
五
十
川
式
雄
著

十
九
世
紀
英
国
選
挙
法

改
革
の
研
究

村

岡

健

次

本
書
は
、
表
題
に
示
さ
れ
た
と
お
り
、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
一
一
一

回
の
選
挙
法
改
正
に
つ
い
て
の
、
詳
細
を
き
わ
め
た
研
究
で
あ
る
。
ま
ず
最

初
に
、
そ
の
章
構
成
と
各
章
が
本
書
全
体
に
占
め
る
ペ
ー
ジ
数
の
分
量
を
示

し
て
お
こ
う
（
括
孤
内
は
、
全
ペ
ー
ジ
数
に
占
め
る
各
章
ペ
ー
ジ
数
の
%
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
）
。

第
一
章
第
一
次
選
挙
法
改
革
（
一
八
三
二
年
）
前
に
お
け
る
代
議
制
度
変
革

の

概

観

七

（

一

・

四

）

第
二
章
第
一
次
選
挙
法
改
革
（
一
八
三
二
年
）
前
に
お
け
る
代
議
制
度
の
欠

陥

五

九

（

二

・

九

）

第
三
章
第
一
次
選
挙
法
改
革
（
一
八
三
二
年
二
別
に
お
け
る
改
革
運
動
の
展

開

三

七

（

七

・

四

）

第
四
章
社
会
経
済
上
よ
り
み
た
第
一
次
選
挙
法
の
改
革
（
一
八
三
二
年
）

一
八
四
（
三
七
・

O
）

第
二
次
選
挙
法
改
革
（
一
八
六
七
年
こ
別
に
お
け
る
改
革
運
動
の
展

二
一
（
四
・
二
）

社
会
経
済
上
よ
り
み
た
第
二
次
選
挙
法
の
改
革
（
一
八
六
七
年
）

八
五
（
一
七
・
一
）

第
五
章

開
第
六
章

第
七
章

農
村
経
済
上
よ
り
み
た
第
三
次
選
挙
法
の
改
革
（
一
八
八
四
年
）

四
二
（
八
・
五
）

(140). 

第
八
章

140 

選
挙
道
徳
の
腐
敗
と
そ
の
防
止
対
策

六
二
三
二
・
五
）

計
四
九
七
戸
一

0
0
・
0
）

一
見
し
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
第
一
次
改
正
に
関
係
す
る
部
分
が
圧
倒

的
で
、
全
体
の
五
七
・
七
%
、
第
二
次
改
正
に
か
か
わ
る
部
分
が
二
了
三
%
、

第
三
次
改
正
に
か
か
わ
る
部
分
が
入
・
五
%
、
そ
し
て
終
章
は
、
一
九
世
紀

を
通
じ
て
の
「
選
挙
道
徳
の
腐
敗
と
そ
の
防
止
対
策
」
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

問
題
を
提
起
す
る
よ
う
な
序
文
も
な
け
れ
ば
（
も
っ
と
も
二
ペ
ー
ジ
の
「
序
文
」

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る

E
H
E
E耳目。品問。
E
O
E
U
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、

書
物
の
内
容
と
は
直
接
関
係
は
な
い
て
結
論
も
な
い
。
各
節
（
全
体
で
二
八
節
）

末
の
附
註
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
一
応
、
実
証
的
な
態
度
が
貫

か
れ
、
説
明
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
が
あ
る
と
は
い
え
、

個
々
の
事
実
を
列
挙
し
て
非
常
に
く
わ
し
い
。
ま
た
、
こ
れ
も
章
の
構
成
か

ら
知
ら
れ
る
と
お
り
、
本
書
は
、
各
選
挙
法
改
正
を
政
治
史
と
社
会
経
済
史

的
背
景
の
両
側
面
か
ら
検
討
し
て
お
り
、
特
に
農
業
経
済
史
的
分
析
を
試
み

た
第
四
章
第
三
節
、
第
七
章
の
一
部
な
ど
は
、
日
本
で
は
入
手
困
難
な
資

料
も
多
く
参
着
さ
れ
、
本
書
の
ユ
ニ
ー
ク
な
一
点
を
形
成
し
て
い
る
と
い
え

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
書
評
と
し
て
の
問
題
も
、
以
上
の
諸
点
に
あ
る
こ
と
に
な

る
わ
け
だ
が
、
ま
ず
一
読
し
て
、
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
書
物
を
完
成
さ
れ

た
著
者
の
努
力
に
敬
意
を
表
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
三
回
の
選
挙
法
改
正

に
関
連
す
る
基
本
的
文
献
を
読
破
す
る
だ
け
で
も
、
大
変
な
努
力
で
あ
っ
た

ろ
う
。
実
際
、
特
に
政
治
史
の
部
分
は
、
附
註
の
か
な
り
の
部
分
が
、
こ
れ



評

ら
文
献
の
附
註
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
献
が
研
究
の

中
心
に
な
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

mc可
E
C
Z
F
－J
E・
E
・ぐ
2
竺－
f

ロ
三
己
2
－

宮
c
－5
2〕

E
Y
Jモニ－
5
5・
h
c
u
F
勺

R
F
C
5
2
1
0
と
、
一
寸
占
め
げ
た

だ
け
で
も
大
き
な
分
量
と
な
る
。
そ
れ
に
、
多
少
な
り
と
選
挙
法
改
正
を
か

じ
っ
た
者
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
選
挙
法
改
正
は
、
イ
ギ
リ
ス

全
政
治
構
造
の
基
礎
で
あ
る
た
め
、
た
と
え
ば
議
席
配
分
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
イ
ギ
リ
ス
連
合
王
国
全
体
に
わ
た
る
地
政
学
的
認
識
を
必
要
と
す
る
し
、

ま
た
、
選
挙
資
格
が
財
産
の
－
評
価
を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
と
繁
雑
を
き
わ

め
て
い
る
こ
と
の
た
め
に
、
法
律
の
文
面
と
、
そ
れ
が
生
み
出
す
現
実
と
の

関
連
を
把
握
す
る
の
は
並
大
抵
で
な
い
。
第
二
次
改
正
の
焦
点
に
な
っ
た

2
5
M
V
E
E凸
ロ
な
ど
は
そ
の
適
例
で
、
そ
の
複
雑
さ
と
現
状
の
捉
え
難
さ

は
、
お
そ
ら
く
研
究
し
た
者
で
な
い
と
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
に
も
か
く

に
も
、
本
書
は
、
一
九
世
紀
以
来
の
諸
文
献
を
基
礎
に
、
上
述
の
ご
と
き
諸

困
難
と
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
も
、
樽
益
す
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
文
献
に
関
連
し
て
、
わ
た
し
が

気
に
な
っ
た
こ
と
を
あ
え
て
い
う
な
ら
（
と
い
う
こ
と
は
、
書
評
の
公
正
を
期
す

こ
と
で
も
あ
る
）
、
一
つ
は
、
た
と
え
ば
、
。
戸
田
町
な
ど
の
一
部
以
外
、
戦
後

の
研
究
が
参
照
さ
れ
た
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
第
二
は
、
日
本
に
お
け

る
従
来
の
研
究
が
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
戦
後
に

お
け
る
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
が
、
日
本
で
も
イ
ギ
リ
ス
で
も
一
つ
の

新
し
い
方
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
当
然
、

本
書
評
の
も
う
一
つ
の
問
題
点
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
後
段
に
譲

る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
わ
た
し
に
は
、
著
者
が
日
本
で
の
研
究
業
績
、
と
り

わ
け
、
横
越
英
一
『
近
代
政
党
史
研
究
』
（
劾
草
書
房
、
昭
お
）
、
佐
藤
明
『
イ

ギ
リ
ス
産
業
革
命
の
構
造
」
一
（
ミ
ネ
ル
ヴ
7

書
房
、
昭
M
）
、
中
村
英
勝
『
イ
ギ

者

リ
ス
議
会
政
治
の
発
達
＝
（
至
文
堂
、
昭
ぎ
な
ど
を
参
照
さ
れ
て
い
た
ら
、

と
措
し
ま
れ
て
な
ら
ぬ
。
こ
の
一
一
一
著
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
選
挙
法
改
正

問
題
を
そ
の
骨
子
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
も
し
参
照
し
て
い
れ
ば
、
こ
れ
ら

の
著
書
と
の
多
く
の
重
複
が
避
け
ら
れ
た
ば
か
り
か
、
叙
述
の
上
で
も
、
新

し
い
別
様
な
工
夫
が
こ
ら
せ
た
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
た
め
本

書
の
政
治
史
に
関
連
す
る
部
分
（
全
面
刷
の
優
に
半
分
を
占
め
る
）
は
、
そ
の
く

わ
し
さ
に
お
い
て
は
抜
群
だ
と
し
て
も
、
率
直
に
い
っ
て
、
そ
の
結
論
は
、

つ
い
に
従
来
の
通
説
の
域
を
出
る
こ
と
な
く
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
こ
と
に

残
念
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
が
、
文
献
の
こ
と
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
、
以

下
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
わ
た
し
が
疑
問
に
思
っ
た
点
、
興
味
を
そ
そ

ら
れ
た
点
、
全
体
と
し
て
の
感
想
な
ど
を
、
二
一
二
、
の
べ
よ
う
と
思
う
。
も

っ
と
も
、
政
治
史
プ
ロ
パ
1
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
雑
把
な
が
ら

の
べ
た
の
で
、
も
う
こ
れ
以
上
は
立
入
ら
な
い
。

ま
ず
最
初
に
、
第
一
次
改
正
に
つ
い
て
。
著
者
の
力
点
の
一
つ
は
、
一
八

四
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
そ
の
分
量
か
ら
い
っ
て
も
、
明
ら
か
に
第
四
章
に
あ
る
。

こ
の
章
は
、
さ
ら
に
八
節
に
わ
か
れ
、
地
主
に
よ
る
代
議
権
の
独
占
状
況
、

産
業
革
命
（
特
に
商
工
業
）
と
の
関
係
、
農
村
経
済
と
の
関
係
、
上
下
両
院
に

お
け
る
法
案
審
議
過
程
、
大
衆
運
動
、
議
席
の
配
分
、
改
正
が
政
治
、
社
会

に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
と
、
第
一
次
改
正
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
点
が
扱
わ
れ
、
質

量
と
も
に
充
実
し
て
い
る
と
い
え
る
a

こ
れ
ら
の
諸
点
の
う
ち
、
従
来
の
研

究
史
に
照
し
て
、
わ
た
し
が
、
と
り
わ
け
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
は
、
第
三
節

「
農
村
経
済
上
よ
り
み
た
る
改
革
の
原
因
」
（
全
七
七
ペ
ー
ジ
）
で
あ
っ
た
。
こ

の
節
は
、
農
業
年
鑑
、
農
業
特
別
調
査
委
員
会
の
報
告
書
、
さ
ら
に
は
田
口
ロ
ゲ

出

8
5口｝
Y

〉
・
出
－

H
o
y
ロω
O
ロ・開－

u
m
E
g
な
と
の
研
究
に
よ
っ
て
、
当

時
の
農
村
経
済
事
情
を
分
析
し
た
も
の
だ
が
、
今
、
そ
の
結
論
の
み
を
要
約

(141) 141 



し
て
の
べ
る
と
、
第
一
は
、
改
正
前
夜
の
農
業
労
働
者
の
経
済
的
地
位
は
非

常
に
低
い
、
第
二
は
、
「
一
七
八

O
年
以
後
一
八
一
一
一
一
一
年
に
到
る
間
に
農
村

に
お
け
る
土
地
所
有
の
状
況
は
、
旧
地
主
階
級
に
対
し
新
興
地
主
階
級
（
新

興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
で
土
地
を
入
手
し
た
者
）
が
対
立
し
た
こ
と
と
同
時
に
、
新

旧
何
れ
を
問
わ
ず
地
主
階
級
が
弱
体
化
し
た
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
自
作
農

が
相
当
残
存
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
地
主
階
級
の
弱
体
化
に

対
す
る
補
強
工
作
と
、
自
作
農
（
占
有
土
地
所
有
者
）
の
参
政
権
強
化
が
第
一

次
選
挙
法
改
革
の
主
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
」
（
一
六
九
ペ
ー
ジ
）
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
結
論
の
第
一
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
新
し
味
も
な
い
が
、

第
二
の
結
論
、
特
に
、
自
作
農
が
な
お
相
当
数
残
存
し
、
か
れ
ら
へ
の
参
政
権

附
与
が
第
一
次
改
正
の
一
要
点
（
特
に
カ
ウ
ン
テ
イ
の
選
挙
資
格
に
関
し
て
）

と
な
っ
た
と
い
う
指
摘
は
、
多
く
の
統
計
表
が
用
い
ら
れ
て
説
得
的
で
あ
り
、

興
味
深
か
っ
た
（
も
っ
と
も
著
者
が
多
く
依
拠
さ
れ
た
開
－

U
E
M
g
の
自
作
農
の

扱
い
方
に
つ
い
て
は
、
椎
名
重
明
『
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
期
の
農
業
構
造
』
｜
｜
お
茶
の

水
書
房
、
昭
幻
ー
ー
が
多
少
の
疑
問
を
投
じ
て
は
い
る
の
だ
が
）
。
だ
が
、
新
旧
を

問
わ
ず
地
主
階
級
が
弱
体
化
し
た
云
々
と
い
う
部
分
に
は
、
多
少
の
失
望
を

禁
じ
え
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
農
業
革
命
以
後
の
農
業
資
本
主
義
化
と

い
う
農
村
経
済
の
中
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
1
の
占
め
る
位
置
が
も
う
一
つ
明

瞭
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
「
産
業
革
命
及
び
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の

影
響
に
よ
り
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
が
誕
生
し
、
彼
ら
が
田
舎
に
土
地
を
買

い
占
め
て
政
権
獲
得
へ
の
希
望
を
持
つ
に
到
っ
た
」
と
の
ベ
、
そ
の
際
、

「
土
地
の
所
有
欲
は
・
：
：
政
治
社
会
上
の
特
権
獲
得
へ
の
方
便
と
考
え
ら
れ

た
点
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
新
旧
地
主
階
級
が
弱
体
化

し
た
理
由
と
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
「
小
作
及
、
ひ
農
業
労
働
者
が
経
済
的
国

窮
状
態
に
追
い
込
ま
れ
、
地
主
階
級
に
対
し
て
強
い
不
満
と
反
感
を
持
っ
た

こ
と
」
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
農
業
経
営
が
地
主
と
小
作
と
協
力
の
下
に
運

営
さ
れ
る
に
到
り
、
地
主
が
小
作
の
地
位
を
高
く
認
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」

こ
と
に
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
以
上
の
引
用
は
、
一
五
八

l
一
六
一
ペ
ー
ジ

に
か
け
て
）
。
ま
た
「
小
作
（
リ
1
ス
ホ
ー
ル
ダ
1
）
」
、
「
小
作
令
。

E
bけ
）
」
と
い

っ
た
表
現
も
散
見
さ
れ
る
（
一
六
一
、
一
七
0
ペ
ー
ジ
な
ど
）
。
要
す
る
に
本
書

は
、
農
業
ブ
ル
ジ
三
ワ
ジ
ー
を
も
っ
ぱ
ら
地
主
と
し
て
捉
え
、
農
業
革
命
こ

の
方
の
大
借
地
農
は
小
作
に
一
括
さ
れ
、
む
し
ろ
農
業
労
働
者
の
同
列
に
並

べ
ら
れ
て
い
る
、
と
し
か
わ
た
し
に
は
う
け
と
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
こ
の
把
握
自
体
か
な
り
問
題
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
椎
名
氏
の

前
掲
の
研
究
は
、
三
分
割
制
の
成
立
を
一
つ
の
視
角
に
踏
ま
え
つ
つ
、
大
借

地
農
と
小
規
模
な
小
作
へ
の
両
極
分
解
の
進
行
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、

第
一
次
改
正
と
の
関
連
で
、
こ
の
局
面
が
不
グ
ら
れ
て
い
い
と
い
う
わ
け
の

も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
ま
た
著
者
は
、
「
ト
l
リ
l
、
ホ
ィ
ッ
グ
の
対
立
は
、

旧
地
主
階
級
と
産
業
資
本
家
と
の
対
立
と
い
う
よ
り
は
、
新
し
い
社
会
情
勢

に
対
す
る
新
旧
両
地
主
階
級
の
見
解
の
対
立
と
み
ら
れ
る
」
（
一
五
八
ペ
ー
ジ
。

傍
点
は
筆
者
）
と
も
の
べ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
著
者
の
農
業
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

ジ
l
の
捉
え
方
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
、
ト
l
リ
ー
が
旧
地

主
で
ホ
ィ
ッ
グ
が
新
地
主
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
わ
た
し
と
し
て
は
、
に
わ

か
に
理
解
し
が
た
い
。
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
著
者
の
社
会
階
級
、
政
治
階

級
さ
ら
に
は
政
党
に
つ
い
て
の
理
解
の
仕
方
は
、
あ
ま
り
に
も
単
純
で
一
面

的
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
る
ほ
ど
、
一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
地
主

の
ブ
ル
ジ
三
ワ
化
、
ま
た
そ
の
逆
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
地
主
化
は
重
大
な
問
題

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
第
一
次
改
正
の
結
果
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
の
参
政

よ
り
は
、
地
主
階
級
の
権
力
強
化
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
近
時
の
通
説
で

も
あ
る
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
次
改
正
が
産
業
革
命
と
ブ
ル
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言干ー

ジ
三
ワ
ジ

1
の
勃
興
な
し
に
考
え
ら
れ
な
い
の
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ

り
で
、
第
一
次
改
正
に
お
い
て
果
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

l
の
役
割
（
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
l
の
地
主
化
も
含
め
て
）
も
相
応
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
筆

者
は
考
え
て
い
る
の
だ
が
。

第
二
に
筆
者
が
感
じ
た
こ
と
は
、
大
き
な
問
題
に
な
る
が
、
選
挙
法
改
正

と
い
う
本
来
政
治
史
的
な
こ
と
が
ら
を
社
会
経
済
史
と
の
関
連
で
叙
述
す
る

場
合
、
こ
の
二
領
域
を
ど
う
綜
合
的
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
著
者
は
、
政
治
史
の
記
述
に
お
い
て
も
、
社
会
経
済
史
の
記
述

に
お
い
て
も
、
事
実
を
列
挙
す
る
と
い
う
形
の
静
態
的
分
析
を
基
調
と
し
て

い
る
が
、
両
者
の
関
連
づ
け
は
、
第
二
次
、
第
三
次
改
正
に
つ
い
て
は
、
史

料
上
の
制
約
も
あ
っ
て
か
、
結
局
、
積
極
的
に
は
果
さ
れ
ず
、
高
度
な
政
治

状
況
（
た
と
え
ば
、
雨
院
に
お
け
る
法
案
審
議
の
好
余
曲
折
）
を
細
か
く
記
述
す

る
一
方
、
た
だ
そ
の
背
景
と
し
て
社
会
経
済
事
情
を
静
態
的
に
記
述
す
る
に

と
ど
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
も
っ
と
も
、
第
一
次
改
正
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
紹
介
し
た
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
と
お
り
、
両
者
の
関
連
づ
け
が
意
図
的

に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
整
合
性
に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。

た
と
え
ば
、
一
七
一
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
著
者
の
記
述
は
、
自
由
党
（
わ
た
し

は
、
こ
の
時
点
で
、
自
由
党
、
保
守
党
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
の
に
賛
成
で
は
な
い
が
）

パラ一

1

h

ウ
ソ
テ
イ

の
地
盤
は
都
市
で
商
工
業
を
代
表
し
、
保
守
党
の
地
盤
は
県
で
地
主
を
代

表
す
る
と
い
う
単
線
的
理
解
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
う
け
と
れ
る
ο

た
し
か

に
、
こ
の
図
式
で
政
治
と
経
済
の
一
応
の
連
結
は
可
能
に
な
る
が
、
し
か
し
、

そ
れ
で
は
一
体
、
著
者
自
身
も
認
め
て
い
る
事
実
、
す
な
わ
ち
、
自
由
党
の

中
心
が
ホ
ィ
ヴ
グ
で
こ
れ
ま
た
地
主
で
あ
り
、
「
ト
l
リ
l
、
ホ
イ
ヲ
グ
の

問
に
は
差
は
あ
っ
て
も
区
別
は
な
い
」
と
い
う
事
情
は
、
こ
の
図
式
で
ど
う

説
明
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
何
か
別
の
要
素
を
持
ち
出
す

書

こ
と
が
必
要
に
な
ろ
う
が
、
と
に
か
く
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
一
九
世
紀
を
通

じ
て
、
ブ
ル
ジ
翠
ワ
ジ
ー
が
経
済
的
に
は
覇
権
を
確
立
し
な
が
ら
、
議
会
政

治
の
積
極
的
な
担
い
手
と
し
て
育
っ
て
こ
な
い
と
い
う
あ
の
問
題
が
、
不
問

に
附
さ
れ
て
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
問

題
は
、
戦
後
こ
の
方
の
諸
研
究
が
、
意
識
的
た
る
と
無
意
識
的
た
る
と
解
明

を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
で
、
な
お
十
全
な
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
た
し
の
思
う
と
こ
ろ
で
は
、
単
に
社
会
経
済
史

を
そ
の
ま
ま
政
治
史
に
相
即
さ
せ
る
と
い
う
従
来
の
や
り
方
で
は
不
十
分
な

の
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
加
え
て
、
政
党
の
あ
り
方
、
社
会
の
価
値
体
系
の
状

況
、
社
会
的
、
政
治
的
諸
集
団
の
意
識
構
造
と
い
っ
た
諸
点
の
解
明
が
必
要

な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
も
し
著
者
が
、
少
く
と
も
、
国
伊
口
V
m
v
H
H
H

を、

ま
た
、
よ
り
立
ち
入
っ
て
の

E
F
を
参
照
さ
れ
て
い
た
ら
、
益
す
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
も
う
一
つ
。
こ
れ
は
、
著
者
の
方
法
論
、
つ
ま
り
、
著
者
が
、
序

文
も
結
論
も
置
か
ず
、
政
治
史
的
に
も
社
会
経
済
史
的
に
も
、
静
態
的
分
析

を
研
究
の
基
調
と
し
た
こ
と
の
結
果
で
、
あ
る
い
は
、
隣
を
得
て
萄
を
望
む

こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
え
て
い
う
な
ら
、
三
回
の
選
挙
法
改

正
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
も
う
少
し
、
歴
史
的
に
意
義
づ
け
ら
れ
て
も
よ
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
ト
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
著
者
が
セ
イ
マ

l

流
の
方
法
に
立
っ
た
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
、
大
衆
へ
の
選
挙
権
の
拡
大
が
漸

進
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
事
情
は
よ
く
わ
か
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
三

回
の
改
正
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に

そ
の
特
色
を
持
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
選
挙
権
の
拡
大
と
い
う
こ
と
以
外
に
も
、

第
一
次
、
第
二
次
、
第
三
次
と
時
代
順
に
、
歴
史
的
、
発
展
的
な
性
格
を
附

与
さ
れ
た
は
ず
だ
、
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
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著
者
は
、
四

O
一
ペ
ー
ジ
で
、
「
第
一
次
改
革
運
動
は
外
部
よ
り
の
圧
力
が

強
く
、
：
：
第
二
次
改
革
運
動
は
外
部
か
ら
の
圧
力
は
存
在
し
た
が
、
改
革

を
指
導
す
る
組
織
が
存
在
し
て
い
な
い
。
：
：
第
三
次
改
革
運
動
は
外
部
か

ら
の
圧
力
も
内
部
か
ら
の
指
導
者
も
存
在
し
て
い
な
い
」
と
の
べ
て
い
る
が

（
こ
の
要
約
的
な
表
現
自
体
は
不
正
確
で
、
と
り
わ
け
、
第
二
次
、
第
三
次
改
正
に
つ

い
て
ほ
、
い
ろ
い
ろ
問
題
に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
第
二
次
改
正
運
動
に
お
け
る
何
？

同。

5
z
p
m
E－同耐え
0
5
C
E。
ロ
は
ど
う
な
る
の
か
等
々
）
、
全
体
的
な
印
象
も
、

こ
の
要
約
的
表
現
の
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
著
者
の
社
会
経

済
的
分
析
も
、
そ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
改
正
に
社
会
的
な
立
体
性
を
与
え
た

の
は
た
し
か
だ
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
改
正
に
つ
い
て
、
そ
れ

に
対
応
す
る
社
会
経
済
的
諸
条
件
を
見
出
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
以
上
に
出

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
た
し
は
、
一
九
世
紀
を
大
き
く
、
一
八
四

八
年
ま
で
、
そ
れ
か
ら
「
大
不
況
」
ま
で
、
「
大
不
況
」
以
後
の
一
一
一
つ
に
区

分
す
る
時
、
こ
の
三
つ
の
時
期
は
、
政
治
史
的
に
も
社
会
経
済
史
的
に
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
特
異
な
歴
史
的
性
格
な
い
し
発
展
の
段
階
を
示
し
て
お
り
、
三

回
の
選
挙
法
改
正
は
、
こ
れ
ら
の
歴
史
的
事
情
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る

と
考
え
る
。
三
回
の
選
挙
法
改
正
か
ら
は
、
選
挙
権
の
拡
大
と
い
う
こ
と
以

外
に
も
、
た
と
え
ば
、
第
一
次
改
正
が
、
院
外
大
衆
運
動
に
よ
る
革
命
の
脅

威
で
成
立
し
た
の
は
な
ぜ
か
（
本
書
辻
、
こ
の
問
題
に
た
い
し
て
は
答
え
て
い
る
）
、

第
二
次
改
正
に
お
け
る
大
衆
運
動
は
、
法
案
成
立
の
ほ
ん
の
一
条
件
に
な
っ

た
の
に
す
ぎ
ず
、
自
由
、
保
守
両
党
に
よ
る
選
挙
権
拡
大
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
の

末
、
少
数
党
の
保
守
党
内
閣
の
手
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
第
三

次
改
正
の
議
席
再
配
分
が
、
両
党
首
の
首
脳
会
談
で
決
せ
ら
れ
た
の
は
な
ぜ

か
、
と
い
っ
た
問
題
も
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答

え
よ
う
と
す
れ
ば
、
上
述
し
た
三
つ
の
歴
史
的
時
期
に
つ
い
て
、
よ
り
立
入

っ
た
把
握
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
も
、

前
述
の
第
二
の
問
題
同
様
、
多
く
今
後
に
果
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
筆

者
と
し
て
は
、
あ
え
て
申
し
あ
げ
た
わ
け
で
、
ご
諒
承
い
た
だ
き
た
い
。

以
上
、
紙
数
の
関
係
も
あ
っ
て
、
大
き
く
三
点
に
つ
い
て
愚
見
を
弄
し
た

が
、
こ
の
大
著
の
書
評
と
し
て
不
十
分
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
書
は
、

す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
三
回
に
わ
た
る
選
挙
法
改
正
に
つ
い
て
の
非
常
に
く

わ
し
い
分
析
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
事
実
な
く
し
て
は
、
選
挙
法
改
正
の
研

究
も
は
じ
ま
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
、
本
書
が
教
示
に
富
ん
で
い
る

の
は
疑
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
が
、
書

評
と
い
う
手
前
、
本
書
の
性
格
を
わ
た
し
な
り
に
若
干
の
べ
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
妄
言
を
お
許
し
願
っ
て
筆
を
お
く
。

（A
5
判
四
九
七
ペ
ー
ジ
昭
和
四
三
年
四
月
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