
校
の
校
長
先
生
は
誰
に
し

公
共
性
は
復
権
さ
れ
な
い
。
公
共
性
が
復
権
さ
れ
な
け
れ
ば
、

公
民

と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
対
す
る
リ
ス
ペ
ク
ト

(Hg匂
而

立

尊
重
)
を
、
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
公
民
と
し
て
の
義
務
を
果
た

す
こ
と
に
対
す
る
リ
ス
ベ
ク
ト
が
復
元
さ
れ
れ
ば
、

靖
国
神
社
は
戦

後
社
会
の
な
か
に
位
置
づ
い
て
、

神
道
と
い
う
問
題
と
切
り
離
さ
れ

る
。
こ
れ
が
、

白

、
.
、
，
，

A

宮、

問
題
の
解
決
の
糸
口
に
な
る
だ
ろ
う
と

ν
ぅ
ι
ヵ

私
の
考
え
方
で
す
。

さ
て
、

「
国
を
愛
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

国
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
二
つ
の
次
元
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
ま
ず
「
郷
土
愛
」
。
こ
れ
は
、
自
分
が
そ
こ
に
生
ま
れ
、
自
分

を
生
み
育
て
た
文
化
や
民
族
や
伝
統
に
対
す
る
愛
着
で
す
。
コ
『、
コー

ニ
テ
ィ
に
対
す
る
愛
の
レ
ヴ
ェ
ル
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

「
政
治
的
国

家
へ
の
忠
誠
」

で
す
。
世
俗
的
な
国
家
が
あ
り
、
そ
こ
に
税
金
を
払

ぃ
、
そ
こ
か
ら
サ
l
ヴ
イ
ス
を
受
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
世
俗
的
国

家
へ
の
、
忠
誠
・
義
務
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
二
つ
は
、
全
然
違
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
多
く
の
民
族
集
団
や
多
く
の
コ
ミ
ユ
ニ
テ

イ
が
集
ま

っ
て
、
人
工
的
に
国
家
を
つ
く
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
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こ
の
二
つ
が
違
う
と
い
う
の
は
非
常
に
明
解
で
す
。
け
れ
ど
も
日
本

の
場
合
、
過
去
の
い
き
さ
つ
か
ら
、
こ
の
二
つ
が
あ
ま
り
区
別
さ
れ

て
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
私
は
、
こ
れ
を
区
別
し
た
ほ
、
つ
が
い
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
区
別
す
れ
ば
問
題
が
は
っ
き
り
し
ま
す
。
政
治
的

国
家
が
要
求
で
き
る
の
は
、
あ
く
ま
で
二
つ
目
の
政
治
的
国
家
へ
の

忠
誠
だ
け
で
あ
っ
て
、
郷
土
愛
は
政
治
的
国
家
で
は
な
く
、
郷
土
と

か
地
域
社
会
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
が
担
え
ば
い
い
と
い
う
の
が
私

の
考
え
方
で
す
。

教
育
基
本
法
の
な
か
に
愛
国
心
を
齢
、
つ
と
い
う
の
は
、

こ
の
二
つ

(
「
郷
土
愛
」
と
「
政
治
的
国
家
へ
の
忠
誠
」
)
を
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
い
る

こ
と
の
表
れ
で
す
か
ら
、

有
害
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

私
は
単
純
に
、

愛
国
心
が
い
け
な
い
こ
と
だ
か
ら
、

あ
る
い
は
教
育
に
な
じ
ま
な
い

か
ら
と
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
二
つ
を
ご
っ
ち
ゃ
に

す
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
有
害
だ
か
ら
反
対
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

教
育
の
場
で
、
こ
の
二
つ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
事
な
こ
と
で

あ
る
と
教
え
る
こ
と
に
は
、
何
の
害
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
方

向
で
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

以
上
、

私
の
ほ
う
か
ら
の
問
題
提
起
は
、

こ
こ
ま
で
に
し
て
お
き

宣
言
を
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
崩
壊
し
て
い
ま
す
し
、
同
時
に
、

近
代
国
家
の
公
共
性
ま
で
が
破
壊
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
な
か
で
、

現
在
に
お
い
て
は
教
育
基
本
法
改
正
の
問
題
等
が
議
論
さ
れ
て
い
ま

す
。
今
日
的
課
題
と
し
て
、

き
ち
ん
と
し
た
公
共
の
概
念
を
も
っ
て
、

私
た
ち
と
政
治
的
国
家
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
関
係
で
成
り
立
つ

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
感
じ
ま
す
。

そ
こ
で
難
し
い
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
郷

土
愛
と
い
う
こ
と
と
、

政
治
的
国
家
へ
の
忠
誠
と
い
う
も
の
が
き
ち

ん
と
分
け
ら
れ
て
語
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
る
の
か
な
と
思

つ
の
で
す
。

よ
ほ
ど
こ
の
国
は
私
た
ち
国
民
が
つ
く

っ
た
の
だ
と
い

う
強
い
意
識
を
も
っ
て
い
な
い
と
、

な
か
な
か
難
し
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

私
自
身
、

は
っ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
、

そ
の
点
に

つ
い
て
詳
し
く
お
話
を
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

橋
爪

明
治
維
新
や
、

明
治
政
府
に
よ
る
近
代
化
を
ど
の
よ
う
に

理
解
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

ひ
と
つ
は
、

プ
ラ
ス
に
評
価
で
き
る
部
分
は
、

そ
れ
を
ま
ず
き
ち

ん
と
受
け
止
め
る
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

「
臣
民
」

と
い
う
概
念
が
出
て
き
た
の
は
、

明
治
維
新
か
ら
し
ば

ら
く
経
っ
て
か
ら
で
、

最
終
的
に
確
立
す
る
の
は
明
治
憲
法
で
す
。

た
い
と
思
い
ま
す
。

{質

疑

本
多
(
雅
)

非
常
に
多
岐
に
わ
た
り
ま
し
て
、
橋
爪
先
生
か
ら
問

題
提
起
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
質
疑
の
時
間
と
い
た
し
ま

す
。
ま
ず
戦
前
の
二
重
構
造
に
つ
い
て
で
す
が
、
政
治
的
国
家
と
い

う
ひ
と
つ
の
近
代
国
家
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
国
家
が

神
道
を
管
理
す
る
と
い
う
形
で
、
国
家
が
宗
教
に
対
し
て
優
位
に
立

ち
な
が
ら
神
聖
国
家
と
い
う
面
を
保
っ
て
い
た
、
と
お
話
さ
れ
ま
し

た
。
論
理
的
に
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
と
お
り
で
す
し
、

シ
ス
テ
ム
も
そ

う
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
個
人
の
な
か
で
は
、

や
は

り
宗
教
共
同
体
の
色
彩
が
強
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
ど
う
し

て
も
そ
こ
に
閉
鎖
性
、
排
他
性
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
す
。
戦
前
の
体
制
は
シ
ス
テ
ム
が
論
理
的

に
成
り
立
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
先
生
ご
自
身
は
そ
れ
を
是
と
さ
れ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
ど
う
な
の
か
、
と
い
う
点
を
お
聞
き
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

も
、
っ
一
点
は
、

戦
後
、

神
聖
国
家
と
い
う
も
の
は
、

天
皇
が
人
間

日
本
人
を
一
律
に
平
等
に
認
め
る
と
い
う
考
え
方
は
、

そ
の
斗
削
に
出

て
き
た
と
思
い
ま
す
。
戸
籍
上
の
区
別
(
華
族
/
士
族
/
平
民
)
は
し

ば
ら
く
残
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

四
民
平
等
、

職
業
や
身
分
に
よ
っ
て

差
別
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
が
強
力
に
出
て
き
た
。

こ
れ
は
明
ら

か
に
解
放
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

普
通
教
育
と
い
う
考
え
方
も
そ
う
で
す
。

そ
れ
か
ら
移
動
の
自
由
、

職
業
の
選
択
な
ど
、

実
質
的
な
自
由
が
ど
ん
ど
ん
出
て
き
ま
す
ね
。

官
吏
で
あ
れ
ば
、

官
吏
の
採
用
試
験
が
あ
っ
て
、

試
験
に
パ
ス
す
れ

ば
誰
で
も
公
務
員
に
な
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
、

官
軍
が

解
体
さ
れ
て
、

す
ぐ
陸
海
軍
が
で
き
ま
す
。
適
性
が
あ
れ
ば
誰
が
な

っ
て
も
い
い
。

大
き
な
解
放
感
を
と
も
な
っ
て

こ
う
し
た
改
革
は
、

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
明
治
五
(
一
八
七
二
)
年
に
マ
リ
ア
ー
ル

l
ス
号
事
件

が
あ
っ
て
、

奴
隷
的
契
約
か
ら
の
解
放
を
日
本
政
府
が
国
際
社
会
に

宣
言
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
事

件

T
斗
」
晶
、

l
i
 マ
リ
ア
ー
ル

l
ス
号
と
い
う
ベ
ル

1
の
奴
隷
商
船
が
横
浜
港

に
停
泊
し
て
い
て
、

積
み
荷
の
中
国
人
の
苦
力

(ク
!
リ
l
)
が
逃

げ
出
し
て
英
国
軍
艦
に
救
出
さ
れ
た
事
件
で
す
。
英
国
の
代
理
公
使

ワ
ト
ソ
ン
は
、

外
務
卿
副
島
種
臣
に
善
処
を
申
し
入
れ
た
。

ペ
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と
は
国
交
が
な
か
っ
た
の
で
、
日
本
は
裁
判
の
結
果
、
人
道
に
も
と

る
奴
隷
的
な
移
民
契
約
を
無
効
と
し
苦
力
全
員
を
清
国
に
引
渡
し
た
。

ペ
ル
1
側
は
、
東
京
に
も
吉
原
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
数
千
人

の
女
性
が
奴
隷
的
拘
束
を
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
反
論
し
た
。

そ
れ
を
認
め
て
い
る
日
本
に
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
資
格
は
な
い
、
と

い
う
話
に
な
っ
た
の
で
、

日
本
政
府
は
慌
て
て
、
す
べ
て
の
労
働
契

約
は
任
意
契
約
で
あ
っ
て
、
本
人
の
自
由
意
思
に
も
と
づ
く
も
の
で

あ
り
、
自
由
意
思
に
よ
ら
な
い
労
働
契
約
は
保
護
の
対
象
と
し
な
い

し
、
今
後
、

一
切
認
め
な
い
と
宣
言
す
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
国
際

的
事
件
に
よ
る
副
産
物
で
す
け
れ
ど
も
、
大
き
な
意
味
を
も
ち
ま
し

た
。
こ
れ
を
期
に
、
年
季
奉
公
と
か
、
江
戸
時
代
の
労
働
慣
行
を
支

え
て
い
た
い
ろ
い
ろ
な
制
度
が
全
部
近
代
的
に
解
釈
し
直
さ
れ
ま
し

た
。
自
由
意
思
に
よ
る
労
働
契
約
と
い
う
建
て
前
を
と
っ
て
い
く
の

で
す
。以

前
、
売
春
の
歴
史
を
ち
ょ
っ
と
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

明
治
初
期
の
、
こ
の
娼
妓
解
放
令
は
画
期
的
な
出
来
事
で
し
た
。
江

戸
時
代
で
あ
れ
ば
こ
ん
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
む
ろ
ん
、
実

態
が
変
わ
る
の
は
随
分
時
間
が
か
か
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。

し
か
し

実
態
以
前
に
、

シ
ス
テ
ム
と
か
法
律
と
か
が
変
わ
っ
て
い
く
の
は
と

そ
の
関
係
が
極
め
て
速
や
か
に
つ
く
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
な
ぜ
可
能
だ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、

ま
ず
、

ど
こ
ま
で
が

日
本
か
と
い
う
範
囲
が
、

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
国
民
国
家
と
異
な
り
明
確

で
あ
っ
た
。

地
政
学
的
条
件
な
ど
が
幸
い
し
ま
し
た
。

そ
、
つ
い
、
っ
、

あ
と
、

日
本
の
文
化
的
な
伝
統
が
幸
い
し
て
、

日
本
と
い
う
ア
イ
デ

ア
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、

明
治
国
家
の
形
成
が
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に

い
っ
た
理
由
で
す
。

そ
れ
が
プ
ラ
ス
面
で
す
。

マ
イ
ナ
ス
面
は
、

な
ぜ
天
皇
が
統
治

そ
れ
を
生
み
出
す
た
め
に
、

権
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
と
関
係
し
ま
す
。

な
ぜ
天
皇
の
も
と
で
の
国
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
積
極

的
に
一
言
う
た
め
に
は
、

神
話
を
も
ち
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

天
皇
は
、

は
る
か
昔
か
ら
統
治
権
者
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、

そ
れ
以
外
に
選
択
の

余
地
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
神
話
を
も
ち
出

す
の
で
す
。

こ
れ
は
朱
子
学
と
国
学
と
神
道
の
考
え
方
で
す
け
れ
ど

も
、
選
択
の
対
象
で
は
な
く
、

運
命
な
の
で
す
。

こ
れ
は
前
近
代
的

で
す
。

そ
の
当
時
の
思
想
家
や
統
治
者
が
、

選
択
の
余
地
の
な
い
か

た
ち
で
日
本
国
を
形
成
し
よ
う
と
決
断
し
た
そ
の
こ
と
自
体
は
選
択

な
の
で
す
が
、

し
か
し
一
般
の
人
び
と
か
ら
す
れ
ば
選
択
の
余
地
が

な
い
か
た
ち
で
選
択
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
初
め
て
国
民
と
い
う
考
え
方
が
で
き
て
き
ま
す
。
初
め
は
、

「
太
政
官
令
」
と
い
う
王
政
復
古
型
の
法
令
が
出
て
く
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
な
か
に
も
、
人
民
は
支
配
者
の
前
で
平
等
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
古
い
ア
イ
デ
ア
を
使
い
な

が
ら
も
、
非
常
に
近
代
的
な
考
え
方
を
押
し
出
し
て
い
っ
た
。
そ
れ

は
大
改
革
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
は
、
「
地
租
改
正
」
が
あ
り
ま
す
。
土
地
の
所
有
権

を
確
定
し
、
資
産
を
持
つ
こ
と
に
対
す
る
納
税
の
義
務
を
割
り
当
て

て
い
っ
た
o

所
有
権
が
こ
の
よ
う
に
確
定
す
る
か
ら
こ
そ
、
近
代
的

な
ビ
ジ
ネ
ス
が
可
能
に
な
り
、

資
本
主
義
社
会
も
可
能
に
な
る
わ
け

で
す
。
そ
の
結
果
、

た
く
さ
ん
の
農
民
が
競
争
社
会
の
な
か
で
、
自

作
農
か
ら
小
作
農
に
転
落
し
て
い
き
ま
し
た
。
明
治
と
い
う
時
代
は
、

優
勝
劣
敗
の
過
酷
な
社
会
だ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
同
時
に
自
由

で
あ
っ
た
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

あ
と
は

「
藩
籍
奉
還
」

な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、

極
め
て
短

期
間
の
う
ち
に
、
近
代
国
家
の
骨
格
が
で
き
上
が
る
の
で
す
。
政
府

は
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
人
民
は
そ
の
下
に
あ
る
。
そ
し
て
、
政
府
は

公
的
サ
l
ヴ
イ
ス
を
提
供
し
、
国
民
は
国
家
へ
の
義
務
を
果
た
す
。

近
代
的
な
統
治
契
約
の
発
想
と
は
だ
い
ぶ
違
い
ま
す
。

そ
の
内
実
を

教
育
の
な
か
で
徐
々
に
理
解
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
の
教
育
自

身
が
、

あ
の
教
育
勅
語
の
よ
う
な
粉
飾
を
も
っ
て
い
る
の
で
、

や
は

り
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
み
と
め
ら
れ
る
。

そ
の
内
容
に
は
普
遍
主
義

的
な
部
分
が
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
形
式
が
前

近
代
的
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
江
戸
時
代
の
態
勢
に
対
し
て
は
革

新
的
で
近
代
的
な
部
分
が
あ
る
の
で
す
が
、

そ
の
シ
ス
テ
ム
に
内
在

し
て
い
る
も
の
を
み
る
と
、

今
度
は
そ
れ
が
克
服
す
べ
き
古
い
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
自
分
で
克
服
で
き
な
い
な

ら
ば
、

そ
の
シ
ス
テ
ム
が
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
、

外
圧
に

よ
っ
て
無
理
や
り
変
更
を
迫
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
の
で
す
。
国
民
の
内
発
性
を
く
み
止
め
る
シ
ス
テ
ム
を
そ
な
え

て
い
な
い
と
い
う
の
は
、

や
は
り
、

明
治
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
う
ひ
と
つ
の
ご
質
問
は
、

郷
土
愛
と
国
家
に
対
す
る
忠
誠
と
が
、

そ
ん
な
に
は
っ
き
り
分
か
れ
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

大
日
本
帝
国
で
考
え
て
み
る
と
、
そ
う
い
う
余
地
は
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
台
湾
を
併
合
し
、
朝
鮮
半

島
を
併
合
し
、

当
時
、

日
本

そ
し
て
南
洋
諸
島
を
委
託
統
治
し
て
、
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の
範
囲
が
随
分
広
が
っ
た
わ
け
で
す
。
満
州
国
も
あ
り
ま
し
た
。
朝

鮮
半
島
の
人
び
と
や
台
湾
の
人
び
と
が
日
本
人
だ
と
い
う
こ
と
に
な

ヲゐシ」、

民
族
的
文
化
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
、

郷
土
と
、

政
治

的
国
家
と
し
て
の
大
日
本
帝
国
と
の
聞
に
ギ
ャ
ッ
プ
を
意
識
せ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
人
び
と
を
平
等
な
メ
ン
バ
ー
と

し
て
認
め
る
大
和
民
族
も
、

そ
の
郷
土
に
対
す
る
愛
情
と
、

大
日
本

帝
国
を
と
も
に
維
持
し
て
い
る
政
治
的
現
実
と
の
聞
に
、

や
は
り
ギ

ヤ
ツ
プ
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

つ
ま
り
、

戦
前
の
国
家
は
不
完

全
だ
け
れ
ど
も
、

人
び
と
は
あ
る
程
度
、

そ
の
こ
と
を
意
識
で
き
る

仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。

例
え
ば
、

李
王
朝
を
皇
族
の
ひ
と
つ
と
し
て
-
認
め
て
処
遇
す
る
と

か

に
朝
鮮
選
抜
特
別
ク
ラ
ス
み
た
い

一
高
(
旧
制
第
二
ロ
同
等
学
校
)

な
の
が
あ
っ
て
、

一
律
の
試
験
で
は
な
く
、

朝
鮮
半
島
出
身
の
人
び

と
の
ク
ラ
ス
を
別
に
つ
く
っ
た
り
し
た
。
実
際
問
題
、

台
湾
や
朝
鮮

半
島
を
含
め
て
ま
っ
た
く
均
質
な
日
本
人
が
い
る
と
意
識
で
き
な
い

の
で
あ
れ
ば
、

人
為
的
に
政
治
的
国
家
の
成
員
と
し
て
の
平
等
性
を

意
識
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
戦
後
、
台
湾
、

朝
鮮

半
島
が
日
本
か
ら
分
離
さ
れ
、

そ
う
い
う
意
識
も
希
薄
と
な
り
、
政

治
的
国
家
と
郷
土
を
あ
ま
り
区
別
し
な
い
と
い
う
感
覚
が
む
し
ろ
強

は
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

儀
式
の
ア
イ
デ
ア
は
そ
ん
な
に
多
く
な
い
の
で
、

世
界
中
だ
い
た

い
似
た
よ
う
な
も
の
を
使
っ
て
い
ま
す
ね
。

旗
や
シ
ン
ボ
ル
、

立
日
し
楽

b
v

一Td川
吋
、

五
壬
1
7点
ノ

T
1
u
f芋

γ
、

・4小
l
f
T

式
典
な
ど
で
す
。

た
し
か
に
、

国
家
が
そ
れ
を
借

り
て
き
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
。

で
は
、

近
代
国
家
が
そ
う
い
う
儀

式
を
、

特
に
歌
や
旗
を
用
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
必
然
性
は
い
っ
た

い
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
考
え
て
み
る
と
、

そ
こ
に
近
代
的
な
主
権
国

家
の
矛
盾
と
い
う
か
、

問
題
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

少
し
考
え
れ
ば
わ
か
り
ま
す
が
、

近
代
国
家
は
国
民
国
家
と
言
わ

れ
、
領
域
支
配
で
す
か
ら
、
領
土
と
国
民
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
当
た
り
前
に
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、

中
世
か
ら
見
る
と
大
変
に
違

っ
た
こ
と
な
の
で
す
。
中
世
の
政
治
的
国
家
の
基
本
は
、
非
常
に
細

か
な
領
主
権
で
で
き
て
い
る
。
そ
の
領
主
の
な
か
の
親
玉
み
た
い
な

の
が
、
国
王
と
し
て
威
張
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
領
地
は
、
領

主
の
私
的
財
産
で
す
か
ら
、
相
続
の
対
象
に
な
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ

リ
ス
の
王
様
が
フ
ラ
ン
ス
に
領
地
を
も
っ
て
い
た
り
、

ス
ペ
イ
ン
に

領
地
を
も
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
そ
の
領
、
王
が
死
亡
し
て
相
続
が
起

こ
る
た
び
に
、
そ
の
領
地
が
ど
の
君
主
の
支
配
地
に
な
る
の
か
が
、

常
に
流
動
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
世
界
史
の
地
図
で
中
世
を
見
る
と

く
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
か
ら
、

日
本
列
島
改
造
で
新
幹
線
や
高
速
道
路
の
建
設
が
進
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み

「
一
億
総
中
流
」

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ

い
わ
ゆ
る

と
な
っ
た
。

っ
て
地
域
の
情
報
格
差
が
少
な
く
な
り
、

そ
の
感
覚
は
む
し
ろ
強
ま

っ
て
い
ま
す
。

ひ
と
つ
の
単
位
と
し
て
日
本

明
治
時
代
は
む
し
ろ
、

が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
自
明
で
な
か
っ
た
の
で
す
。

日
本
は
、

ま
だ
相
当
人
為
的
な
制
度
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
国
と
言
え
ば
、

例
え
ば
越
後
だ
っ
た
り
、
岩
手
だ
っ
た
り
、

鹿
児
島
だ
っ
た
り
し
た

わ
け
で
す
。

ほ
か
の
地
域
と
は
明
ら
か
に
違
つ

そ
う
い
う
郷
土
は
、

て
い
た
。
だ
か
ら
、

年
以
後
の
日
本
列

一
九
七

O
(
昭
和
四
十
五
)

島
の
状
況
を
過
去
に
投
影
し
て
、

。明
治
時
代
が
、

国
家
と
郷
土
が

ま
っ
た
く
一
致
し
て
い
る
一
元
的
な
も
の
だ
っ
た
H

と
想
像
す
る
の

は
、
多
少
危
険
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

害
同

国
旗
と
か
国
歌
と
い
う
も
の
が
、

そ
こ
に
属
す
る
人
び
と
を

鼓
舞
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
機
能
し
、

一
種
の
宗
教
儀
式
的
な
も
の

に
近
く
、
宗
教
的
な
も
の
が
世
俗
の
国
家
の
ほ
う
に
現
れ
て
き
た
の

か
な
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
が
、

そ
の
あ
た
り
は
ど
の
よ
う
に

お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

橋
爪

宗
教
的
な
儀
式
も
あ
り
ま
す
が
、

世
俗
の
団
体
で
も
儀
式

ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で

が
イ
ギ
リ
ス
と
か
フ
ラ
ン
ス
と
か
と
い
う
こ
と
を
言
い
に
く
い
わ
け

で
す
ね
。

領
域
的
に
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
が
国
家
だ
と
い
う
こ
と
に
し
よ
う

と回一
γ
つシ」、

封
建
的
な
主
従
関
係
を
解
体
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
絶
対
王
制
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
が
そ
れ
で
す
。

要
す
る
に
、
領

民
に
対
す
る
支
配
権
が
、

土
地
所
有
権
と
無
関
係
で
あ
る
と
言
わ
な

い
と
い
け
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
絶
対
王
権
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
う
す

る
と
、
そ
の
権
利
は
い
っ
た
い
何
か
と
言
え
ば
、
何
か
を
背
景
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

H

私
は
フ
ラ
ン
ス
王
で
あ
る
の
で
、

フ
一
フ
ン

ス
人
民
を
支
配
す
る
H

と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
な

の
で
フ
ラ
ン
ス
王
を
受
け
入
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
王
は
ど
う
い
う
ふ
う

に
し
て
フ
ラ
ン
ス
王
に
な
っ
た
の
か
。
国
民
が
い
る
か
ら
国
家
が
で

き
た
の
か
、
そ
れ
と
も
国
王
が
い
る
か
ら
国
民
が
で
き
た
の
か
。
こ

れ
は
ニ
ワ
ト
リ
と
タ
マ
ゴ
の
関
係
で
す
。
実
際
問
題
、

フ
ラ
ン
ス
王

が
現
れ
、
こ
こ
を
フ
ラ
ン
ス
だ
と
主
張
す
る
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
と
フ

ラ
ン
ス
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
バ
ス
ク
地
方
と
か
ア
ル
ザ
ス
と
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か
ロ
レ

l
ヌ
と
か
、

フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
か
な
い
か
、

よ
く
わ
か
ら
な

い
と
こ
ろ
が
周
辺
に
は
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
紛
争
に
も
な
る
。
本
来
、



地
続
き
で
、
徐
々
に
隣
国
に
な
っ
て
い
く
の
が
実
態
だ
っ
た
。
そ
れ

を
、
領
域
国
家
は
、
と
に
か
く
何
か
理
由
を
付
け
て
、
こ
こ
は
フ
ラ

ン
ス
だ
と
、
境
界
線
を
入
れ
て
主
張
す
る
わ
け
で
す
。
不
自
然
な
の

で
す
。

フ
ラ
ン
ス
が
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
理
由
を
論
証
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、

無
理
と
い
う
も
の
で
す
。
国
際
法
の
考
え
方
で
言
え
ば
、
隣
に
ド
イ

ツ
が
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
あ
っ
て
、

ス
ペ
イ
ン
が
あ
っ
て
、
お
互

い
に
協
定
を
結
ぴ
条
約
を
結
ん
で
、
こ
っ
ち
は
ド
イ
ツ
だ
が
そ
っ
ち

は
フ
ラ
ン
ス
だ
と
い
う
ふ
う
に
相
互
承
認
す
る
こ
と
で
認
め
る
し
か

な
い
も
の
で
す
。
国
家
主
権
は
ほ
か
と
無
関
係
に
、

フ
ラ
ン
ス
は
フ

ラ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
存
在
し
て
い
る
と
み
え
る
け
れ
ど
も
、

実
は
相
対
的
な
も
の
で
す
。
ド
イ
ツ
の
主
権
や
イ
ギ
リ
ス
の
主
権
が

成
り
立
た
な
け
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
の
主
権
は
成
り
立
た
な
い
、
と
い

う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
す
。

で
は
、

日
本
の
主
権
も
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
。

欧
米
列

強
と
接
触
す
る
ま
で
は
、
主
権
の
意
識
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま

す
。

け
れ
ど
も
、
欧
米
列
強
の
植
民
地
に
な
る
か
独
立
す
る
か
と
迫

ら
れ
た
時
点
で
、

欧
米
列
強
が
国
家
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、

日
本
も
国
家
で
あ
る
と
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
う

と
を
調
整
す
る
、
あ
る
い
は
現
在
世
界
と
将
来
世
代
の
不
平
等
を
解

決
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
と
あ
り
ま
し
た
。
実
は
こ
こ
に
愛
国
心

と
い
う
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
い
、
っ

の
は
、

国
家
が
わ
れ
わ
れ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ

の
一
方
で
、

逆
に
国
家
が
わ
れ
わ
れ
に
何
か
を
要
求
し
て
く
る
と
い

う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う

に
、
政
治
的
国
家
へ
の
忠
誠
と
い
う
場
合
、

そ
の
求
め
ら
れ
て
い
る

も
の
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
お

う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

橋
爪

キ
リ
ス
ト
教
徒
が
近
代
国
家
を
つ
く
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
論
理
を
も
う
少
し
国
家
に
関
し
て
見
て
い
こ
う
と

思
い
ま
す
。

中
世
的
な
国
家
と
近
代
国
家
の
聞
に
は
ち
ょ
っ
と
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ

る
。
中
世
的
な
国
家
で
は
、

名
誉
と
か
主
従
関
係
が
軸
で
す
。
主
君

の
た
め
な
ら
ひ
と
肌
脱
い
で
戦
争
も
や
ろ
う
と
か
。
封
建
契
約
は
、

個
人
的
な
契
約
で
す
。
中
世
で
は
そ
う
い
う
も
の
を
基
準
に
し
て
動

い
て
い
た
。

日
本
で
も
鎌
倉
幕
府
な
ん
か
は
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、

近
代
国
家
に
な
る
と
少
し
違
っ
て
き
ま
す
。
宗
教
改
革

の
と
き
に
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
l
(呂

F
E
Z
H
)
は、

「
す
べ
て
の
職

や
っ
て
、

日
本
は
日
本
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
外
が
必
要
で
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す
。
国
際
法
の
な
か
で
、
国
家
の
相
互
承
認
を
識
別
す
る
た
め
に
、

例
え
ば
、
船
に
国
旗
を
掲
げ
る
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
て
、
そ
の
記
号

の
体
系
や
儀
式
の
体
系
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
る

こ
と
が
、

や
は
り
日
本
に
も
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
大
慌
て

で
、
国
旗
を
作
り
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
国
歌
も
つ
く
っ
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
外
か
ら
来
た
も
の
で
す
か
ら
、
郷
土
愛

と
か
、
自
分
の
文
化
や
伝
統
か
ら
見
れ
ば
、
「
日
の
丸
」
と
か
「
君

が
代
」
は
ほ
と
ん
ど
私
た
ち
の
伝
統
と
は
何
の
関
係
も
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。

で
も
、
学
校
教
育
の
な
か
で
そ
れ
が
あ
た
か
も
昔
か
ら

あ
っ
た
か
の
よ
う
に
教
え
て
い
け
ば
、

そ
れ
は
根
づ
く
の
で
す
。

伊
東

郷
土
愛
と
政
治
的
国
家
へ
の
忠
誠
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

で
す
が
、
政
治
的
国
家
と
い
う
の
は
政
治
的
な
、
世
俗
的
な
団
体
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
は
、
そ
の
政
治
的
国
家
へ
の
忠
誠
と

言
っ
た
場
合
に
、
そ
の
中
身
が
具
体
的
に
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の

か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
個

人
と
政
治
的
国
家
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
べ
き
な
の
か
と
い

つ
問
題
が
、

解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
考
え
ま
す
。

今
日
の
お
話
の
な
か
で
、

政
治
的
国
家
は
個
別
利
害
と
共
同
利
害

業
は
み
な
同
じ
価
値
を
も
っ
」
と
言
っ
た
。
靴
屋
で
も
、
聖
職
者
で

も
、
軍
人
で
も
、

誰
で
も
で
す
。
そ
れ
は
、

み
な
神
の
前
で
は
平
等

だ
か
ら
で
す
。

そ
れ
で
軍
人
か
ら
質
問
の
手
紙
が
届
き
ま
す
。
「軍

人
は
、

人
を
殺
す
の
が
商
売
で
あ
る
。
で
も
、

『聖室田』

に
は
人
を

殺
し
て
は
な
ら
な
い
、

抵
抗
し
て
は
い
け
な
い
と
書
い
て
あ
る
。
な

ら
ば
私
は
、

の
教
え
に
反
し
て
日
々
生
き
て
い
る
わ
け
で
、

い
わ

私
は
そ
の
分
罪
深
い
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
。
す
る
と
ル
タ
!
日
く
、

『
聖
書
』

「
軍
人
も
立
派
な
職
業
で
あ
る
。
ど
う
し
て
か
と
い
え
ば
、

も
し
あ

な
た
が
自
分
の
命
を
守
る
た
め
に
悪
人
を
殺
し
て
い
る
の
だ
と
し
た

な
ら
ば
、

『
聖
書
』

の
教
え
に
反
し
て
い
る
。
『
聖
書
』
は

そ
れ
はほ

者

あ
な
た
が
右
の
頬
を
打
た
れ
た
ら
左
の
頬
を
出
し
な
さ
い
。
上
着
を

と
ら
れ
た
ら
下
着
も
与
え
な
さ
い
、
と
書
い
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
無

抵
抗
を
薦
め
て
い
る
。

で
も

『
聖
書
』
は
、
汝
の
隣
人
を
愛
せ
よ
、

汝
の
隣
人
が
欲
し
て
い
る
こ
と
を
し
て
あ
げ
な
さ
い
、

と
も
書
い
て

い
る
。
あ
な
た
は
自
分
の
た
め
で
は
な
く
、

一
般
の
国
民
の
た
め
に

軍
人
を
や
っ
て
い
る
の
だ
。

悪
漢
が
や
っ
て
来
て
あ
な
た
の
隣
人
を

殺
そ
う
と
し
た
と
き
に
、
隣
人
が
欲
す
る
の
は
、

殺
さ
れ
な
い
よ
う

に
守
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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そ
の
と
き
に
、

剣
を

持
っ
て
駆
け
つ
け
て
悪
人
を
追
い
払
う
と
い
う
の
は
立
派
な
職
務
で



あ
っ
て
、
神
の
意
思
に
か
な
っ
て
い
る
。

で
す
か
ら
、

安
心
し
て
軍

人
の
職
業
に
従
事
し
な
さ
い
」

と
回
答
し
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、

軍
人
を
含
め
て
す
べ
て
の
職
業
が
神
の
前
で
は
正
し
い

職
業
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
警
察
官
と
か
軍
人
は
キ
リ

ス
ト
教
的
に
見
て
正
し
い
。

そ
れ
か
ら
、

そ
う
い
う
安
全
を
保
障
す

る
た
め
な
ら
、

政
府
を
中
心
に
近
代
国
家
を
つ
く
っ
た
と
し
て
も
、

キ
リ
ス
ト
教
の
論
理
か
ら
言
え
ば
、

そ
れ
は
正
し
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
で
き
た
論
理
の

部
だ
と
思
う
の
で
す
。

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
信
仰
を
守
る
た
め
に
あ
る
」

と
言
い
ま
し

た
が
、
信
仰
の
敵
で
あ
る
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
な
ん
か
が
攻
め
て
来
る

ー
人
J

ト
こ
、

い
b
b

タ
't

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
や
、

強
盗
が
攻
め
て
来
る
こ
と
も
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
れ
ば
、

そ
こ
で
は
み
ん

な
で
お
金
を
出
し
合
っ
て
保
安
官
を
雇
う
。

悪
漢
が
や
っ
て
来
た
と

き
に
、

一
般
の
人
び
と
は
自
分
の
命
が
大
事
だ
か
ら
、

当
然
逃
げ
て

い
い
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
保
安
官
は
|
|
保
安
官
だ
っ
て
自
分
の

命
は
大
事
で
す
が
|
|
、

公
務
に
服
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
逃
げ

て
は
い
け
な
い
。
保
安
官
が
逃
げ
て
し
ま
え
ば
、
住
民
の
払
っ
た
税

金
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。
だ
か
ら
、

保
安
官
は
そ
の
日
の
た
め
に
日

を
免
じ
る
と
い
う
論
理
で
す
。

し
か
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
そ
う
で

は
な
く
て
、
そ
の
職
務
自
身
が
尊
い
と
い
う
考
え
方
で
で
き
て
い
る

わ
け
で
す
。
、
だ
か
ら
こ
そ
、

近
代
国
家
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
私

は
思
っ
た
の
で
す
。

常
塚

そ
れ
だ
と
、

ル
タ
!
と
同
時
期
に
出
現
し
た
カ
ル
ピ
ニ
ズ

ム
は
、

ウ
ェ

l
パ
l
(
冨
・
当
5
2
)
の
指
摘
の
よ
う
に
、
資
本
主
義

の
基
礎
に
な
っ
た
こ
と
よ
り
も
、
近
代
の
国
民
国
家
と
資
本
主
義
は

非
常
に
そ
の
近
接
し
た
論
理
構
造
か
ら
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。

橋
爪

ル
タ
!
と
カ
ル
パ
ン

(
]
の
包
ゴ
ロ
)
は
非
常
に
似
て
い
ま

す
が
、

カ
ル
パ
ン
は
ル
タ

l
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
い
ま
す
。

そ
の

公
務
が
隣
人
愛
を
実
践
す
る
も
の
だ
と
い
う
論
理
は
、

ル
タ

l
の
な

か
に
す
で
に
あ
り
ま
す
。

カ
ル
バ
ン
は
そ
れ
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。

む
し
ろ
、
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

常
塚

例
え
ば
、

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
け
る
カ
ル
ピ
ニ
ズ
ム
は
、
他

宗
教
や
ほ
か
の
異
端
的
な
思
想
に
対
し
て
非
寛
容
な
方
向
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
宗
教
改
革
の
思
想
が
出
現
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
宗
教
戦
争
を
回
避
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
国
家
の
世
俗
化

と
い
う
も
の
が
は
か
ら
れ
た
と
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
カ
ル
パ
ン
の
カ
ス

頃
か
ら
体
を
鍛
え
、

腕
を
磨
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
強
盗
が
来
て
も
、

彼
ら
は
体
を
張
っ
て
強
盗
と
決
闘
す
る
。

み
ん
な
を
守
る
た
め
に
で

す
ね
。
こ
れ
が
公
務
と
い
う
も
の
で
す
。
公
務
中
に
強
盗
に
撃
ち
殺

さ
れ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
リ
ス
ク
と
し

て
仕
方
が
な
い
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
公
務
に
殉
じ
た
保
安

官
が
い
れ
ば
、

大
変
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
、

大
き
な
名
誉
と
尊

敬
が
え
ら
れ
る
。

こ
れ
が
国
家
の
基
本
的
構
造
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、

国
家
を
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
安
全
保
障
と
い
う
問

題
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
強
盗
の
よ
う
に
内
側
か
ら
来
る
場

そ
の
場
合
に
は
警
察
と
い
う
職
務
が
あ
っ
て
、
危

険
を
顧
み
ず
職
務
を
遂
行
す
る
。
消
防
な
ん
か
も
そ
う
で
す
。
外
側

お
か

軍
人
が
リ
ス
ク
を
冒
し
て
公
務
を
執
行

合
も
あ
り
ま
す
。

か
ら
の
脅
威
に
対
し
て
は
、

す
る
。
こ
の
よ
う
に
公
務
を
執
行
し
て
、

リ
ス

ク
を
担
う
人
た
ち
が

い
な
け
れ
ば
ど
ん
な
国
家
も
存
立
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、

キ
リ
ス

ト
教
徒
の
基
本
的
な
考
え
方
で
す
。
そ
の
職
務
は
世
俗
の
行
動
で
す

け
れ
ど
も
、

神
が
命
じ
た
職
務
に
対
す
る
忠
誠
や
隣
人
愛
を
実
現
す

る
の
で
、
宗
教
的
に
も
肯
定
で
き
る
と
考
え
る
の
で
す
。

カ
ソ
リ
ッ
ク
に
は
、

そ
う
い
う
論
理
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
わ
け

で
す
。

軍
人
は
罪
深
い
、
だ
か
ら
教
会
が
免
罪
符
を
発
行
し
て
、
罪

テ
リ
ヨ
ン

(ω
・の
S

E
E
oロ
)
に
対
す
る
行
動
を
見
る
と、

カ
ル
ピ

ニ
ズ
ム
は
こ
の
国
民
国
家
の
宗
教
、

政
教
分
離
と
い
う
こ
と
か
ら
後

退
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

橋
爪

そ
こ
は
多
少
複
雑
で
す
ね
。

カ
ソ
リ
ッ
ク
で
は
、

教
会
と
国
家
は
や
む
を
得
ず
分
離
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
対
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、

カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
は
存

在
し
な
く
て
も
い
い
と
言
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
教
会
は
な
く
な
っ

て
し
ま
う
わ
け
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
主
張
で
き
る
た
め
に
は
、
。
フ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
プ

ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
を
も
っ
て
い
る
人
が
、

カ
ソ
リ
ッ
ク
と
は
区
別

さ
れ
た
か
た
ち
で
生
活
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
カ
ソ
リ
ッ
ク

は
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
王
様
を
け
し
か
け
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
共

同
体
に
攻
撃
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
安
全
を
守
る
た
め
に
そ
の
団
体

は
や
は
り
政
治
的
に
も
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

だ
か
ら
、

カ
ル
パ
ン
が
指
導
し
て
い
た
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
自
治
社
会
は
、
そ
う
い

う
意
味
で
政
教
一
致
の
、
カ
ル
バ
ン
が
指
導
す
る
社
会
と
い
う
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
も

い
ろ
い
ろ
な
教
会
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
解
釈
が
違
っ
て
き
て
相

手
が
悪
魔
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
悪
魔
を
滅
ぼ
す
こ
と

- 78一

- 79-



が
隣
人
愛
の
実
践
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
お
互
い
に
戦
い
合
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
実
際
に
、
隣
人
愛
を
ど
こ
ま
で
も
実

践
し
よ
う
と
す
る
と
、
宗
教
戦
争
に
な

っ
て
し
ま
う
。
ル
タ
ー
や
カ

ル
パ
ン
の
論
理
は
政
教
一
致
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
出
来
る
ま
で
、
何
百
年
も
が
経

過
し
て
い
る
。

宗
教
戦
争
の
行
き
着
く
果
て
に
「
宗
教
的
寛
容
」
の
概
念
が
出
て

き
ま
す
。
政
治
的
国
家
を
教
会
と
結
び
つ
け
る
と
人
殺
し
に
な
る
か

ら
、
国
家
は
世
俗
の
も
の
で
、
教
会
と
は
距
離
を
置
く
と
い
う
こ
と

に
す
る
。
こ
う
い
う
大
き
な
決
断
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
ホ

ツ

ブ
ス
(
け
出
o
σ
σ
2
)
や
グ
ロ
チ
ウ
ス

(同
-
P
2
2臼
)

の
考
え
方
で
す
。

だ
か
ら
、
日
本
で
は
、
宗
教
戦
争
に
あ
た
る
歴
史
的
経
験
が
な
く
、

宗
教
的
寛
容
の
考
え
方
も
な
い
の
で
す
。

話
を
元
へ
戻
す
と
、
国
民
の
な
か
に
は
二
種
類
の
人
聞
が
い
ま
す
。

公
務
員
と
一
般
の
人
民
で
す
。
公
務
員
は
、
職
務
に
対
し
て
忠
実
で

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
、

一
般
の
人
民
を
上
回
る
レ
ヴ
ェ
ル
の

モ
ラ
ル
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
危
険
が
あ

っ
て
も
ひ
る
ま
な
い
。
与
え

ら
れ
た
職
務
を
遂
行
す
る
。
こ
れ
は
世
俗
の
業
務
に
対
す
る
忠
誠
で

す
。

一
般
の
人
民
は
、
税
金
を
払
い
、
公
務
に
殉
じ
た
人
に
対
し
て

め
る
思
想
的
な
背
景
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

橋
爪

-下

-

J

、a
'
-

、

」人

1
L
，
刀
rト

無
条
件
に
は
期
待
で
き
な
い
。

そ
れ
を
ど
う

や
っ
て
充
当
さ
せ
る
の
か
が
、
大
事
だ

っ
た
の
で
す
。

江
戸
時
代
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
武
士
の
名
誉
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
武
士
が
な
ぜ
命
が
け
で
戦
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、

鎌
倉
時
代

で
は
戦
場
で
勇
敢
に
死
な
な
い
と
、

自
分
の
領
土
を
没
収
さ
れ
て
し

ま
い
、

子
ど
も
が
そ
の
領
土
を
相
続
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
自
分
が

死
ん
で
も
子
ど
も
が
い
れ
ば
、

子
ど
も
が
そ
の
領
地
を
相
続
で
き
る
。

こ
れ
は
武
士
道
の
古
典
的
姿
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ

て
、
戦
争
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
家
制
度
に
よ
っ
て
、

相
続

は
保
証
さ
れ
て
い
く
。
行
政
官
で
有
能
で
、

君
主
に
対
し
て
代
々
、

忠
誠
を
尽
く
し
て
い
け
ば
い
い
の
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

武
士

の
名
誉
が
そ
の
モ
ラ
ル
を
支
え
ま
す
。
そ
れ
は
個
人
の
倫
理
で
は
な

く
て
、
家
と
か
子
孫
と
か
、

そ
う
い
う
自
分
を
越
え
た
も
の
を
背
景

に
し
て
い
ま
す
。
弱
虫
や
わ
が
ま
ま
な
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
モ
ラ

ル
は
期
待
で
き
る
。

し
か
し
、

武
士
の
身
分
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
明
治
に
は
、
そ

の
モ
ラ
ル
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
ど
う
な
る
か
と
言
え

ば
、
天
皇
の
意
思
を
体
現
し
て
、

公
務
に
殉
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な

リ
ス
ペ
ク
ト
を
払
う
。
こ
の
二
つ
が
、

一
般
の
人
民
に
求
め
ら
れ
る
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こ
と
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
全
体
が
、
宗
教
的
に
正
し
い

こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
的
国
家
の
基

本
像
だ
と
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
典
型
的
で
す
ね
。

戸u、
市

塚

公
務
に
関
わ
る
人
間
は
、

一
般
の
国
民
よ
り
も
高
い
モ
ラ

ル
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
憲
法
や
法
律
な
ど
で
定
め
ら
れ
て

い
る
も
の
よ
り
も
上
位
か
ら
来
る
命
令
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で

す
か
。

橋
爪

そ
れ
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
地
上
の
権
威
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
「ロ

l
マ
書
」

の
十
三
章
で
パ
ウ
ロ

(E
己
)
が
指
摘
し

て
い
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
地
上
の
権
威
は
神
が
た
て
た

も
の
で
す
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
神
が
た
て
た
こ
と
に
な
る
し
、

フ
ラ
ン
ス
国
も
神
が
た
て
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ

の
権
威
を
帯
び
て
い
る
公
務
員
が
公
務
に
従
事
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

神
の
命
令
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
民
が
選
ん
で
い
る
と
し

て
も
、
そ
こ
に
は
神
の
意
思
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
考
え
る
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
文
化
で
は
、
そ
う
な
る
と
思
い
ま
す
。

常
塚

だ
と
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
化
を
背
景
に
し
て
い

な
い
日
本
の
場
合
は
、
公
務
員
に
対
し
て
、
よ
り
高
い
モ
ラ
ル
を
求

り
ま
す
。
国
家
は
、
天
皇
の
政
府
で
あ
る
こ
と
が
大
事
で
、
軍
人
勅

諭
に
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
の
手
足
と
な
っ
て
働
く
と
い
う
イ
デ
オ
ロ

ギ
!
と
倫
理
観
で
、
そ
れ
に
代
替
し
た
。

こ
れ
は
、
あ
る
程
度
の
効
果
を
収
め
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

副
作
用
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
宗
教
に
関
し
て
言
え
ば
、

ア
メ
リ
カ

合
衆
国
で
は
宗
教
と
国
家
が
分
離
し
て
い
ま
す
か
ら
、
公
務
に
対
す

る
忠
誠
を
い
く
ら
強
調
し
て
も
、
宗
教
団
体
は
何
の
悪
影
響
や
副
作

用
も
被
ら
な
い
わ
け
で
す
。

。フ
ロ
-
ア

カ
ソ
リ
ッ
ク
は
カ
ソ
リ

ッ
ク、

ス
タ
ン
ト
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、

仏
教
徒
は
仏
教
徒
の
信
仰
を
も
っ

て
い
て
何
の
問
題
も
な
い
。

し
か
し
日
本
の
シ
ス
テ
ム
だ
と
、

人
び
と
が
日
本
国
に
忠
誠
を
誓

、
つ
の
は
、

天
皇
が
日
本
国
の
正
統
な
主
権
者
で
あ
る
か
ら
。

で
は
、

な
ぜ
天
皇
が
日
本
国
の
正
統
な
主
権
者
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は

『古

事
記
』

『
日
本
書
紀
』
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、

あ
ら
ひ
と
が
み

る
よ
う
な
意
味
で
現
人
神
、
だ
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

国
家
神
道
の
考
え

そ
の

信
念
体
系
と
仏
教
は
ど
う
い
う
関
係
に
な

っ
て
い
る
の
か
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、

神
道
と
仏
教
は
ほ
と
ん
ど
区

別
さ
れ
な
い
ま
ま
、

平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
信
じ
ら
れ
て
き
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ま
し
た
。
明
治
の
初
め
に
よ
う
や
く
神
仏
分
離
で
、

仏
教
と
神
道
は



無
関
係
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、

日
本
の
伝
統

と
反
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
で
も
、
明
治
政
府
が
そ
う
決
め
て
し
ま

い
、
天
皇
が
正
統
な
主
権
者
で
あ
る
こ
と
と
、

仏
教
の
信
念
体
系
と

は
何
の
関
係
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

何
の
関
係
も
な
い
ど
こ
ろ
か
、

仏
教
的
信
念
を
も
っ
て
い
た
ら
、
天

地皇
位は
を現

RZt人
めし神
勾だ
Q レ

き通
宅捜
℃三

ぽ

く
な
る

こ
れ
は
、

仏
教
の
社
会
的

明
治
政
府
は
十
分
意

そ
の
こ
と
を
、

識
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

国
家
神
道
の
原
則
を
あ
る
程
度
認
め
な

い
と
、

明
治
国
家
の
下
で
、
宗
教
団
体
と
し
て
存
続
で
き
な
い
と
い

う
大
き
な
枠
が
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
状
況

と
は
随
分
違
い
ま
す
。

国
家
が
世
俗
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
れ
ば
、
宗
教
に
は
何
の
影
響
も
も
た
ら
さ
な
い
。

し
か
し
明
治

国
家
は
、

世
俗
な
の
か
神
聖
な
も
の
な
の
か
が
少
し
暖
昧
で
す
。
天

皇
に
対
す
る
忠
誠
は
、
世
俗
の
義
務
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
義
務
の

ょ
う
で
あ
る
。
教
育
勅
語
も
軍
人
勅
諭
も
大
日
本
帝
国
憲
法
も
皇
民

教
育
も
、

そ
う
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
振
り
ま
い
て
い
る
。
だ
と
す
れ

ば
、
こ
れ
は
宗
教
に
対
す
る
弾
圧
に
な
る
。

所
長

そ
う
で
す
ね
。
「
神
聖
に
し
て
侵
す
べ
か
ら
ず
」

で
す
か

ら
ね
。
激
し
い
と
き
に
は
、
京
都
の
東
本
願
寺
の
高
廊
下
を
軍
万
を

こ
の
主
権
者
で
あ
る
天
皇
の
意
思
を
代
行
し

て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
総
配
権
に
も
と
づ
く
軍
人
で
あ
れ
、

さ
て
、

公
務
員
は
、

あ
る

い
は
行
政
権
に
も
と
づ
く
官
僚
で
あ
れ
、

人
民
が
抵
抗
で
き
な
い
意

思
と
権
力
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
陸
軍
の
軍
人
が
、
東

本
願
寺
の
建
物
に
入
っ
て
来
る
と
そ
れ
は
公
務
で
す
。
そ
し
て
、
東

本
願
寺
に
門
徒
が
集
ま
っ
て
信
仰
し
て
い
る
の
は
私
事
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
抵
抗
で
き
な
い
。
抵
抗
し
て
も
い
い
の
で
す
が
、
裁
判

で
負
け
て
し
ま
っ
た
り
、
理
屈
で
負
け
て
し
ま
っ
た
り
す
る
わ
け
で

す
。
抵
抗
す
る
論
理
を
組
み
立
て
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。
こ
れ
が

明
治
国
家
が
と
っ
た
宗
教
に
対
す
る
距
離
感
で
し
た
。
明
治
国
家
と

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
論
理
が
、
同
じ
近
代
国
家
で
あ
っ
て
も
、
非
常

に
違
う
と
こ
ろ
で
す
。

常
塚

い
ま
お
っ
し
ゃ
る
大
日
本
帝
国
憲
法
と
天
皇
の
関
係
は
、

い
ま
の
日
本
国
憲
法
と
日
本
国
の
関
係
と
も
パ
ラ
レ
ル
な
感
じ
が
し

ま
す
。
日
本
国
憲
法
が
で
き
る
前
か
ら
日
本
国
は
あ
っ
た
わ
け
で
す

か
ら
、
日
本
の
政
治
、
統
治
体
系
は
日
本
国
憲
法
以
前
か
ら
自
明
の

原
理
と
し
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、

い
ま
の
日
本
の
政
府
が

愛
国
心
と
か
と
言
う
と
き
に
非
常
に
違
和
感
を
も
つ
の
で
す
。

つ
ま

り
、
国
を
愛
す
る
こ
と
と
、

い
ま
の
政
治
体
制
に
対
し
て
文
句
を
言

下
げ
た
軍
人
が
ド
カ
ド
カ
と
歩
い
て
き
て
、
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阿
弥
陀
様
を
紀
る
の
か
、

天
皇
を
杷
る
の
か
ど
っ
ち
だ
、

と
い
う
ふ
う
に
脅
し
て
き
た
こ
と
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
特
に
、
法
主
の
相
続
の
問
題
に
絡
ん
だ
と
き
に

で
す
ね
。

橋
爪

そ
れ
は
あ
り
得
ま
す
。

そ
の
と
き
に
な
ぜ
抵
抗
し

で
も
、

に
く
い
の
か
。

ア
メ
リ
カ
の
場
合
で
あ
れ
ば
、

す
べ
て
の
公
務
員
は

憲
法
に
忠
誠
を
誓
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
信
教

そ
し
て
憲
法
に
、

の
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
あ
る
」
と
書
い
て

あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
教
会
に
対
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
そ
れ

は
公
務
員
の
職
務
規
定
に
違
反
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
憲
法
を
楯
に

し
て
、
公
務
員
を
教
会
へ
の
干
渉
か
ら
排
除
で
き
る
。
何
の
た
め
ら

い
も
な
く
抵
抗
で
き
る
。

大
日
本
帝
国
憲
法
を
読
ん
で

け
れ
ど
も
、

み
る
と
、

天
皇
は
憲
法
が
あ
る
前
か
ら
統
治
権
者
な
の
で
す
。

明
治

二
十
年
ま
で
は
害
ω
法
が
な
い
。

い
わ
ば
専
制
君
主
で
す
。
立
憲
君
主

で
は
な
い
の
で
す
。
専
制
君
主
が
国
民
の
た
め
を
思
っ
て
、
も
と
も

と
専
制
君
主
で
あ
っ
た
の
に
、
こ
れ
か
ら
立
憲
君
主
に
な
り
ま
し
ょ

う
、
と
い
う
こ
と
で
憲
法
を
国
民
に
与
え
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

立
憲
君
主
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
に
、
天
皇
は
、
超
法
規
的

に
主
権
者
で
あ
る
わ
け
で
す
。

わ
な
い
こ
と
と
が
イ
コ
ー
ル
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ

が
す
る
の
で
す
。
も
っ
と
言
え
ば
、

日
本
国
憲
法
が
で
き
る
前
か
ら

日
本
国
が
あ
っ
た
の
で
、
日
本
の
国
は
戦
前
の
天
皇
の
よ
う
に
、
決

し
て
拒
否
で
き
な
い
も
の
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
愛
国
心

と
い
う
と
き
に
、
政
治
的
な
国
家
に
対
す
る
忠
誠
と
い
う
場
合
に
は
、

言
い
換
え
れ
ば
、
憲
法
を
守
る
と
い
う
誓
い
だ
と
言
っ
て
も
い
い
と

思
い
ま
す
。
日
本
の
政
治
家
が
愛
国
心
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
要
す

る
に
日
本
政
府
に
、
も
っ
と
言
え
ば
、
政
治
家
に
文
句
を
言
う
な
と

い
う
こ
と
の
言
い
換
え
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
私
は
愛
国
心
と
い

つ
こ
と
の
危
う
さ
を
感
じ
て
い
る
の
で
す
。

橋
爪

憲
法
を
守
る
こ
と
が
、
政
府
に
文
句
を
言
う
な
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
明
治
憲
法
的
特
質
な
の
で
す
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
ダ
ピ
デ
の
統
治
契
約
と
同
じ
構
造
で

す
。
人
民
が
国
王
の
候
補
者
と
契
約
を
結
ぶ
。
す
る
と
、
契
約
を
解

消
す
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
契
約
を
解
消
し
た
ら
ダ
ピ
デ
王

は
王
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
契
約
を
解
消
し
た
あ
と
で
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も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う
国
民
の
実
体
は
存
続
す
る
。
別
な
誰
か
と

同
様
の
契
約
を
結
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
。
こ
れ
が
統
治
契
約
と
い
う



も
の
で
す
。
大
統
領
と
ア
メ
リ
カ
国
民
も
同
じ
で
す
。

ア
メ
リ
カ
と

い
う
団
体
が
、
ま
ず
存
続
す
る
。
そ
し
て
大
統
領
を
、
人
民
の
都
合

で
任
命
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
人
民
の
都
合
に
よ
っ
て
解
任
も

で
き
る
。
憲
法
を
守
る
の
は
誰
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
公
務
員
で
す
。

人
民
は
公
務
員
や
大
統
領
に
要
求
を
突
き
つ
け
て
い
る
わ
け
で
あ

っ

て
、
そ
の
要
求
ど
お
り
で
な
か
っ
た
ら
解
任
す
る
と
い
う
の
が
憲
法

で
す
。と

こ
ろ
が
、
明
治
憲
法
は
そ
う
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
ま
せ
ん
。

憲
法
以
前
に
、
支
配
者
と
人
民
が
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
い
い
の
だ

け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
外
国
に
憲
法
が
あ
る
の
に
、
わ
が
国
に
憲
法

が
な
い
の
で
格
好
が
悪
い
。
こ
れ
が
、
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
ひ
と
つ

の
理
由
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
仮
に
で
す
が
、
天
皇
が
勝
手
放
題

を
や
っ
た
場
合
に
、
人
民
は
ひ
ど
く
迷
惑
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
あ
ら

か
じ
め
タ
ガ
を
は
め
る
た
め
に
、
憲
法
と
い
う
も
の
を
作
り
ま
し
ょ

う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
、
天
皇
の
側
か
ら
言
い
出
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
天
皇
が
自
分
で
こ
の
憲
法
を
守
る
と
言
い
出
し

た
の
で
、
国
民
の
側
が
言
い
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
国
民

の
側
が
、
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
戦
前
の

憲
法
は
そ
う
な
っ
て
い
る
。

暖
昧
で
す
。
さ
ら
に
、
象
徴
天
皇
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
象
徴
と
な

っ
た
の
は
元
の
憲
法
の
主
権
者
な
の
だ
が
、
な
ぜ
そ
う
し
・
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
か
。

つ
ま
り
、
天
皇
の
条
項
(
第
一
章
)
が
な
ぜ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
が
、

こ
の
憲
法
の
な
か
で
明
快
で
は
な
い
の

で
す
。

常
塚

明
治
憲
法
が
で
き
る
前
に
、

各
地
で
議
論
さ
れ
た
憲
法
の

草
案
な
ど
を
見
る
と
、
そ
の
な
か
に
、
国
民
は
政
府
を
転
覆
す
る
権

利
が
あ
る
と
書
い
て
あ
る
草
案
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
国
は
、
国

民
が
集
ま
っ
て
便
宜
的
に
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、

や
は
り
当
時
の
民
権
活
動
家
の
歩
み
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

大
日
本
帝
国
憲
法
が
で
き
る
と
き
に
は
そ
う
い
う
条
項
が
な
か
っ
た
。

ど
う
も
、
こ
の
考
え
方
は
い
ま
で
も
続
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て

い
ま
す
。
日
本
人
は
、

い
ま
の
政
府
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
本
気
で
は
思
つ
て
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
、

時
々
あ

り
ま
す
。
何
か
政
治
と
い
う
の
は
、
自
分
た
ち
と
ま
っ
た
く
別
の
世

界
の
話
で
あ
っ
て
、
自
分
た
ち
が
ど
う
の
こ
う
の
と
言
っ
て
も
、
そ

っ
ち
の
世
界
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
と
い
う

よ
う
な
考
、
ぇ
方
が
、

な
ぜ
か
日
本
人
の
間
に
は
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
い
う
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
、

日
本
国
憲
法
が
で
き

と
こ
ろ
が
、
戦
争
で
負
け
た
の
で
、
天
皇
が
自
分
で
言
い
出
し
て
、
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憲
法
改
正
を
し
て
日
本
国
憲
法
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
何
と
書

い
で
あ
る
の
か
と
言
え
ば
、
「
天
皇
は
、

日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日

本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
位
は
、
主
権
の
存
す
る
日

本
国
民
の
総
意
に
基
く
」
(
第
一
条
)
と
あ
り
ま
す
。
内
容
が
す
っ
か

り
変
わ
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
の
憲
法
と
か
な
り
似
た
憲
法
に
し
ま
し
た
。

こ
の
憲
法
も
、
天
皇
が
言
い
出
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
の

で
す
が
、
現
在
の
憲
法
は
主
権
在
民
の
近
代
国
家
的
憲
法
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
内
容
的
に
は
、
象
徴
天
皇
の
と
こ
ろ
を
別
に
す
れ

ば
、
問
題
は
な
い
く
ら
い
き
ち
ん
と
し
た
い
い
憲
法
で
す
。

そ
こ
で
、

い
ま
出
た
愛
国
心
の
問
題
と
パ
ラ
レ
ル
な
問
題
が
あ
る

の
か
ど
う
か
で
す
が
、
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
憲
法
改
正
の
経

緯
で
す
。
憲
法
に
主
権
者
と
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
改
正
の
プ
ロ

セ
ス
は
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
の
意
思
と
あ
ま
り
関
係
な
し
に
進
め

ら
れ
た
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
面
が
あ
っ
て
、

ひ
と
つ
は
占
領
軍
が
改

正
の
主
導
権
を
握
っ
た
と
い
う
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
旧
憲
法
の
改

正
な
の
で
、
旧
憲
法
の
主
権
者
の
意
思
に
よ
っ
て
新
憲
法
が
効
力
を

も
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
れ
で
、
日
本
国
民
は
い
つ
か
ら

主
権
者
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
古
川
も

る
と
き
に
、

マ
ッ
カ

l
サ
l
の
G
H
Q
が
十
日
ぐ
ら
い
で
パ
ッ
パ
と

作
っ
て
し
ま
っ
た
感
じ
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、

そ
の
で
き
た
憲
法
を

当
時
の
日
本
人
が
「
パ
ッ
パ
と
作
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
な
ん
か
、
受

け
入
れ
な
い
」
と
言
っ
た
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
ん
な
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
の
国
民
の
多
く
は
、
素
晴
ら
し
い
と
も
ろ
手
を

挙
げ
て
歓
迎
し
た
わ
け
で
す
。

日
本
各

マ
ッ
カ

l
サ
l
に
対
し
て
、

地
か
ら
国
民
が
送
っ
た
手
紙
は
随
分
た
く
さ
ん
保
存
さ
れ
て
い
る
そ

う
で
す
が
、
そ
れ
を
見
る
と
、
ぜ
ひ
と
も
マ
ツ
カ

l
サ
l
様
に
は
日

本
に
い
つ
ま
で
も
留
ま
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
お
願
い
で
あ
る

と
か
、
天
皇
を
さ
っ
さ
と
や
め
さ
せ
て
く
だ
さ
い
と
か
、
そ
う
い
う

要
求
が
国
民
か
ら
直
接
マ
ッ
カ

l
サ
ー
の
ほ
う
に
あ
が
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
の
で
す
。
日
本
の
国
民
と
国
家
の
関
係
に

は
非
常
に
ね
じ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な

気
が
し
て
い
ま
す
。

橋
爪

『
ア
メ
リ
カ
の
行
動
原
理
』
と
い
う
本
に
も
書
き
ま
し
た

が

ア
メ
リ
カ
は
建
国
以
来
二
百
年
余
り
で
す
が
、

植
民
地
に
入
植

し
て
か
ら
数
え
る
と
四
百
年
ぐ
ら
い
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
と
い

う
こ
と
は
、

国
家
が
で
き
る
前
に
州
が
あ
り
、
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州
が
で
き
る
前
に
タ

ウ
ン
(
門
O
J
E
)

が
あ
る
の
で
す
。
タ
ウ
ン
は
要
す
る
に
地
方
自
治
体



で
す
。
州
は
い
わ
ば
国
に
あ
た
る
ス
テ
ー
ト
(
印
互
巾
)

で
す
。
そ
し

て
最
後
に
連
邦
が
で
き
た
。

独
立
す
る
前
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、

ア
メ
リ
カ
は
植
民
地
で

す
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
一
部
分
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
は
王
政
だ
か
ら
、
王

の
命
令
が
法
律
に
な
る
。
そ
う
い
う
王
政
の
介
入
を
ア
メ
リ
カ
人
は

拒
絶
し
、
自
分
た
ち
の
タ
ウ
ン
を
民
主
的
に
運
営
し
よ
う
と
す
る
わ

け
で
す
。
タ
ウ
ン
が
、
自
分
た
ち
の
生
活
に
直
結
す
る
こ
と
は
何
で

も
決
め
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
干
渉
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
が
民
主

主
義
の
基
本
な
の
で
す
。

タ
ウ
ン
で
は
、

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
い
っ
て
、
全
員
集
会
を

行
な
い
ま
す
。
直
接
民
主
主
義
を
理
想
と
し
、
代
議
制
で
は
な
く
、

自
分
た
ち
が
セ
ル
フ
ガ
パ
ナ

l
ズ
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
し
よ
う
と
い

う
考
え
方
を
と
っ
た
。
と
に
か
く
、
草
の
根
の
、

タ
ウ
ン
の
民
主
主

義
が
民
主
主
義
の
基
本
だ
と
い
う
認
識
が
あ
り
ま
す
。

州
は
と
い
え
ば
、
州
に
よ
っ
て
歴
史
の
長
短
が
あ
り
ま
す
。

ア
メ

リ
カ
独
立
後
に
で
き
た
州
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
。

州
は
州
で
議
会
を
も

ち
、
州
兵
を
も
っ
。
そ
の
う
え
で
、
合
州
国
が
で
き
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
合
州
国
の
憲
法
は
民
主
的
に
で
き
て
い
る
け
れ
ど
も
、
合
州

国
憲
法
が
民
主
的
に
で
き
て
い
る
か
ら
民
主
主
義
で
は
な
い
の
で
す
。

な
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
で
き
な
い
こ
と
を
も
っ
と
広
い
範
囲
で
や
る
。

さ
ら
に
で
き
な
い
こ
と
を
、

さ
ら
に
広
い
範
囲
で
や
る
と
い
う
ふ
う

に
積
み
重
ね
て
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、

州
ご
と
に
法
律
が
違
う
し
、

州
法
で
決
め
て
な

い
こ
と
で
も
、

タ
ウ
ン
は
み
ん
な
自
由
に
決
め
て
い
ま
す
ね
。
自
分

の
こ
と
を
決
め
る
た
め
に
は
、

そ
う
い
う
順
序
で
あ
る
こ
と
が
望
ま

し
い
わ
け
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
結
構
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
は
、
中
国
の
影
響
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
中
央
政
府
が
、
地

方
を
順
番
に
統
治
し
て
い
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
建
て
前
に
し
て
い

ま
す
か
ら
、

地
方
自
治
を
認
め
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
武
家
政
治

の
も
と
で
は
領
国
支
配
が
あ
っ
て
、

地
頭
や
御
家
人
は
領
主
裁
判
権

を
も
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
地
方
分
権
だ
っ
た
。
江
戸
時
代
ま
で
は

地
方
分
権
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
が
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
そ
れ
を
一

oovm裏
返
し
て
、
明
治
政
府
は
地
方
分
権
を
徹
底

的
に
排
除
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
近
代
化
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、

自
分

で
国
家
を
つ
く
っ
た
と
い
う
感
覚
が
な
い
の
で
す
。

独
立
戦
争
も
市

民
革
命
も
な
く
て
、

明
治
維
新
は
武
士
が
勝
手
に
や
っ
た
。

そ
の
内

容
は
よ
か
っ
た
に
し
て
も
、

命
を
か
け
て
戦
っ
た
市
民
は
あ
ま
り
い

な
か
っ
た
。

タ
ウ
ン
が
民
主
的
に
で
き
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
集
ま
っ
た
ア
メ
リ
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カ
が
民
主
的
に
で
き
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。

さ
き
ほ
ど
、
日
本
国
憲
法
を
み
ん
な
が
歓
迎
し
た
と
い
う
話
が
あ

り
ま
し
た
。
明
治
以
来
の
政
治
は
、
あ
ま
り
人
民
に
都
合
が
よ
く
な

か
っ
た
と
い
う
面
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
日
本
国
憲

法
は
い
い
の
で
み
ん
な
が
賛
成
し
た
と
。
そ
こ
に
は
、
害
ω
法
が
や
は

り
一
番
大
事
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
て
、
そ
こ
は
大
日
本
帝
国
憲

法
と
同
じ
な
の
で
す
。
大
日
本
帝
国
憲
法
で
は
、
ま
ず
天
皇
が
あ
っ

て
、
国
が
あ
っ
て
、
県
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
市
町
村
が
あ
っ
た
わ
け

で
す
。
国
が
あ
る
か
ら
地
方
自
治
体
が
あ
る
の
で
す
。
そ
も
そ
も
県

や
市
町
村
と
い
っ
て
も
、
戦
前
は
地
方
自
治
体
と
い
う
考
え
方
す
ら

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

い
わ
ば
下
部
機
関
で
す
。

ア
メ
リ
カ
と
ま
っ

た
く
反
対
な
の
で
す
。
日
本
の
よ
う
な
考
え
方
だ
と
し
た
ら
、
憲
法

が
い
く
ら
民
主
的
で
も
、
人
び
と
の
日
常
の
な
か
で
機
能
し
な
い
の

で
す
。タ

ウ
ン
ぐ
ら
い
の
小
さ
な
範
囲
で
は
、
自
治
を
し
て
い
る
こ
と
は

非
常
に
明
確
で
す
。
誰
だ
っ
て
百
人
や
五
百
人
集
ま
っ
て
生
活
を
し

て
い
た
ら
、
自
分
た
ち
の
こ
と
は
自
分
で
決
め
た
い
と
思
い
ま
す
ね
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
な
ど
も
そ
ん
な
例
で
す
。
そ
こ
が
基
層
に

常
塚

い
ま
の
日
本
は
、
そ
う
い
う
明
治
以
降
の
歴
史
的
な
経
緯

を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
こ
れ
か
ら
先
、
政
治
を
国
民
の
手
に
取
り
戻

し
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
し
ょ
う
が
、

日
本
の
国
を
国
民
の
も

の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
い
っ
た
行
動
を
と
っ
て
い
く
べ
き
だ

と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

橋
爪

リ
仏
品
斗
h
品
、

1
l
 郵
政
民
営
化
は
評
価
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

泉

首
相
(
当
時
)
は
、
政
策
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
人
だ
と
思
う
の

で
す
が
、

政
治
的
直
観
は
は
た
ら
く
。

で
は
、

郵
政
民
営
化
の
ど
こ

が
評
価
で
き
る
の
か
。

日
本
の
税
制
は
、
間
接
税
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
。
関
税
と
物
品

税
、
そ
れ
か
ら
地
租
で
す
。
地
租
は
直
接
税
で
す
が
、
割
合
が
だ
ん

だ
ん
小
さ
く
な
っ
て
、

明
治
の
税
収
で
は
関
税
と
物
品
税
が
重
要
に

な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
あ
と
、
所
得
税
の
比
重
が
増
え
て
き
て
、
昭

和
に
は
所
得
税
を
源
泉
徴
収
の
形
で
徴
収
し
、

す
べ
て
の
勤
労
者
が

払
う
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
納
税
は
、
国
家
の
基
本
で
す
か
ら
、

こ
の
機
会
に
世
俗
的
、

現
世
的
、

政
治
的
国
家
を
運
営
し
て
い
る
と

い
う
感
覚
を
人
び
と
に
与
え
る
こ
と
が
と
て
も
大
事
で
す
。

と
こ
ろ

が
源
泉
徴
収
に
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
納
税
を
し
て
い
る
と
い
う
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意
識
が
希
薄
に
な
っ
た
。

こ
れ
が
問
題
、だ
と
思
い
ま
す
。

い
ま
も
昭



和
十
六
(
一
九
四
一
)
年
に
で
き
た
源
泉
徴
収
の
シ
ス
テ
ム
を
続
け

て
い
る
の
で
す
が
、

こ
れ
は
有
害
だ
。

郵
政
民
営
化
を
な
ぜ
い
ま
評
価
す
る
の
か
と
言
え
ば
、

税
金
で
も

っ
て
国
の
歳
入
を
ま
か
な
い
、
歳
出
と
均
衡
さ
せ
て
、

そ
の
予
算
を

国
会
で
決
め
る
と
い
う
民
主
主
義
の
基
本
(
人
民
が
国
を
経
営
し
て
い

る
と
い
う
基
本
)

に
立
ち
戻
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

財
政
投
融
資

は
、
暖
味
な
の
で
す
。
税
金
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
郵
便
貯
金

な
ど
の
資
金
を
国
民
か
ら
集
め
て
、
国
の
歳
出
に
使
っ
て
い
る
。
そ

の
比
率
が
異
様
に
高
い
で
し
ょ
う
。

し
か
も
、

国
債
を
た
く
さ
ん
発

行
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

国
の
財
政
の
半
分
ぐ
ら
い
は
国

い
ま
、

債
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

国
債
の
引
き
受
け
手
は
ほ
と
ん
ど
な
い

の
で
、

無
理
を
し
て
郵
貯
な
ど
に
引
き
受
け
さ
せ
て
き
た
。

そ
の
意

思
決
定
を
し
て
い
る
の
は
政
府
で
す
。

そ
れ
は
国
の
予
算
に
出
て
こ

な
い
の
で
す
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
自
民
党
の
田
中
角
栄
が
作
り
、
全
国
の
郵
便
局

か
ら
た
く
さ
ん
の
預
貯
金
を
集
め
ま
し
た
。
国
民
の
資
産
の
千
四
百

兆
円
の
う
ち
三
百
三
十
兆
円
く
ら
い
が
郵
便
局
の
預
貯
金

(
保
険
を

含
む
)
だ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
役
人
が
、
国
の
金

(
元
は
と
い
え
ば
、
国
民
の
金
)
で
、
勝
手
に
国
の
歳
出
を
行
な
い
、

止
し
て
国
民
学
校
に
再
編
し
た
と
き
に
で
き
た
の
で
す
。
尋
常
小
学

校
は
エ
レ
メ
ン
タ
リ
l
ス
ク
ー
ル

(
色
白

B
g
gミ
印
。
r
o
o
-
)
み
た
い

な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
学
区
は
あ
っ
て
も
多
少
の
自
由
が
あ
っ

て
、
親
は
学
校
を
選
べ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
国
民
学
校
は
、

フ
ォ

ル
ク
ス
シ
ュ

l
レ
(〈

o
-
Z
ω
与
己
巾
)
と
い
う
、

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ

の
シ
ス
テ
ム
を
真
似
し
た
も
の
で
す
。
子
ど
も
は
親
の
も
の
で
は
な

く
て
国
の
も
の
で
、
小
国
民
で
あ
る
。
教
育
を
受
け
る
の
は
国
民
の

義
務
で
あ
っ
て
、
立
派
な
小
国
民
に
な
り
な
さ
い
と
い
う
、
教
育
権

は
国
の
も
の
と
い
う
考
え
方
で
で
き
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
厳
格
な
学

区
制
を
し
い
て
、
学
校
を
選
べ
な
く
し
た
。
そ
し
て
教
育
の
内
容
も

国
が
す
べ
て
決
め
て
、
指
導
要
領
み
た
い
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
、
固
定
教
科
書
で
教
え
る
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

戦
後
、

こ
の
学
区
制
は
、

つ
い
最
近
ま
で
非
常
に
厳
格
に
維
持
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
固
定
教
科
書
か
ら
検
定
教
科
書
に
な
り
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
学
習
指
導
要
領
は
ま
す
ま
す
重
み
を
増
し
て
い
ま
す
。
教

育
内
容
に
つ
い
て
は
均
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
教
師
は
そ
れ
に
も

と
づ
い
て
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
場
の
自
由
は
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
都
道
府
県
単
位
で
教
員
を
採
用
し
、
域
内

公
共
事
業
を
行
な
い
、
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そ
し
て
天
下
り
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
個

別
利
害
と
共
同
利
害
が
こ
ん
な
に
ね
じ
れ
て
い
て
、

国
民
の
意
思
が

国
会
で
反
映
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
ま
っ
た
く
失

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

小
泉
さ
ん
は
森
派

(
旧
福
田
派
)
だ
か
ら
、

田
中
派
の
支
配
が
憎

く
て
、

い
ろ
い
ろ
な
経
緯
で
日
本
道
路
公
団
と
郵
便
局
を
や
っ
つ
け

れ
ば

橋
本
派
(
当
時
)
の
支
配
も
終
わ
る
と
か
、

単
純
に
考
え
て

そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
や

っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
真
っ
当
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、

郵
政
民
営
化
は
評
価
で
き
る
。

政
治
が
国
民
の
も
の
に
な
る
一
歩
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

本
多
(
雅
)

国
民
の
意
識
と
い
う
問
題
で
言
え
ば
、
学
校
教
育
が

す
ご
く
大
事
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
が
、
学
校
教
育
の
問
題

に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
お
考
え
を
お
も
ち
で
し
ょ
う
か
。

橋
爪

学
校
改
革
に
つ
い
て
は
、

『
選
択
・
責
任
・
連
帯
の
教
育

改
革
』
(
勤
草
書
房
)
と
い
う
本
に
ま
と
め
て
書
き
ま
し
た
。

要
点
を
述
べ
る
と
、

日
本
の
い
ま
の
学
校
教
育
シ
ス
テ
ム
は
、
戦

後
教
育
改
革
で
で
き
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
む
し
ろ
そ
の
骨

格
は
、
昭
和
十
四
(
一
九
三
九
)
年
で
し
た
か
、
尋
常
小
学
校
を
廃

を
流
動
さ
せ
る
人
事
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
校
長
は
各
校
に
落
下
傘

で
降
り
て
く
る
け
れ
ど
も
、
退
職
前
に
ま
あ
三
年
ぐ
ら
い
校
長
を
や

っ
て
、
大
過
な
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
で
す
。
長
年
い
る
教
頭
を

始
め
と
し
た
教
員
が
言
う
こ
と
を
き
く
は
ず
は
な
く
、
自
分
の
思
う

よ
う
な
教
育
な
ん
か
は
全
然
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
校
長
は
学
校
経

営
が
で
き
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
官
僚
制
で
す
。
教
育
と
官
僚
制
ぐ
ら
い
、
正
反

対
な
も
の
は
な
い
。
教
育
は
人
間
と
人
間
の
関
係
で
、
教
員
も
生
徒

に
対
し
た
そ
の
場
で
人
間
と
し
て
の
対
応
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

が
一
番
基
本
に
な
り
ま
す
。
そ
の
正
反
対
が
官
僚
制
で
す
。
規
則
、
だ

か
ら
と
か
、
学
習
指
導
要
領
の
何
頁
に
書
い
て
あ
る
か
ら
と
か
、
前

例
在
調
べ
て
み
て
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
自
分
で

責
任
を
と
ろ
う
と
は
し
な
い
。
だ
か
ら
、

い
じ
め
な
ど
が
あ
っ
て
も
、

ま
っ
た
く
対
応
が
で
き
な
い
の
で
す
。

そ
こ
で
私
が
提
案
し
て
い
る
の
は
、

「
教
育
権
は
誰
に
あ
る
の

か
」
を
ま
ず
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
親
に
あ
り
ま
す
。

親
が
自
分
の
子
ど
も
を
教
育
す
る
の
で
す
が
、
プ
ロ
で
は
な
い
の
で
、

。。

プ
ロ
を
雇
っ
て
代
わ
り
に
教
育
さ
せ
、
保
安
官
を
雇
う
の
と
同
じ
で
、

先
生
を
雇
う
。
校
長
も
雇
う
。
校
長
を
監
督
す
る
の
は
親
で
あ
っ
て
、



国
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
部
科
学
省
や
国
は
、
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
だ
け
で
あ
っ
て
、
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
ど
う
い
う
ふ

う
に
何
を
教
え
る
か
は
ま
っ
た
く
教
員
の
自
由
、
現
場
の
自
由
で
あ

っ
て
、
校
長
の
裁
量
権
に
任
せ
よ
う
と
い
う
提
案
で
す
。
た
だ
し
、

教
育
の
結
果
は
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
高
校
卒
業
な
ら

高
校
卒
業
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
認
定
し
た
り
、
そ
れ
か
ら
小
学
校
な
ら
小

学
校
で
学
力
が
つ
い
た
か
ど
う
か
、
例
え
ば
、
漢
字
が
読
め
た
か
ど

う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
、
第
三
者
試
験
を
や
っ
て
、
校
長
の

教
育
効
果
を
測
定
す
る
の
で
す
。
簡
単
に
い
う
と
、
公
設
民
営
で
す

ね
。
私
は
、
そ
の
よ
う
な
公
設
民
営
の
学
校
教
育
と
い
う
も
の
を
小

中
高
で
行
な
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
民
主

主
義
の
基
本
だ
と
思
う
の
で
す
。

常
塚

そ
の
ご
提
案
は
、

た
し
か
に
理
想
的
で
い
い
制
度
に
な
る

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
と
い
う
も
の
が

あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
親
が
子
ど
も
の
教
育
は
不
要
だ
と

考
え
れ
ば
、

子
ど
も
は
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な

る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
教
育
の
機
会
均
等
が
な
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
が
出
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
経

済
的
な
面
か
ら
言
え
ば
、
教
育
費
が
払
え
る
親
の
子
ど
も
だ
け
が
教

外
教
育
に
行
か
な
く
て
も
い
い
ぐ
ら
い
公
立
高
校
に
投
資
を
行
な
っ

て
、
そ
の
教
育
能
力
を
高
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。

アて、つい

う
方
向
で
の
改
革
が
、
私
の
提
案
で
す
。
教
育
能
力
を
高
め
る
た
め

に
は
自
由
度
を
高
め
、
多
様
な
努
力
を
公
立
高
校
が
で
き
る
よ
う
に

し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

大
学
に
つ
い
て
言
え
ば
、

大
学
の
経
費
に
比
べ
て
学
費
が
安
す
ぎ

ま
す
。
例
え
ば
、
大
学
に
三
分
の
一
の
人
が
行
く
と
し
ま
し
ょ
う
。

国
民
全
員
か
ら
税
金
を
と
っ
て
大
学
の
費
用
を
ま
か
な
い
、

三
分
の

一
の
人
が
大
学
卒
の
学
歴
を
手
に
入
れ
る
と
す
る
と
、

そ
の
人
た
ち

は
比
較
的
高
所
得
の
家
庭
の
子
ど
も
な
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
資
源

の
逆
配
分
で
す
。
全
員
か
ら
税
金
を
と
っ
て
、

三
分
の

の
人
の
子

ど
も
の
教
育
費
の
面
倒
を
見
て
い
る
の
で
す
。

国
立
大
学
だ
と
、
学

生
一
人
を
教
育
す
る
の
に
年
間
百
八
十
万
円
ぐ
ら
い
か
か
る
の
に
、

五
十
万
円
し
か
払
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
是
正
す
る
道
は
、
ま
ず
、

コ
ス
ト
相
当
に
授
業
料
を
取
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

成
績
が
優
秀

で
あ
る
か
、

あ
る
い
は
親
の
所
得
が
少
な
い
人
た
ち
に
、

そ
の
一
部

を
奨
学
金
の
か
た
ち
で
分
配
す
る
こ
と
で
す
。

こ
れ
で
、

大
学
の
教

育
の
機
会
均
等
は
実
現
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
い
ま
の
ま
ま
だ
と
、

入
学
試
験
は
誰
で
も
受
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

学
力
を
つ
け
る
た
め

育
を
受
け
ら
れ
て
、
お
金
を
払
う
余
裕
が
な
い
場
合
に
、
教
育
が
受

け
ら
れ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
も
出
て
く
る
と
思
い

ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

橋
爪

親
の
経
済
的
な
格
差
が
、
教
育
の
機
会
均
等
と
ど
う
い
う

関
係
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

現
状
は
、
八
ム
教
育
の
無
料
化
を
前
提
に
し
て
、
教
育
の
機
会
均
等

を
実
現
し
て
い
る
と
い
う
建
て
前
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
実
態

は
、
そ
の
反
対
で
あ
る
。
公
教
育
の
質
、
特
に
高
校
が
悪
す
ぎ
ま
す
。

公
立
の
高
校
に
通
っ
て
も
・
な
か
な
か
大
学
に
進
学
で
き
な
い
。
そ
こ

で
私
立
の
一
貫
校
に
行
く
か
、
公
立
の
高
校
に
通
い
な
が
ら
塾
・
予

備
校
、
家
庭
教
師
、
そ
の
ほ
か
の
学
校
外
教
育
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
家
計
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
学
校
外
教
育
に
対
す
る
支

出
が
、
教
育
費
の
約
半
分
を
占
め
て
い
ま
す
。
学
校
教
育
に
対
す
る

費
用
と
ほ
ぼ
同
額
が
、
学
校
外
の
教
育
に
支
出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
コ
ス
ト
を
支
出
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
親
の
所
得
に
依
存
す
る

わ
け
で
す
か
ら
、

親
の
所
得
が
高
い
人
ほ
ど
子
ど
も
の
学
力
を
伸
ば

し
て
、
有
力
大
学
に
進
学
さ
せ
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
現
状
の
お
か

げ
で
、
階
層
間
格
差
は
広
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

公
教
育
は
無
料
な
わ
け
で
す
が
、

そ
の
精
神
を
貫
く
な
ら
、

学
校

に
い
い
高
校
に
通
い
、

そ
こ
に
至
る
ま
で
に
も
お
金
を
か
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
い
っ
た
ん
入
学
し
て
し
ま
え
ば
、

逆
配
分

を
受
け
て
、

お
金
持
ち
の
子
が
得
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
放
置
で
き
な
い
問
題
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

本
多
(
雅
)

こ
こ
で
、

宗
教
の
こ
と
に
つ
い
て
で
す
が
、

さ
き
ほ

ど
明
治
以
降
は
神
道
と
仏
教
の
関
係
が
完
全
に
分
離
さ
れ
て
、

仏
教

の
社
会
的
地
位
が
著
し
く
低
下
し
た
と
い
う
お
話
を
お
聞
き
し
ま
し

た
。
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
、

門
徒
が
お
内
仏
以
外
に
神
棚
を
用
い

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
以
降
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は

逆
に
言
え
ば
、

明
治
に
な
っ
て
、

真
宗
教
団
は
信
仰
の
本
質
に
関
わ

る
部
分
を
含
め
て
、

骨
抜
き
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で

ぜ

ん

き

す
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
に
意
憾
の
念
を
含
め
て
、

現
在
、

真
宗
教
団

は
靖
国
問
題
に
対
し
て
反
対
の
姿
勢
を
鮮
明
に
し
、

真
宗
教
団
連
合

(
真
宗
十
派
で
構
成
)
で

「
首
相
・
閣
僚
に
よ
る
靖
国
神
社
公
式
参
拝

中
止
要
請
文
」
を
提
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と

つ
に
は
、

「
英
霊
」

と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て

や
は
り

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

武
田

戦
争
で
戦
死
し
た
場
合
、

「
お
国
の
た
め
に
命
を
捧
げ
た

の
だ
」
と
い
う
こ
と
と
、

「
国
に
よ
っ
て
家
族
が
殺
さ
れ
た
」

と
し、

- 90-
- 91-



う
、
こ
の
意
識
の
差
と
い
う
の
は
す
ご
く
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
そ

の
市
民
意
識
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
橋
爪
先
生
は
ど
う
い
う
よ
う
な

あ
り
方
が
望
ま
し
い
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

橋
爪

靖
国
神
社
の

「
英
霊
」
と
な
る
た
め
の
条
件
を
い
ろ
い
ろ

調
べ
て
み
る
と
、

戦
前
で
あ
れ
ば
陸
海
軍
省
、

戦
後
は
復
員
省
、
そ

の
あ
と
は
厚
生
省
引
揚
援
護
局
が
名
簿
を
作
っ
た
の
で
す
。
戦
死
し

た
と
認
定
さ
れ
る
と
「
国
事
殉
難
者
」

で
す
。
公
務
員
が
公
務
を
執

行
し
な
が
ら
死
亡
し
た
。
あ
る
い
は
、

召
集
や
徴
用
に
応
じ
た
国
民

は
、
公
務
員
で
は
な
く
て
も
国
事
に
、

公
務
に
従
事
し
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
そ
の
途
中
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
扱
い
で
、
英

霊
に
な
る
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
公
務
を
執
行
し
な
が
ら
死
ん
だ
の

は
客
観
的
な
事
実
で
す
か
ら
、
こ
れ
に
は
ま
っ
た
く
問
題
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
そ
の
結
果
、

「
英
霊
に
な
る
」
と
い
う
の
は
、
宗
教
的

な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
な
け
れ
ば
言
え
な
い
こ
と
が
ら
で
す
。
目
一
ハ

体
的
に
言
え
ば
、

平
田
篤
胤
の
考
え
方
で
す
。
明
治
国
家
が
そ
の
学

説
を
採
用
し
て
、

国
が
靖
国
神
社
を
通
じ
て
英
霊
に
対
す
る
儀
礼
を

行
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
英
霊
を
認
め
な
い
信
仰
を
も
っ
て
い
る
国
民
が
、
ど
の

よ
う
に
こ
れ
を
対
応
す
れ
ば
い
い
の
か
は
問
題
で
す
ね
。
戦
前
で
あ

で
す
ね
。

橋
爪

誰
か
知
恵
者
が
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
、
二
つ
の

面
で
お
か
し
い
で
す
。
ま
ず
国
が
霊
と
い
う
も
の
を
そ
こ
に
想
定
す

る
と
い
う
こ
と
が
お
か
し
い
。
同
時
に
靖
国
神
社
的
な
考
え
か
ら
す

れ
ば
、
靖
国
に
「
英
霊
」
が
い
る
の
に
、
武
道
館
に
「
霊
」
が
い
る

と
い
う
の
は
お
か
し
い
の
で
す
。
し
か
も
「
英
」
と
い
う
字
も
書
い

て
い
な
い
の
で
す
か
ら
大
変
失
礼
で
す
ね
。
明
治
体
制
的
に
言
え
ば
、

よ
ろ
し
く
な
い
。

常
塚

神
道
的
に
言
え
ば
、
霊
は
無
限
に
プ
ラ
ク
テ
イ
カ
ル
に
増

殖
し
て
、
分
紀
分
霊
が
い
く
ら
で
も
で
き
ま
す
か
ら
、
靖
国
に
英
霊一

が
い
て
、
同
じ
そ
の
質
の
も
の
が
武
道
館
に
い
て
も
、
神
道
の
考
え

か
ら
言
え
ば
さ
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
と
も
言
え
る
と
思
い
ま
す
が
。

橋
爪

で
も
、
そ
れ
に
は
、
神
宮
な
り
が
招
魂
の
儀
式
を
行
な
っ

て
、
神
体
に
招
き
寄
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う

こ
と
を
し
な
い
限
り
、
周
囲
に
遍
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け

で
し
ょ
う
。
そ
し
て
英
霊
は
、
招
き
寄
せ
る
儀
礼
に
よ
っ
て
、
靖
国

の
神
体
の
な
か
に
常
在
し
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
杷
つ
で
あ
る
わ

け
で
す
か
ら
、

そ
の
あ
た
り
に
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
の
は
、
本
来
お

か
し
い
わ
け
で
す
よ
。

れ
ば

宗
教
団
体
で
は
な
い
国
が
そ
の
よ
う
に
儀
式
を
行
な
う
の
だ
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か
ら
、

と
強
制
し
て
い
た
。
戦
後
は
、

信
仰
の
自
由
が
あ
る
は
ず
で

す
か
ら
、

英
霊
が
存
在
し
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
自
由
で
す
。
英
霊

が
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
自
由
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
は
、

宗
教
法
人
靖
国
神
社
の
勝
手
な
解
釈
と
い
う
扱
い
に
な
る
わ
け
で
す
。

八
月
十
五
日
に
武
道
館
に

を
慰
め
る
た
め
に
、
'
臼

「
戦
没
者
の
霊
」

木
の
大
き
な
標
柱
が
立
ち
、
天
皇
、
皇
后
が
参
列
し
て
儀
式
を
行
な

い
ま
す
が
、

こ
れ
も
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
霊
と
い
う
も
の
は
、

世
俗
国
家
が
存
在
を
無
条
件
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ

と
思
う
。
霊
は
、

存
在
す
る
か
し
な
い
か
議
論
が
あ
る
も
の
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

世
俗
国
家
が
、

い
か
に
も
そ
れ
を
存
在
す
る
か
の
よ
う

に
扱
う
の
は
、

疑
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
戦
没
者
を
追

憲
法
上
、

悼
す
る
と
書
い
て
あ
る
な
ら
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、

「
戦
没
者
の

霊
」
は
問
題
で
す
。

菅
原

そ
れ
は
一
九
七
五
(
昭
和
五
十
)
年
か
ら
で
す
。
そ
れ
ま

で
は

「
全
国
戦
没
者
追
悼
之
標
」

と
書
い
て
い
ま
す
。

橋
爪

そ
う
で
す
か
。
そ
の
年
に
ど
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
、
っ
。

菅
原

そ
っ
と
意
識
的
に
す
り
込
ま
せ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
の

菅
原

だ
か
ら
、

み
た
ま

御
霊
を
分
け
た
り
、

招
い
た
り
し
て
い
る
わ
け

で
す
ね
。

橋
爪

そ
う
い
う
儀
礼
を
誰
か
が
行
な
っ
た
の
な
ら
い
い
の
で
す

が
、
政
府
は
そ
う
い
う
こ
と
を
行
な
え
な
い
と
憲
法
に
書
い
て
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
霊
が
い
る
と
考
え
る
の
は
お
か
し
い
こ
と

で
す
。

菅
原

二
O
O
O年
の
夏
に
、
厚
生
労
働
省
に
取
材
を
し
た
こ
と

が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
た

し
か
に
、

い
ま
の
担
当
者
は
本
当
に
わ
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

そ
う
い
う
資
料
が
な
い
と
一
言
う
の
で
す
。

橋
爪

何
と
も
無
責
任
で
す
ね
。
こ
の
こ
と
は
、
右
か
ら
も
左
か

ら
も
両
方
の
立
場
か
ら
問
題
だ
と
告
発
で
き
る
内
容
だ
と
思
い
ま
す
。

国
が
霊
に
つ
い
て
こ
ん
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

仏
教
は
霊
と
い
う
も
の
を
認
め
る
の
か
ど
う
か
、
亘
(
宗
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
、
ぜ
ひ
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
原
始
仏
教
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
霊
は
な
い
の
だ
と
思
い
ま

す
。
霊
が
存
在
す
る
と
認
め
て
い
る
経
典
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
私
は
、
山
肌
跡
一
な
ど
認
め
な
い
の
が
、
本
来
の
仏
教
で
は
な
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い
か
と
思
い
ま
す
。
輪
廻
を
仮
り
に
認
め
た
場
合
、
何
が
輪
廻
す
る



での
はか
神と
道い
とう
混え問
i肴i題
しが
てあ
い り
ま ま
すす
かが
ら

霊
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
日
本

そ
う
い
う
霊
を
認
め
る
考
え

方
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
仏
教
プ

ロ
パ
l
で
考
え

霊
と
い
う
の
は
な
い
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。

む

が

仏
教
で
は
、
輪
廻
を
無
我
説
で
説
明
す
る
こ
と
で
教
義
が

ゆ
い
し
き

発
達
し
て
い
っ
た
と
い
う
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
唯
識
と
か
で
は
、

る
と
、

羽
塚

ヴ
ィ
ジ

ユ
ニ
ャ

l
ナ

(〈
と
日

E
識
)
が
一
応
、
主
体
的
な
も
の
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
あ
く
ま
で

そ
れ
は
縁
起
の
な
か
で
の
こ
と
で
、
主
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、

プ
ド
ガ
ラ
(
℃

E
m色白
)
と
い
う
主
体
を
立
て
る
部
派
も
あ
り
ま
す
が
、

え
ん

ぎ

縁
起
と

本
流
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
仏
教
で
は
、

業
で
説
明
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
と
思
い
ま
す
。

結
局
、

所
長

清
沢
満
之
は

「自
覚

ーー「
S骨

.= 
L-

と
い
う
字
を
使
い
ま
す
ね
。

の
一
致
」
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
に
成
り
立
つ
か
と
い
う
と
、

あ

ら

や

し
き

論
』
で
あ
れ
ば
阿
頼
耶
識
を
た
て
ま
す
が
、

『唯
識

そ
の
阿
頼
耶
識
は
宿
業

を
引
き
受
け
、

一
切
の
経
験
を
蓄
積
し
て
、
そ
こ
か
ら
ま
た

一
切
の

経
験
を
生
み
出
す
よ
う
な
は
た
ら
き
で
す
。
そ
の
は
た
ら
き
に
名
づ

け
る
。
実
体
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、

は
た
ら
き
に

名
づ
け
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
そ
れ
を
言
い
当
て
る
言
葉
が
な
い

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
清
沢
満
之
は

「我
等
は
生
死
以
外
に
霊
存
す

る
も
の
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

常
塚

清
沢
満
之
が

「、心
号
一品」
と
い
う
場
合
は
、

お
そ
ら
く
ガ
イ

ス
ト

(の
2
2
精
神
)
と
か
の
訳
語
と
し
て
使
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
死
ん
だ
後
、
体
か
ら
抜
け
出
し
て
、
そ
の
故
人
の
人
格

と
か
記
憶
と
か
を
保
持
し
た
ま
ま
実
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し

て
の
霊
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

所
長

「心
霊
の
諸
徳
」
と
い
う
場
合
は
、
例
え
ば
、
勇
気
だ
と

か
、
平
静
で
あ
る
こ
と
と
か
、
忍
耐
だ
と
か
、
そ
う
い
う
徳
が
ど
こ

に
成
り
立
つ
か
と
い
う
意
味
で
使
い
ま
す
ね
。
心
霊
が
も
っ
徳
と
い

っ
か
た
ち
で
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

常
塚

仏
教
で
も
中
国
思
想
で
も
、
あ
ま
り
実
体
と
し
て
人
が
死

ん
だ
後
に
体
か
ら
抜
け
出
し
て
、
そ
の
人
の
記
憶
と
か
人
格
と
か
を

保
持
し
た
ま
ま
ど
こ
か
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
「
霊
魂
」
と
い

う
考
え
方
は
あ
ま
り
な
い
と
思
い
ま
す
。

-
E
'hh
d
-
'
F

、

「魂
粧
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。

菅
原

常
塚

中
国
思
想
で
い
う
と
、
「魂
」
の
ほ
う
は
、
人
が
死
ん
だ

後
す
ぐ
に
雲
散
霧
消
し
て
い
ま
い
、

「晩
」
の
ほ
う
は
、
肉
体
が
滅

び
る
の
と
共
に
そ
の
ま
ま
地
面
の
な
か
に
と
け
込
ん
で
し
ま
う
と
考

か
ら
清
沢
満
之
は
霊
と
い
う
字
を
使
っ
て
、
自
覚
の

一
致
だ
と
定
義
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す
る
わ
け
で
す
。
霊
と
い
う
一
言
葉
に
は
何
か
実
体
的
な
、
魂
み
た
い

な
も
の
が
ふ
わ
ふ
わ
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
す
が
、

自
分
が
自

分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
霊
と
い
う
言
葉
を
使
う

と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
誤
解
さ
れ
や
す
く
、
英
霊

と
同
じ
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
そ
れ
は
な
い

と
言
っ
て
み
て
も
、

や
は
り
わ
れ
わ
れ
は
何
か
自
我
を
感
じ
て
い
ま

す
か
ら
。
ど
う
し
て
自
我
を
感
ず
る
か
と
い
う
と
、

や
は
り
な
い
も

の
を
あ
る
と
感
ず
る
根
拠
を
た
て
て
、

間
違
っ
て
は
い
け
な
い
け
れ

ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
必

要
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

橋
爪

親
驚
の
書
か
れ
た
も
の
の
な
か
で
は
、

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

所
長

親
鷲
は

「信
心
」

と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
、
霊
と
は
言

い
ま
せ
ん
ね
。

橋
爪

解
釈
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
そ
う
い
う
言
葉
を
使
う
ひ
と
が

い
る
と
い
、
つ
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

中
津

例
え
ば
、
鈴
木
大
拙
が
「
日
本
的
霊
性
」
と
い
う
言
葉
で

使
い
ま
す
ね
。
こ
の
場
合
は
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
意
味
で

え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

所
長

「
制
民
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
法
身
と
い
う
こ

ニ

む

し
ん

む

ご
く

た
い

と
に
つ
い
て
、
親
鷺
聖
人
は
「
虚
無
の
身
、
無
極
の
体
」
と
言
わ
れ

ま
す
。
浄
土
に
生
ま
れ
た
身
体
は
虚
無
の
身
、
無
極
の
体
で
、
虚
無

で
あ
り
、
極
ま
り
が
な
い
、

無
極
だ
と
。
こ
う
言
っ
て
実
体
化
し
な

い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
ね
。

常
塚

色
と
か
形
と
か
大
き
さ
と
か
、
そ
う
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
を
超

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

橋
爪

そ
の
あ
た
り
は
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
す

が
、
私
の
理
解
で
は
、
浄
土
真
宗
を
含
め
て
仏
教
の
な
か
で
は
、
霊

を
積
極
的
に
実
在
す
る
と
考
え
る
グ
ル
ー
プ
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

つ
ま
り
、
仏
教
的
な
発
想
で
は
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

お
う
じ
よ
う

真
宗
と
し
て
は
、
往
生
と
霊
と
い
う
現
象
と
の

も
う
ひ
と
つ
は
、

関
係
に
つ
い
て
、
整
理
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
は
音
ゆ
味
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
故
人
が
そ
の
人
格
や
個
性
、
記
憶
を
も

っ

た
ま
ま
極
楽
に
往
生
す
る
の
、だ
と
す
る
と
、
往
生
す
る
前
、
あ
る
い

は
途
中
に
、

い
わ
ゆ
る
霊
と
同
じ
状
態
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
強
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い
て
言
え
ば
あ
り
そ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
ね
。

常
塚

日
本
の
民
俗
信
仰
と
い
い
ま
す
か
、
民
俗
仏
教
と
い
い
ま



す
か
、
そ
う
い
う
考
え
方
だ
と
、
人
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
霊
魂
が

体
か
ら
離
れ
て
四
十
九
日
後
に
ど
こ
か
に
テ
ク
テ
ク
歩
い
て
い
く
と

か
、
そ
う
い
う
発
想
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
し
か
し
仏
典
と
か
、
神

道
で
も
お
そ
ら
く
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
厳
密
に
原
典
に
当
た
つ

て
調
べ
て
い
く
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
や
は
り
考
え
に
く
い
わ
け
で

す
。
民
俗
的
な
発
想
と
、

仏
教
的
な
発
想
が
長
い
間
に
混
じ
り
合
つ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

橋
爪

そ
う
い
う
伝
統
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も

『
浄
土
三
部
経
』

の
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
考
え
方
に
即
し
て
捉
え

ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
は
自
由
だ
と
思
う
の
で
す
。
た
だ
、
少
な
く
と

も
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

は
っ
き
り
さ
せ

ら
れ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
信
仰
を
も
っ
た
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
宣
万
一
宗
が
存
在
す
る

と
し
た
場
合
、
次
に
、
ま
た
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
日
本

固
と
大
日
本
帝
国
が
、
霊
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
見
解
と
政
策
を
も

っ
て
儀
式
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
立
場

を
取
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

私
が
想
像
す
る
の
に
、
真
宗
は
た
ぶ
ん
霊
な
る
も
の
は
存
在
し
な

い
と
い
う
思
考
、
信
念
体
系
を
も
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
て
、

の
で
、
片
方
を
否
定
す
る
と
、
も
う
片
方
も
無
条
件
に
否
定
さ
れ
て

し
ま
う
よ
う
な
感
じ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
近
代
国
家
と
し
て
の
兵
役

拒
否
と
い
う
こ
と
が
で
き
に
く
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

橋
爪

で
き
に
く
か
っ
た
の
は
そ
の
と
お
り
で
す
が
、

い
ま
か
ら

そ
れ
を
言
っ
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、

い
ま
は
で
き

る
か
ら
で
す
。

そ
こ
で
、
次
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
ど
ん
な
社
会
で
あ

れ
、
世
俗
的
国
家
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
公
民
と
し
て
の
義
務
が
あ
る

だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
信
仰
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
安
全
を

保
障
さ
れ
、
所
有
権
を
保
障
さ
れ
、
法
律
上
の
保
護
を
受
け
る
限
り

に
お
い
て
、
世
俗
的
国
家
に
対
し
て
何
ら
か
の
貢
献
を
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
し
、
義
務
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
、
公
民
と
し
て
の

義
務
レ
ヴ
ェ
ル
と
、
信
念
や
信
仰
の
体
系
と
い
う
も
の
と
の
聞
を
ど

う
や
っ
て
調
和
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
あ
ら
ゆ
る
ケ
l
ス
に
関

し
て
事
前
に
考
え
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
宣
(

宗
は
、

一
向

一
授
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
世
俗
的
国
家
と
の
聞
に

原
理
主
義
的
に
、
き
ち
ん
と
し
た
対
応
を
す
る
伝
統
が
、
わ
が
国
で

最
も
強
く
、
非
常
に
貴
重
な
歴
史
的
遺
産
を
も
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ

こ
の
よ
う
な
信
念
体
系
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
自
由
で
あ

- 96一

る
し
、
日
本
国
憲
法
の
な
か
で
も
保
障
さ
れ
て
い
る
権
利
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。
日
本
国
憲
法
の
も
と
に
あ
る
政
府
が
|
|
靖
国
神
社
と

い
う
の
は
固
と
関
係
が
な
い
で
す
け
れ
ど
も
|
|
、

霊
の
字
を
付
け

加
え
て
特
定
の
儀
礼
を
行
な
っ
て
い
る
靖
国
神
社
や
、
多
少
関
与
し

て
い
る
厚
生
労
働
省
に
対
し
て
、
ど
う
い
う
態
度
を
取
ら
れ
る
の
か
。

そ
れ
は
、

政
治
的
に
決
定
す
る
問
題
で
は
な
く
て
、
信
仰
や
信
念
体

系
の
な
か
の
論
理
か
ら
お
の
ず
と
出
て
く
る
結
論
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

常
塚

日
本
的
な
風
土
の
場
合
、
ど
う
し
て
も
そ
の
議
論
が
言
い

出
し
に
く
い
と
い
う
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、

政
府
が
戦
没

者
を
把
る
と
き
に
霊
位
と
言
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
は
違
う
と
思
う
と

は
な
か
な
か
言
い
出
せ
な
い
。

ア
メ
リ
カ
で
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

こ
と
で
す
が
、

い
わ
ゆ
る
良
心
的
兵
役
拒
否
と
い
う
、
宗
教
上
の
理

由
か
ら
私
は
戦
争
に
行
か
な
い
、
と
い
う
宣
言
を
す
る
と
い
う
こ
と

が
制
度
的
に
戦
前
の
日
本
に
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
そ
の
あ
た
り
が
未
分
化
だ
と
い
い
ま
す
か
、

い
わ
ば
戦
前
の
日

本
は
、
先
生
も
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
神
聖
国
家
と
近
代
国
家
の

二
重
構
造
で
、
そ
れ
が
非
常
に
重
な
り
合
っ
た
形
で
存
在
し
て
い
る

だ
と
思
い
ま
す
の
で
。
そ
の
原
点
に
さ
か
の
ぼ
る
な
ら
ば
、

い
ろ
い

ろ
な
問
題
が
見
え
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。

菅
原

郷
土
愛
と
絡
ん
で
政
治
的
国
家
へ
の
忠
誠
と
い
う
こ
と
、

あ
る
い
は
現
在
の
言
葉
で
い
え
ば
、
公
共
性
へ
の
忠
誠
と
い
う
よ
う

な
こ
と
に
つ
い
て
、
先
生
自
身
は
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

橋
爪

ど
ん
な
社
会
に
で
も
、
公
務
へ
の
忠
誠
は
あ
る
わ
け
で
す
。

い
ま
こ
う
し
て
い
る
聞
に
も
、
警
察
官
は
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
し
、

実
際
に
そ
れ
は
機
能
し
て
い
ま
す
か
ら
、
端
的
に
そ
れ
は
認
め
る
べ

き
で
は
な
い
か
。
た
だ
、

や
は
り
明
治
国
家
み
た
い
な
場
合
で
は
、

層
が
二
つ
あ
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
く
っ
つ
い
て
い
る
。
こ
れ

は
ま
っ
た
く
認
め
る
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
国
の
場
合
に
は
、

明
治
国
家
に
比
べ
れ
ば
、

か
な
り
シ
ン
プ
ル
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
日
本
国
と
い
う
ま
と
ま
り
を
つ
く
る
と
き
に
、

や
は
り
い
ろ
い

ろ
な
粉
飾
が
歴
史
や
伝
統
を
含
め
て
も
ち
こ
ま
れ
た
。
公
民
と
し
て

の
権
利
、
義
務
と
い
う
こ
と
で
考
え
る
な
ら
ば
、
政
治
的
国
家
は
や

は
り
選
べ
る
の
で
す
。
あ
る
国
籍
を
捨
て
て
、
別
な
国
の
国
籍
を
取

得
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
新
し
い
国
籍
を
得
た
途
端
に
、

- 97一

そ
の
政
治
的
国
家
に
対
す
る
権
利
と
義
務
の
関
係
が
生
ま
れ
て
く
る

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
こ
れ
で
ひ
と
つ
あ
り
得
ま
す
。

で
も
、

日
本
国
と
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胃H主に出Tきた「閉しい言認問」はそLそもどのように主主れτきた町だろう'きみがこ町

民時四についτ「考えること」と「ことば」と町間幌はヲここでは.吉日目的高四畳間却しよう.

而叩づている『こKMMについτ町制しい忠訓」k

にはど・一ヲい弓4町でどの止うに主主れて・さたのf-ろう'

ーに討するとらえ百Mm在町人文向竿a祉会H学に夫EU

ンべている大切ゐ考え方也のT.主ずはそれを仰さえてh-Y1

-』司

4

2シ持HMMに川市・ι王丸柊してトnEたい・今

m
肝胤寸るYY31川町市川山年

Mmいでは『古川」k「ことは」An区別されτいるJあお於では.立法令ど

初ポのようにことほを児すると宮町uUB岨町叫刑になラているLのを『奮闘訓」，

「}〉附今人がそ町山川m"
で児する為る意叫?ak重りを?』とげ」というよ

一同一片-2
・米まかに区別してい〈-

--4ゃfe--jptrhFIB-PE--jeFhip-oe;ilie-lfBElli--jlhl:le--

(ド関閣制閣制制倒閣翻繍鰯鰯凶 品主

11!1111

一郎言語が異なると‘世界の区切り方も異なる

四世記刊めまで.宮町馴山手といえば.それぞれ町宮居町問院やゐる苫

ように宮叱しτきたかを阿究する学問だヲた・そん生日況町

Cぱk人間は明ヲ

τι
切れない開MmE.ム匂らば.2u品と人間町

そのeuのを叩究叫唱にしよう・・そaUそ也人間にとヲて司芭担

‘ど町止う令ものだろう?」と.判断右川町点で切句辺んだ町

同副知という又4ヌ町富山」学者戸、

喝罪事は・EEZ
システムとしてと

EAZ
し

がら又タ11したと42われる.陪爪大三郎氏町立舗をもと

ュ1・仰の宮町叩回全嗣淀しよう・

白木人はふつう.世界MW

「山」や『ホ」や『ナイフ」や『犬」

や・かもできあがヲ

τいる.p目じTいる.しかし.そ一hu.白

木暗を憧・ヲかもそう見える.ということにすぎ伐い-うしい.葺陪だ

と作川崎か町富居を恒ヲて生曹でみると.世界M刑bfLSうに巨分さ

hn.体"訴さhることに仕るだろう.づ主リ.世界町あリ+nu.宮山日

と旬開障でhg〈.どうしτeuZ暗に依存してしまう町で為る・わh

hHhuつい‘童日と銅山関係に.世界MMじめからmhq町窃拘【君

時町指示対象)に巨分さhτいるも町.と思いこみがちと.と乙ろ

が・そ'Aなζとubψい町で.言犯が開制hwhnu.世界町巨切り方も当

盟寓ルゆる町戸、

ある宮葺が慨すも町u.世界的生かにおる重拘でほ伝い.その宮

居W世明か-bH手に明りRヲトru町である.

{棋爪犬三田『HMじめT田町選主員」Mg壮)

引川宜中町「Z却が出&れば.世宮内区切り方4当恐興会-9」とい

うソショール内号え方が.開"宜町胃刊に6・9「節しい守一門組問」町ペ

ースにιqqている.こ町考え方ほとτも大切&町で.さらにTW・に附烈

してAL61

例えは日本認では『49」『コノ」「.3ハシ」というこ左MU区別し

て他い舟吋易手るが.弘治ではそれらをコ

2-m
で告現T9・それは

同じ'U町【肺物}多品2tいてもそのEWり方が拠危ヲているからだ.

このように考えると.柏市{n凹昨}M問めから骨かれτぃτ.そ

の-つひとつについτ%踊をつけτいるのではなく人間町umKM叫

立して作在する町出aeH骨ι去の苫担で問手に丘町づているとい・2Lと

がわかる.たろう.
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こ町M刊しいzumk-m的伝言問聞を比特する&在町一mm1}のよ
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言語を「記号のシステム」ととらえる

一団1}町一眼的bs君日間間町ように.ことばを『Aを-tk告す6

町」.あるいは百円判宜町主うに

m
に人間円「出恕肉眼旭町乎隠」止符

えている弓ちu.ことはAZ目立がUHヲ思叫ゃ.問任時町・叩でどん合

作川がゐる内LW量で考えが珪

He
ド.

円れど.ソシユ『島町すごいとこうM.zm'ヤと』とば{記司}円yx

テι-ω果-としてとらえたことだ、.mruことはによ今T区間られて

いるがそ町ことMMHラバラに世立し

τ開院するも内では仕〈それ

ぞれが悶me骨HH勺て生仰としτ
まとまラーに帥2ι干る・問えは.

『古」とい・ヲことははそれだHで時りす・
4

，ているhHT日々い.「自ノ

附」円聞係町小で町古町E叫と.『士官/巾古/小古/古/叩」町中

で町山内意時は碑危づて〈る・つ企H7.

二と刊はほかのことばと内問係

τ"作果}向中で開隠しτいる町r-eこれがソシュ1凡司君ラ『君却は

記弓町シヌ-一宇ι」kいうことだ. 

.
 

さらに世は.ことUMr帥つ2つの岡市に聞をづ吋た・悶々のことM

AO山号)には.記号をイjFHJさぜる膏という問而【これをフラyス舗

で『シェフ4Tン」と苫う一)と記号町世叫する内宮というmm-
これ

を「γエヲeヱ」と苫-ZがA0.これ・』マが不可升に崎びついて問今

町二KMをつ〈ヲている.と考えたのだ.

沼等について町2つ町間冊についτも.関川大三即民町宜情を引川

L生がら具体的に附縦しよう・

シェフィアンとU白木匝多憧ヲτいる人Mw.たとえば/・町内U/

なら/'nu/という曹を‘地問いろえ信号か吉区別して.聞き

anHたり.望昔Lan円たりすることである.それができ令"れば.

日本語じゃUぃ.そしTその惰.『ワンワノ明・えるも司」「ハチ官」

を.旬屯い浮かべιfq.指EZ
『

rとしてい子守するはずLg町だ・

国与ヲいうことができるのも.白木田に「責」という記号があれば

こそで8・9.「オオ治ミ」でもh悔い.『山夫」でも牝いも町止しτ.

「犬」がいる.もしも目ホ思をsva うなかヲたも.ど一ヲだろうか.た

しかに.「ま」とよほれていたあ町アイツu.や令ばり存在するだ

ろう.L，しそれu.「才オカミ」や『山犬」とよuhTいた別町

アレと.盛ずしも巨閉で寄生〈伝ヲている・『夫」という富里か信

けhu.もうお町アイツを.「夫」kして体肺輸すること金どできな

い的f

、

〉E

・
ι

だから重ず・目念日heら目ホ隠という宮耳{記号}町体長があ

リ.そのなかで「犬」という君現が位置を占めているかぎリで.

/tnu/という菅デンニフィアン)も『犬」町患哨内容【シニ

フィエ}も存在できる町疋.シニヲィアEJty--フィzu.認ぴづ

きを前かれたとたんに.Yちらも空中にかきmえてLまう町である，

-m爪犬三間『はじめて的問喧主ZH」問民社}

こ町『sy--フ47ン」t『シェフ，ェ」町間保全「ヒEF

」kいう記守内

問Tmにすると‘止司.ページ円-問2一町ように砂る

.e
』こで虫MM，b円は.
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