
研
究
ノ
ー
トケ

ル
ン
に
お
け
る
一
三
九
六
年
忌
改
革

赤

阪

俊

一
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は
　
じ
　
め
　
に

　
か
つ
て
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ
は
都
市
史
に
お
い
て
は
都
市
領
主
の
時
代
と
都
市

共
同
体
の
時
代
を
わ
け
る
べ
き
だ
と
主
張
し
、
二
丁
共
同
体
成
立
期
に
生
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
コ
ミ
ュ
ー
ン
運
動
の
役
割
を
高
く
評
価
し
た
。
ミ
ヅ
タ
イ
ス
に
よ
り
、
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

市
制
度
に
関
す
る
「
全
理
論
を
新
し
い
基
礎
の
上
に
置
く
に
至
っ
た
」
と
ま

で
称
揚
さ
れ
た
こ
の
プ
ラ
ー
ユ
ッ
ツ
説
は
、
そ
の
後
の
都
市
史
研
究
者
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
が
、
そ
こ
に
闇
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ
が
中
世
都
市
の
歴
史
を
二
つ
の
蒋
期
に
分
け
た
こ

と
に
た
い
す
る
誤
解
か
ら
、
都
心
領
主
の
時
代
か
ら
都
市
共
同
体
へ
の
移
行

期
研
究
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
運
動
論
と
都
市
共
同
体
の
完
成
を
示
す
も
の

と
し
て
の
「
ツ
ン
フ
ト
闘
争
」
論
が
別
々
の
研
究
対
象
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
成
立
期
の
都
市
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
研
究
者
は

都
帯
内
騒
擾
の
時
期
た
る
一
四
・
五
世
紀
に
は
潤
を
向
け
な
い
し
、
都
帯
内

騒
擾
の
研
究
者
は
都
市
成
立
期
に
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
都
市
領
主
と
都

市
と
の
関
係
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
な
い
。

　
本
稿
で
は
、
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ
が
そ
の
理
論
を
構
築
す
る
た
め
に
主
と
し
て

依
拠
し
た
ケ
ル
ン
市
を
と
り
あ
げ
、
　
「
正
真
正
銘
の
民
主
主
義
的
選
挙
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
っ
く
ら
れ
」
、
「
全
市
民
の
平
等
」
が
現
出
し
た
と
し
て
、
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ

に
よ
り
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
た
…
三
九
六
年
の
制
度
変
革
を
対
象
と
し
て

分
析
を
行
い
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
運
動
と
一
四
世
紀
宋
の
都
市
内
騒
擾
が
実
は
密

接
に
絡
み
合
っ
て
お
り
、
一
三
九
六
年
の
制
度
改
革
に
よ
っ
て
チ
ッ
プ
フ
ァ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

！
い
う
と
こ
ろ
の
「
都
市
共
同
体
」
が
、
そ
し
て
小
倉
氏
の
い
う
よ
う
な
意

　
　
　
　
　
⑤

味
で
の
「
市
民
臨
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
「
都

市
共
同
体
」
に
お
い
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
た
の
は
い
か
な
る
人
々
で
あ
っ

た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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①
　
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ
著
　
鯖
田
豊
之
訳
「
中
世
都
市
成
立
論
」
一
九
五
九
年
　
未
来

　
社
。

②
　
ミ
ッ
タ
イ
ス
ー
ー
り
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
世
良
晃
志
郎
訳
「
ド
イ
ツ
法
鋤
史
概
説

　
（
改
定
版
）
」
昭
和
「
電
工
ハ
年
　
創
文
社
　
　
ゴ
一
八
七
百
［
。

③
勺
冨
巳
亘
簿
㎞
∪
δ
号
暮
ω
〇
一
さ
Q
Q
霞
象
h
日
蜜
§
。
芭
8
『
＜
皐
鳥
。
弓

　
菊
α
き
⑦
震
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搾
謀
ω
聾
9
轟
N
琶
臨
仲
銀
ヨ
鳳
2
」
類
α
冨
＼
9
昏
お
経
．
ω
．
ω
ω
O
●

④
月
9
冷
さ
し
σ
‘
N
霞
ω
℃
。
獣
田
【
9
弓
ω
3
臼
≦
①
。
。
学
琶
α
鏡
謬
梓
Φ
δ
霞
。
℃
霧
冒

　
窪
①
『
司
①
＆
巴
σ
Q
Φ
ω
貧
尻
。
冨
津
”
一
『
票
亘
国
・
（
葺
ω
α
q
・
ソ
国
p
目
讐
8
呂
魯
N
窪
芋
窪

　
o
母
。
噂
鐵
。
。
畠
窪
ω
富
鼻
σ
q
窃
〇
三
〇
簿
。
一
旨
窓
．
β
洋
α
呂
．
賢
げ
【
ケ
β
口
9
【
計
8
①
犀

　
ど
羅
㊤
σ
q
畠
㊦
σ
母
σ
q
お
謡
．
ψ
◎
。
。
。
．
（
次
注
の
小
倉
氏
論
文
に
よ
る
。
）

⑤
　
小
倉
欣
一
「
ド
イ
ツ
中
世
都
市
の
特
徴
づ
け
一
比
較
封
建
社
会
学
の
た
め
に

　
i
」
史
観
　
第
九
十
六
冊
　
五
〇
頁
。

［
　
研
　
　
究
　
　
史

　
ケ
ル
ン
に
お
け
る
一
四
世
紀
の
都
市
内
民
衆
運
動
、
と
り
わ
け
＝
二
九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

年
の
制
度
改
革
は
、
ケ
ル
ン
に
関
し
て
の
史
料
集
を
編
纂
し
、
五
巻
か
ら
成

　
　
　
　
　
②

る
ケ
ル
ン
帯
史
を
著
し
た
エ
ン
ネ
ン
の
叙
述
以
来
一
貫
し
て
市
政
民
主
化
一

「
ケ
ル
ン
革
命
」
と
把
握
さ
れ
て
き
た
。
従
っ
て
コ
ニ
九
六
年
以
後
の
体
制
、

い
わ
ゆ
る
ガ
ッ
フ
ェ
ル
体
制
は
手
工
業
者
、
商
人
を
担
い
手
と
す
る
ツ
ン
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ト
民
主
体
制
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
研
究
視
角
は
ラ
ウ
に
よ
っ
て

　
　
　
　
④

定
説
化
さ
れ
て
以
来
、
最
近
に
至
る
ま
で
基
本
的
に
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
踏
襲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
都
市
内
騒
擾
お
よ
び
そ
の
後
成
立
し
た
体
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

担
い
手
の
中
心
と
し
て
商
人
を
重
視
す
る
マ
シ
ュ
ケ
や
都
市
内
騒
擾
は
市
民

権
を
保
持
し
て
い
た
市
民
た
ち
に
よ
る
闘
争
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
「
市
民
闘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

争
し
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
主
張
す
る
チ
ョ
ッ
ク
、
あ
る
い
は
一
三
九
六
年
の
制

度
改
革
は
何
ら
古
い
伝
統
と
の
断
絶
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
連
続
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
唱
え
る
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
等
の
理
論
的
批
判
を
受
け
、
さ
ら
に
『
ケ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ソ
経
済
の
二
〇
〇
〇
年
』
出
版
を
契
機
と
し
て
、
ケ
ル
ン
市
史
研
究
者
の
な

か
か
ら
、
新
た
な
実
証
的
研
究
の
動
き
が
生
じ
て
き
た
。
そ
の
結
果
が
ヘ
ル

　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
⑬

ボ
ル
ソ
、
イ
ル
ジ
ー
グ
ラ
ー
、
ヴ
ェ
ソ
ス
キ
ー
、
ミ
リ
ツ
ァ
ー
等
に
よ
る
実

証
研
究
で
あ
る
。

　
ヘ
ル
ボ
ル
ソ
は
主
と
し
て
政
治
的
支
配
層
の
分
析
を
通
し
て
、
一
三
九
六

年
を
境
と
し
て
の
政
治
的
支
配
層
の
質
的
変
化
を
明
ら
か
に
し
、
イ
ル
ジ
ー

グ
ラ
ー
は
織
匠
の
分
析
を
通
し
て
、
都
市
内
騒
擾
の
担
い
手
を
問
屋
主
織
匠

の
仕
事
と
み
な
そ
う
と
す
る
。
ヴ
ェ
ン
ス
キ
ー
は
直
接
一
四
世
紀
の
民
衆
騒

擾
を
扱
っ
て
は
い
な
い
が
、
一
五
世
紀
の
ケ
ル
ン
に
お
い
て
は
他
都
市
と
比

べ
れ
ば
女
性
の
地
位
が
相
対
的
に
高
か
っ
た
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
四
世
紀
末
の
制
度
改
革
を
肯
定
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
ミ
リ
ツ
ァ
ー
は
一
四
世
紀
後
半
の
都
市
内
騒
擾
を
対
象
と
し
、
そ

の
前
提
と
影
響
を
分
析
す
る
の
で
あ
る
が
、
一
三
九
六
年
越
制
度
改
革
が
革

命
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
き
わ
め
て
古
典
的
な
問
題
提
起
を
し
、
結
局
革

命
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
当
然
と
も
言
え
る
結
論

を
出
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
結
論
は
ど
う
で
あ
れ
、
一
四
世
紀
後
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半
に
お
け
る
ケ
ル
ン
の
社
会
史
的
事
実
の
発
掘
は
見
事
で
あ
り
、
そ
う
し
た

事
実
の
集
積
は
こ
れ
か
ら
の
研
究
に
き
わ
め
て
有
益
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
は
こ
う
し
た
実
証
的
成
果
を
利
用
し
つ
つ
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
リ
ッ
ヒ

な
要
素
と
ゲ
ノ
ヅ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
リ
ヅ
ヒ
な
要
素
と
が
複
雑
に
絡
ま
り
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
存
在
し
て
い
た
ケ
ル
ン
市
が
、
一
四
世
紀
宋
の
制
度
改
革
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
に
変
化
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
翻
的
と
し
て
い
る
。
と
同
蒔

に
一
四
世
紀
都
尉
内
民
衆
騒
擾
を
コ
ミ
ュ
ー
ン
運
動
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

で
も
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
か
っ
て
の
筆
者
の
主
張
を
補
強
し
、

都
市
領
主
権
力
か
ら
相
対
的
に
自
立
し
た
都
市
共
同
体
の
成
立
を
一
四
世
紀

宋
に
求
め
る
た
め
の
一
つ
の
準
備
作
業
を
も
な
す
。
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①
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誘
。
貯
ロ
ロ
σ
Q
o
昌
貯
一
く
α
冒
冒
α
g
N
！
く
。
一
8
p
【
犀
一
｛
8
色
。
。
。
一
か
冒
ξ
一

　
ゴ
β
コ
畠
①
『
密
㌧
園
α
冨
一
㊤
Q
Q
O
■

⑭
　
都
市
上
級
裁
判
所
の
判
決
発
見
者
で
あ
っ
た
参
審
人
は
大
司
教
に
よ
っ
て
任
命

　
さ
れ
、
大
司
数
の
代
理
人
た
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
参
審
人
は

　
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
リ
ッ
ヒ
な
要
素
を
都
市
に
持
ち
込
ん
で
い
た
と
い
え
る
。
リ
ッ
ヘ

　
ル
ツ
ェ
ッ
へ
は
人
的
構
成
に
お
い
て
参
審
人
団
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
ま

　
た
小
参
事
会
に
も
参
審
人
が
多
く
議
席
を
占
め
て
お
り
、
本
来
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ

　
ャ
フ
ト
リ
ッ
ヒ
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
都
市
舗
度
へ
の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
リ
ッ
ヒ
な

　
も
の
の
侵
入
が
｝
野
飼
紀
末
の
の
状
況
で
あ
っ
た
。
　
〔
参
審
星
団
に
関
し
て
は
、

　
い
窪
」
男
」
じ
d
Φ
津
桑
σ
q
o
N
霞
く
。
『
h
p
。
。
ω
琶
α
Q
ω
σ
q
①
σ
q
Φ
。
。
o
｝
凱
0
7
什
。
即
興
ω
景
象
囚
0
2
巨
㍉

　
り
器
。
っ
。
プ
α
融
。
巳
6
二
〇
σ
q
三
諺
畠
。
の
頃
。
島
σ
Q
⑦
ユ
。
葺
ω
N
‘
溶
α
ヨ
銘
ω
N
q
旨
｝
餌
訂
。

　
一
Q
Q
⑫
ρ
ぎ
…
≦
O
◎
。
a
O
5
け
。
。
O
ず
Φ
N
O
ぱ
ω
O
げ
鳳
津
｛
ロ
『
O
霧
O
㌶
O
ゴ
8
　
¢
謬
α
　
国
嵩
嵩
ω
計
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｝
σ
q
邑
図
H
＜
（
統
獣
y
ω
．
H
鳶
占
㊤
α
・
リ
ヅ
ヘ
ル
ツ
ェ
ツ
に
つ
い
て
は
、
　
H
〈
賢
島
ρ

　
問
‘
U
8
穴
α
冨
雲
力
帥
。
9
護
①
3
ρ
営
”
N
①
搾
ω
昌
ユ
津
臨
母
菊
。
。
深
し
。
G
Q
o
し
。
〇
三
〇
耳
①
”

　
O
巽
ヨ
．
〉
葺
‘
し
σ
匹
．
O
（
誌
。
。
。
。
Y
Q
Q
．
困
認
占
8
．
参
事
会
に
つ
い
て
は
、
ピ
㊤
戸

　
団
円
乙
。
満
貫
σ
q
㌧
ω
幽
㊤
Q
。
鋒
〕
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
、
一
三
九
六
年
以
前
の
小

　
参
事
会
員
、
リ
ッ
ヘ
ル
ツ
ェ
ッ
へ
の
役
員
、
参
審
人
を
本
稿
で
は
都
市
貴
族
と
呼

　
ぶ
こ
と
に
す
る
。

⑮
　
拙
稿
「
中
世
都
市
自
治
権
獲
得
運
動
の
一
過
程
」
人
文
論
究
　
第
三
二
巻
　
第

　
三
号
。

二
　
一
三
九
六
年
の
制
度
改
革

　
十
四
世
紀
末
の
ケ
ル
ン
市
は
都
布
貴
族
同
士
の
政
変
劇
で
大
き
く
揺
れ
動

　
　
　
①

い
て
い
た
。
そ
の
演
出
を
手
懸
け
、
自
ら
も
出
演
し
た
の
は
、
ヒ
ル
ガ
ー
・

ク
ヴ
ァ
ッ
タ
ー
マ
ル
ト
な
る
一
都
市
貴
族
で
あ
っ
た
。
こ
の
ヒ
ル
ガ
ー
の
主

観
的
意
図
が
ど
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
か
れ

は
参
事
会
制
度
を
改
革
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
れ
も
大
参
事
会
の
権
限
を
増

大
さ
せ
、
参
審
人
団
体
の
権
限
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
達
成
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
の
周
辺
に
は
何
人
か
の
養
同
者
が
あ
つ
ま

り
、
　
一
つ
の
党
派
が
結
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
グ
ラ
イ
フ
ェ
ソ
党
と
呼
ば
れ
た
。

か
れ
に
反
対
す
る
人
々
も
集
ま
っ
て
フ
ロ
イ
ン
デ
党
と
い
う
党
派
を
結
成
し

た
。
こ
の
二
つ
の
党
派
の
公
然
た
る
対
立
は
＝
二
九
一
年
に
始
ま
る
。
党
争

は
グ
ラ
イ
フ
ェ
ン
党
の
優
位
の
う
ち
に
終
始
し
、
「
革
命
」
の
年
一
三
九
六

年
を
迎
え
る
。
こ
の
年
フ
ロ
イ
ソ
デ
党
の
武
力
ク
ー
デ
タ
の
た
め
グ
ラ
イ
フ

エ
ン
党
の
メ
ン
バ
ー
は
ケ
ル
ン
市
か
ら
一
掃
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
両
党
派
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

争
点
は
都
市
制
度
の
改
革
で
あ
っ
た
が
、
残
余
の
市
民
、
住
民
に
と
り
た
て

て
関
心
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
見
え
な
い
。
し
か
し
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
制

度
の
改
革
そ
の
も
の
に
住
民
が
無
関
心
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

か
れ
ら
は
都
市
貴
族
に
よ
る
制
度
改
革
な
ど
一
般
市
民
大
衆
層
の
利
害
と
は

ま
ず
無
縁
で
あ
ろ
う
と
思
い
定
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
　
三
九
六

年
の
制
度
改
革
に
グ
ラ
イ
フ
ェ
ソ
の
メ
ン
バ
ー
も
、
ま
た
フ
ロ
イ
ン
デ
の
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ン
バ
ー
も
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
納
得
で
き
る
。
要
す
る
に
一

三
九
六
年
の
改
革
は
都
市
貴
族
に
よ
る
改
革
と
は
そ
の
基
本
的
理
念
を
異
に

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
一
三
九
六
年
へ
と
至
る
政
治
的
経

過
は
省
略
し
、
一
三
九
六
年
六
月
の
都
帯
貴
族
支
配
崩
壊
前
後
の
事
情
を
記

し
て
お
く
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
年
代
記
『
毒
し
き
書
』
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
都
市
貴
族
支
配
崩
壊

の
顯
末
は
以
下
の
よ
う
な
事
情
で
あ
っ
た
。
グ
ラ
イ
フ
ェ
ン
党
を
追
放
し
た

直
後
、
フ
ロ
イ
ン
デ
は
居
酒
屋
開
設
の
認
可
を
各
市
民
に
与
え
る
と
い
う
約

束
を
し
た
と
い
う
。
そ
の
約
束
は
全
く
果
さ
れ
ず
、
市
民
達
は
何
度
も
陳
情

し
た
。
こ
う
し
た
不
満
に
加
え
て
、
都
市
内
部
の
党
派
争
い
の
せ
い
で
商
人
、

手
工
業
者
が
甚
大
な
被
害
を
被
っ
て
い
た
こ
と
も
問
題
と
さ
れ
た
。
こ
う
し

て
手
工
業
者
と
商
人
は
手
を
結
び
、
集
会
を
開
い
た
。
「
織
匠
支
配
」
崩
壊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

後
、
都
市
住
民
の
集
会
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
フ
ロ
イ
ン
デ
党
の
領
袖
で
あ
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り
、
ま
た
市
長
で
も
あ
っ
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ソ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
キ
ル
ヘ

ン
な
る
人
物
が
集
会
の
解
散
を
命
じ
る
た
め
、
単
身
そ
の
集
会
の
場
へ
と
赴

い
た
。
し
か
し
そ
の
場
に
お
い
て
か
れ
は
逆
に
捕
え
ら
れ
て
し
ま
い
、
翌
日

の
話
し
合
い
を
約
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
や
っ
と
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

コ
ソ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ソ
は
そ
の
夜
の
う
ち
に
帯
外
へ
と
逃
亡
し
、
翌
朝
そ
の
事

実
を
知
っ
た
住
民
達
は
そ
の
貴
任
を
追
及
す
る
た
め
、
ま
だ
帯
内
に
い
た
フ

ロ
イ
ン
デ
の
メ
ン
バ
ー
を
急
襲
し
た
。
フ
ロ
イ
ソ
デ
の
面
々
は
全
く
抵
抗
せ

ず
、
お
と
な
し
く
獄
に
つ
な
が
れ
た
。
こ
う
し
て
都
市
貴
族
支
配
が
崩
壊
し

た
の
で
あ
っ
た
。

　
六
月
二
十
四
日
に
は
臨
時
参
事
会
が
召
集
さ
れ
、
さ
ら
に
九
月
十
四
日
に

は
共
同
宜
誓
コ
ン
ユ
ー
ラ
ー
テ
ィ
オ
ー
の
形
式
で
、
「
盟
約
文
書
」
が
発
表

さ
れ
、
新
し
い
都
帯
制
度
が
で
き
あ
が
っ
た
。
＝
二
九
六
年
以
前
の
制
度
と

比
べ
て
新
制
度
の
特
徴
と
い
え
る
の
は
、
大
参
事
会
と
小
参
事
会
と
い
う
二

参
事
会
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
参
事
会
が
一
つ
に
統
合
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
旧

体
制
の
も
と
で
は
小
参
事
会
は
都
市
貴
族
の
独
占
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
小

参
事
会
を
通
し
て
都
帝
貴
族
支
配
が
貫
徹
さ
れ
て
い
た
が
、
統
合
さ
れ
た
参

事
会
で
は
都
市
貴
族
の
独
占
的
議
席
確
保
は
見
ら
れ
ず
、
制
度
的
に
は
政
治

的
特
権
階
級
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
臨
時
参
事
会
は
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
ミ
リ

タ
ー
レ
ス
と
呼
ば
れ
る
五
名
は
す
べ
て
都
邑
貴
族
で
あ
り
、
旧
小
参
事
会
を

　
　
　
⑧

思
わ
せ
る
。
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
ノ
ー
ミ
ネ
X
V
と
呼
ば
れ
、
そ
の
メ
ン
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

…
か
ら
み
る
と
旧
大
参
事
会
を
思
わ
せ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
見
て
、
制
度

の
改
革
は
急
激
に
は
行
わ
れ
ず
、
旧
都
帯
支
配
層
の
意
見
を
も
幾
分
か
は
取

り
入
れ
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
重

要
な
点
は
、
参
事
会
へ
の
選
出
方
法
が
具
体
的
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

旧
制
度
下
に
お
い
て
は
、
参
事
会
員
選
出
に
関
し
て
は
具
体
的
規
定
が
存
在

せ
ず
、
こ
の
点
で
ケ
ル
ン
市
は
慣
習
法
的
、
私
的
制
度
か
ら
成
文
法
的
、
公

的
制
度
へ
と
脱
皮
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
①
ケ
ル
ン
に
お
け
る
十
四
世
紀
末
の
都
市
貴
族
間
の
争
い
に
つ
い
て
は
、
多
く
の

　
　
研
究
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
邦
語
の
文
献
だ
け
を
挙
げ
て
お
く
。
四
二
著
「
ド
イ

　
　
ツ
中
世
都
市
と
都
市
法
」
昭
和
五
十
年
　
創
文
社
。
特
に
二
三
一
頁
以
下
参
照
。

　
②
　
ケ
ル
ン
に
は
市
政
担
当
機
関
と
し
て
、
大
・
小
二
つ
の
参
事
会
が
存
在
し
て
い

　
　
た
。
こ
の
う
ち
小
参
事
会
が
市
政
を
中
心
的
に
担
い
、
大
欝
欝
会
は
そ
れ
を
補
佐

　
　
し
た
。
参
審
人
は
都
市
上
級
裁
判
に
お
け
る
判
決
発
見
人
で
あ
り
、
毛
帯
領
主
で

　
　
あ
っ
た
ケ
ル
ン
大
司
教
に
任
命
さ
れ
た
。
林
前
掲
書
二
七
八
頁
以
下
に
ケ
ル
ン
市

　
　
の
都
市
繭
玉
に
か
ん
す
る
簡
単
な
紹
介
が
あ
る
。

　
③
こ
の
党
争
に
つ
い
て
は
、
踏
醇
σ
自
P
同
心
耳
p
5
σ
q
。
。
ω
。
三
。
葺
’
ω
．
這
“
R
に
お
い

　
　
て
両
党
派
に
結
集
し
た
個
女
の
都
市
貴
族
の
分
析
が
な
さ
れ
、
単
な
る
フ
ェ
ー
デ

　
　
で
あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
④
　
こ
の
両
党
派
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
改
輩
－
派
の
措
置
は
、
　
出
塁
σ
o
ヨ
、
周
0
7

　
　
≡
岡
回
σ
q
ω
。
。
〇
三
〇
露
㌧
ω
■
。
。
ω
団
隼

　
⑤
　
σ
㌶
コ
焉
毛
Φ
σ
O
一
〇
F
一
嵩
”
U
貯
0
7
δ
昌
欝
。
鐸
鳥
震
（
δ
霞
晒
ω
9
お
昌
ω
銭
血
8
℃
切
9

　
　
一
P
b
o
噛
〉
目
騨
ヤ
Ω
α
雰
貯
α
q
o
［
岡
一
〇
〇
G
◎
．
ψ
b
o
b
⊃
圃
陣

　
⑥
り
。
①
ω
o
ダ
鵠
■
〈
‘
O
♂
開
α
翌
旦
N
簾
寓
け
戸
三
2
＆
o
H
＝
δ
σ
㎝
梓
㊤
呂
。
話
講
囚
9
器
『
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O
o
芝
臼
σ
①
負
犀
霞
p
畠
o
p
瓢
の
ド
β
ヨ
｝
p
ξ
Φ
麟
0
9
込
っ
ζ
」
α
φ
高
じ
づ
。
”
コ
お
0
8
切
α
’
ピ

　
罵
一
三
①
犀
戸
蜀
σ
Q
”
ω
●
Φ
g
。
．

⑦
o
Q
8
貫
芝
‘
N
母
く
。
嶺
。
。
。
。
江
。
寡
。
号
ω
崇
9
昌
窪
く
。
吾
已
乱
げ
ユ
。
h
⑦
ω
＜
o
旨

　
一
餅
o
Q
①
隣
①
ヨ
σ
興
ド
ω
O
①
‘
営
”
ノ
＜
o
ω
巳
①
暮
ω
0
9
N
臥
冨
。
汀
託
け
h
鐸
Ω
Φ
。
庸
〇
三
〇
匿
。

　
昌
づ
伽
囚
β
霧
ゴ
ゆ
α
．
這
（
H
c
。
O
ω
）
」
ω
■
b
⊃
ゆ
φ
陣

⑧
出
①
皆
。
ヨ
」
関
警
同
雪
σ
Q
。
。
皿
0
7
一
。
算
㌧
ω
．
ω
O
b
。
■

⑨
　
ノ
ー
ミ
ネ
X
V
が
二
二
参
事
会
、
第
三
グ
ル
ー
プ
が
旧
大
参
二
会
を
代
表
す
る

　
と
い
う
主
張
も
あ
る
が
（
ピ
2
ご
鱒
μ
け
’
≦
o
乙
呂
α
q
、
ω
噛
嵩
じ
、
説
得
性
に
乏
し
い
。

三
「
盟
約
文
書
」

　
ツ
ン
フ
ト
体
制
の
ケ
ル
ン
版
と
言
わ
れ
て
き
た
ガ
ッ
フ
ェ
ル
体
制
の
「
基

本
法
」
は
、
一
三
九
六
年
九
月
に
市
の
書
記
ゲ
ル
ラ
バ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ウ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
る
人
物
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
「
盟
約
文
書
」
で
あ
る
。
こ
の
「
麗
約
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

書
」
は
一
五
＝
二
年
に
一
部
手
直
し
が
加
え
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
一
九

世
紀
初
頭
ま
で
、
ケ
ル
ン
市
の
政
治
生
活
を
規
定
し
つ
づ
け
た
。
「
基
本
法
」

と
し
て
の
性
格
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
こ
に
は
粗
い
規
定
し
か
見
ら

れ
な
い
が
、
ガ
ッ
フ
ェ
ル
体
制
の
基
本
的
性
格
を
考
察
す
る
に
は
、
こ
の

「
盟
約
文
書
」
を
見
る
の
が
や
は
り
最
適
で
あ
ろ
う
。

　
「
盟
約
文
書
」
は
全
部
で
十
五
条
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
の
前
文
に
お
い

て
は
、
ガ
ッ
フ
ェ
ル
体
制
の
基
本
的
枠
組
み
で
あ
る
政
治
単
位
と
し
て
の
ガ

ッ
フ
ェ
ル
の
構
成
の
仕
方
が
、
二
十
ご
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
全
部
に
関
し
て
羅
列

　
　
　
　
③

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
そ
の
最
初
に
は
織
匠
ガ
ッ
フ
ェ
ル
に
つ
い
て
の
記

述
が
以
下
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。
　
「
我
々
ア
イ
ル
ス
ブ
ル
ク
と
グ
リ
ー
ヒ
ェ

ン
マ
ル
ク
ト
の
織
匠
は
勇
毛
匠
、
白
韓
匠
、
テ
ィ
ル
タ
イ
織
匠
と
我
々
と
を

　
　
　
　
④

結
び
付
け
る
。
」
同
じ
よ
う
な
形
式
で
二
十
二
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
の
構
成
が
示

さ
れ
た
あ
と
、
十
五
条
に
亘
っ
て
基
本
的
制
度
の
あ
り
よ
う
が
記
さ
れ
る
。

以
下
こ
の
十
五
条
の
う
ち
、
ガ
ッ
フ
ェ
ル
体
制
の
理
解
に
不
可
欠
な
条
項
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
第
一
条
　
参
事
会
は
い
か
な
る
出
陣
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
を
企
て
た
り
、

　
　
命
令
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
ケ
ル
ン
市
は
レ
ン
テ
の
負
担
が
か

　
　
か
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
貴
族
あ
る
い
は
都
市
と
の
間
に
新
し
い
同
盟
あ

　
　
る
い
は
条
約
を
結
ん
で
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
一
年
に
千
グ
ル
デ
ン
以

　
　
上
の
支
出
を
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
千
グ
ル
デ
ン
以
上
の
額
の
契
約
を
、

　
　
ゲ
マ
イ
ソ
デ
の
同
意
な
く
、
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に

　
　
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
業
務
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
い
と
き
は
、
ま
ず
全
ア
ム
ト
と
ガ
ッ
フ
ェ
ル
に
告
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
。
し
か
し
て
の
ち
各
ガ
ッ
フ
ェ
ル
は
二
人
の
尊
敬
さ
れ
る
べ
き

　
　
代
表
を
そ
の
と
き
の
参
事
会
へ
と
送
り
出
し
、
当
該
業
務
に
関
す
る
見

　
　
解
を
伝
え
さ
せ
る
べ
し
。
こ
の
代
表
が
参
事
会
と
と
も
に
多
数
決
で
決

　
　
定
し
た
こ
と
は
法
律
上
効
力
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
各
人
を
無
条
件
で

　
　
縛
る
も
の
で
あ
る
。
（
こ
の
二
人
の
代
表
が
つ
く
る
団
体
が
四
十
四
人

　
　
衆
で
あ
る
。
）
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第
二
条
　
以
後
、
全
参
事
会
は
一
つ
の
参
事
会
と
な
り
、
共
同
で
ゲ
マ

イ
シ
ャ
フ
ト
リ
ッ
ヒ
に
審
議
に
あ
た
る
べ
し
。
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ

ち
ケ
ル
ン
で
は
い
ま
ま
で
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
小
参
事
会
と
大
参
事

会
が
も
は
や
存
在
し
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
条
　
我
々
は
次
の
よ
う
に
取
り
決
め
た
。
ケ
ル
ン
で
は
二
人
の
市

長
と
一
つ
の
参
事
会
が
選
出
さ
れ
る
べ
し
。
そ
し
て
選
出
は
宣
誓
を
し

て
行
わ
れ
る
べ
し
。
し
か
も
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
べ

し
。
我
々
ア
イ
ル
ス
ブ
ル
ク
と
グ
ジ
ー
ヒ
ェ
ン
マ
ル
ク
ト
の
織
匠
は
、

勢
毛
匠
、
白
壁
匠
、
テ
ィ
ル
タ
イ
織
匠
と
共
に
、
我
々
の
間
か
ら
四
人

の
尊
敬
す
べ
き
市
民
を
選
び
、
か
れ
ら
を
参
事
会
に
送
る
。
我
々
ア
イ

ゼ
ン
マ
ル
ク
ト
は
二
人
の
尊
敬
す
べ
き
市
民
を
送
る
。
（
以
下
二
十
の

ガ
ッ
フ
ェ
ル
に
つ
い
て
記
さ
れ
、
三
十
六
名
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
）
す
ぐ
そ
の
後
、
ア
ム
ト
と
ガ
ッ
フ
ェ
ル
は
選
ば
れ
た
も
の
を

市
庁
舎
へ
と
送
る
べ
し
。
そ
し
て
こ
の
選
出
さ
れ
た
参
事
会
員
は
続
い

て
す
ぐ
に
定
数
に
は
ま
だ
欠
け
て
い
る
参
事
会
員
を
ア
ム
ト
、
ガ
ッ
フ

ェ
ル
、
ゲ
マ
イ
ソ
デ
か
ら
選
び
だ
す
べ
し
。
し
か
も
そ
れ
に
適
し
て
お

り
、
誠
実
な
見
解
を
も
っ
て
市
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
最
蕃
だ
け
を
願
う
こ

れ
ら
の
尊
敬
す
べ
き
、
か
つ
聡
明
な
る
人
々
は
参
事
会
が
四
十
九
名
の

定
数
に
達
す
る
ま
で
選
ば
れ
る
べ
し
。
（
こ
う
し
て
選
出
さ
れ
た
十
三

名
の
参
事
会
員
は
ゲ
ブ
レ
ヒ
と
呼
ば
れ
る
。
）
こ
の
よ
う
に
し
て
参
事

　
　
会
が
完
全
に
選
ば
れ
、
そ
の
宣
誓
を
終
え
た
後
に
は
、
参
事
会
は
ア
ム

　
　
ト
、
ガ
ッ
フ
ェ
ル
、
ゲ
マ
イ
ソ
デ
の
な
か
か
ら
二
人
の
市
長
を
選
ぶ
ぺ

　
　
し
。

　
　
第
四
条
参
事
会
選
挙
、
市
長
選
挙
に
お
い
て
は
、
愛
情
、
憎
悪
、
友

　
　
情
、
親
戚
関
係
、
人
か
ら
の
依
頼
は
何
の
役
割
も
演
じ
る
べ
か
ら
ず
。

　
　
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
べ
き
は
、
市
の
栄
光
と
自
由
そ
し
て
市
民
全
体

　
　
の
た
め
の
最
善
だ
け
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
五
条
　
さ
ら
に
我
々
は
次
の
こ
と
を
取
り
決
め
た
。
す
な
わ
ち
半
年

　
　
毎
に
、
参
事
会
の
半
数
が
交
替
す
る
べ
し
。
一
年
間
参
事
会
員
で
あ
っ

　
　
た
も
の
は
、
そ
の
後
三
年
た
っ
て
初
め
て
再
選
出
が
許
さ
れ
る
も
の
と

　
　
す
る
。

　
第
六
条
以
後
は
、
参
事
会
に
選
出
さ
れ
た
帯
民
が
参
事
会
員
と
な
る
こ
と

を
拒
否
し
た
と
き
の
措
畳
（
第
六
条
）
、
破
門
さ
れ
て
い
る
者
、
庶
子
、
非

自
由
民
は
選
出
行
為
に
は
関
与
で
き
な
い
こ
と
　
（
第
七
条
）
、
市
民
は
謀
反

の
と
き
は
参
事
会
を
た
す
け
る
た
め
に
、
駆
け
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
九

条
）
等
の
一
般
措
置
で
あ
り
、
直
接
ガ
ッ
フ
ェ
ル
体
制
に
関
係
す
る
条
項
で

は
な
い
の
で
省
略
。
た
だ
十
三
条
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
規
定
な
の
で
紹
介

し
て
お
こ
う
。

　
　
第
十
三
条
　
次
に
我
々
は
次
の
よ
う
な
決
定
を
し
た
。
現
在
ケ
ル
ン
に

　
　
居
住
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
い
っ
か
後
に
ケ
ル
ン
に
居
住
す
る
た
め
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に
や
っ
て
来
る
者
は
、
す
べ
て
（
市
庁
舎
に
）
出
頭
し
た
後
、
十
四
日

　
　
以
内
に
加
入
し
よ
う
と
思
う
ア
ム
ト
あ
る
い
は
ガ
ッ
フ
ェ
ル
を
選
ば
ね

　
　
ば
な
ら
ぬ
。

　
「
盟
約
文
書
」
の
内
容
は
以
上
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
が
、
条
文
か
ら
伺

わ
れ
る
の
は
都
市
の
中
世
末
期
に
お
け
る
閉
鎖
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
開
放

性
で
は
な
か
ろ
う
か
。
参
事
会
員
や
市
長
に
な
れ
る
の
は
、
市
民
で
あ
っ
た

が
、
そ
う
し
た
人
々
を
選
挙
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
実
際
は
ど
う
で

あ
れ
、
理
念
的
に
は
必
ず
し
も
市
民
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
開
放
性
は
恐
ら
く
ケ
ル
ン
市
の
経
済
構
造
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
「
盟
約
文
書
」
に
繰
り
返
し
で
て
く
る
コ
般
住
民
の
た
め
の
最
善
」

と
い
う
こ
と
ば
は
、
単
な
る
飾
り
こ
と
ば
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
文
書
を
作

成
し
た
ハ
ウ
エ
が
都
市
と
い
う
も
の
を
か
な
り
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な

も
の
と
み
て
お
り
、
他
の
都
市
民
も
、
そ
れ
は
概
ね
正
し
い
と
感
じ
て
い
た

と
い
う
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

①
＜
醇
9
呂
σ
置
①
ひ
旨
”
O
ξ
o
コ
障
①
ジ
ω
9
H
野
ω
．
O
O
×
×
舜
こ
の
「
盟
約

　
文
書
」
に
基
づ
く
体
鯛
に
つ
い
て
は
、
い
ま
ま
で
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
こ
れ
ま
で
は
問
題
が
少
な
か
ら
ず
単
純
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
と
い
う
の
も
ケ
ル
ン
で
は
当
時
「
民
主
主
義
」
が
導
入
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
本

　
質
的
に
は
な
に
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
視
点
で
議
論
が
す
す
め
ら

　
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ
は
こ
の
体
制
が
真
に
民
主
主

　
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
い
る
し
（
コ
p
巳
け
欝
∪
δ
Ω
①
暮
。
。
昌
。
ω
3
象
”

　
Q
o
■
Q
Q
ら
o
P
）
、
ラ
ウ
（
い
P
～
団
コ
ジ
ニ
O
鉱
口
昌
σ
q
”
の
■
δ
ω
．
）
や
シ
ュ
タ
イ
ン
（
o
Q
吟
巴
P

　
く
。
お
。
ω
o
謹
。
卸
ρ
o
Q
．
b
⊃
O
ト
っ
）
に
し
て
も
お
な
じ
よ
う
な
見
か
た
を
と
る
。
シ
ュ
タ

　
イ
ソ
バ
ッ
ハ
は
真
っ
向
か
ら
そ
れ
に
反
対
す
る
。
（
ω
8
首
σ
ρ
。
貫
ω
o
巴
巴
α
q
。
ω
。
置
－

　
o
耳
。
㌧
ω
．
①
。
。
O
中
）
そ
し
て
議
論
は
ま
っ
た
く
か
み
合
わ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
民

　
主
主
義
」
と
い
う
多
義
的
な
概
念
を
使
っ
て
の
分
析
そ
の
も
の
が
不
毛
で
あ
る
こ

　
と
を
示
し
て
い
る
。

②
　
6
夙
ρ
欝
ω
⇔
誕
σ
覧
。
鴨
」
一
コ
”
O
財
げ
コ
嵩
閑
¢
P
切
畠
’
一
b
o
．
ω
．
O
O
×
×
目
自
．

⑧
二
二
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
に
つ
い
て
は
、
林
前
掲
書
二
七
三
頁
以
下
。

④
　
≦
皆
く
塁
鳥
。
ヨ
≦
郎
躍
①
轟
壱
旨
g
帥
。
・
〉
『
ω
9
お
プ
ロ
邑
丙
甑
9
ヨ
ρ
噌
け
筥
写

　
α
o
p
p
。
ヨ
冥
。
ロ
N
o
昆
湧
く
。
笹
昌
ロ
色
①
鵠
目
口
α
芝
蹄
ヨ
無
言
旨
淳
鵠
螢
ヨ
。
コ
。
。
9
0
員
①

　
≦
一
ω
σ
q
o
謹
。
貯
山
鋤
ほ
魚
霞
…
．
ξ
O
げ
「
o
黒
ズ
Φ
斜
ゆ
畠
■
置
曜
の
’
O
O
×
×
■

⑤
　
以
下
は
、
＜
醇
9
コ
α
σ
艮
。
h
の
抄
訳
で
あ
る
。
原
文
の
注
記
は
省
略
し
た
。

⑥
　
二
二
の
政
治
団
体
と
し
て
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
の
う
ち
、
ア
イ
ゼ
ン
マ
ル
ク
ト
、
シ

　
ュ
ヴ
ァ
ル
ッ
ハ
ウ
ス
、
ヒ
ソ
メ
ル
ラ
イ
ヒ
、
ヴ
ィ
ソ
デ
ッ
ク
、
ア
ー
レ
ン
の
五
つ

　
以
外
は
ア
ム
ト
と
呼
ば
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
も
は
や
ツ
ン
フ
ト
そ
の
も
の
で
は

　
な
い
。

四
　
新
体
制
下
の
政
治
的
指
導
層

　
i
　
臨
時
参
事
会

　
臨
時
参
事
会
の
定
員
は
四
十
入
山
で
、
先
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
ミ
リ
タ
ー
レ
ス
と
呼
ば
れ
る
五

名
の
都
市
貴
族
の
う
ち
、
三
鷹
は
か
つ
て
の
小
参
事
会
員
で
あ
っ
た
。
ノ
ー

ミ
ネ
X
V
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
は
十
六
名
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
六
名
が
ア

イ
ゼ
ン
マ
ル
ク
ト
・
ガ
ッ
フ
ェ
ル
の
メ
ン
バ
…
で
あ
り
、
八
名
が
か
つ
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

大
参
事
会
員
で
あ
っ
た
。
こ
の
な
か
に
は
都
市
貴
族
は
一
人
だ
け
し
か
見
当
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②

た
ら
な
い
。
最
後
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
二
七
名
の
名
前
が
み
え
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

か
れ
ら
は
商
人
と
手
工
業
者
を
代
表
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
臨
時
参
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

女
中
の
都
市
貴
族
の
割
合
は
十
二
・
五
％
で
あ
り
、
一
三
九
六
年
以
前
の
大

参
事
会
中
の
都
市
貴
族
数
の
割
合
よ
り
も
か
な
り
低
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

本
人
の
代
に
初
め
て
ケ
ル
ン
市
民
と
な
っ
た
新
市
民
数
の
割
合
は
、
十
六
・

七
％
で
、
馳
参
菓
会
員
中
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
。
さ
ら
に
目
を

　
醤
一
燈

ひ
く
の
は
遠
隔
地
商
人
数
の
割
合
で
あ
り
、
臨
時
参
事
会
全
体
で
は
十
八
名

で
、
三
十
七
・
五
％
で
あ
る
が
、
ノ
…
ミ
ネ
X
V
に
お
い
て
は
十
名
が
遠
隔

地
商
人
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
に
ノ
ー
ミ
ネ
X
V
の
六
十
二
・
五
％
と
い
う
高

率
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
大
参
事
会
員
中
に
お
い
て
遠
隔
地
商
人
が
占

め
た
割
合
は
、
コ
ニ
八
五
年
か
ら
＝
二
九
六
年
の
間
の
大
参
事
会
員
九
十
二

名
の
う
ち
十
九
名
（
二
十
・
七
％
）
で
あ
り
、
一
三
七
二
年
か
ら
＝
二
八
八

云
掛
寒
露

誌
罰
諄
藪
〉

も
H
藩
蝋

蛍
讃
灘

麟
撃
掛
湘

δ
鵡
～
Q
。
o
。
副
管
サ

耳
＾
㊦
汁
嚇
蝸
恥

加
謬
購
竃
㊦
鹸
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年
の
間
の
大
参
事
会
員
九
十
七
名
の
う
ち
十
一
名
（
十
一
・
三
％
）
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
と
比
べ
て
み
て
も
、
か
な
り
の
高
率
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
も

う
一
つ
見
逃
せ
な
い
点
は
手
工
業
者
の
数
で
あ
る
。
ご
二
七
二
年
か
ら
＝
二

九
六
年
ま
で
の
大
参
事
会
員
中
に
は
純
粋
の
手
工
業
者
は
一
名
も
み
え
な
い

が
、
臨
時
参
事
会
に
は
十
名
（
二
十
・
八
％
）
の
手
工
業
者
が
参
繭
し
て
い

る
。
こ
れ
だ
け
の
数
で
は
、
こ
の
体
制
が
手
工
業
者
中
心
の
ツ
ン
フ
ト
体
制

で
あ
っ
た
な
ど
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
以
前
と
比
べ
れ
ば
政

治
参
加
の
開
放
性
が
目
立
つ
と
い
え
よ
う
。

裕
市
民
数
だ
け
で
あ
り
、
都
箭
支
配
の
基
盤
と
し
て
富
の
蓄
積
が
前
提
と
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
こ
れ
は
い
ま
さ
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ア
プ
ケ
ム

ジ
ヒ
カ
イ
ト
理
論
を
だ
さ
ず
と
も
、
当
然
の
事
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

政
治
的
指
導
層
に
お
け
る
手
工
業
者
の
割
合
は
、
第
一
回
の
新
参
年
会
で
こ

そ
二
十
八
・
六
％
と
い
う
高
率
で
あ
っ
た
も
の
の
、
第
二
回
、
第
三
回
は

と
も
に
十
八
・
四
％
で
あ
り
、
ガ
ッ
フ
ェ
ル
体
制
を
通
常
言
わ
れ
て
い
る

「
よ
う
な
ツ
ン
フ
ト
体
制
で
あ
る
と
見
な
す
に
は
あ
ま
り
に
も
低
い
数
字
で
あ

る
。
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”
1
1
新
参
事
会

　
　
　
⑤

　
第
一
表
は
、
＝
二
九
六
年
改
革
以
前
の
大
参
事
会
と
、
＝
二
九
六
年
改
革

後
の
三
回
目
ま
で
の
新
参
事
会
の
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
三

回
の
参
事
会
の
分
析
結
果
で
あ
る
が
、
こ
の
三
回
分
の
構
成
を
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ガ
ッ
フ
ェ
ル
体
制
の
初
期
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
ろ
う
。

　
新
体
制
下
で
は
旧
都
市
貴
族
の
政
治
参
加
が
制
限
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
旧
体
制
下
で
は
、
小
参
事
会
に
お
け
る
都
市
貴
族
の
割
合
は
百
％

で
あ
り
、
大
参
事
会
に
お
い
て
も
か
な
り
の
数
の
都
箭
貴
族
が
見
ら
れ
た
の

に
比
べ
て
、
激
減
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
新
市

民
数
、
遠
隔
地
商
人
数
は
激
増
し
て
い
る
。
割
合
的
に
変
わ
ら
な
い
の
は
富

　
…
n
一
　
ゲ
　
ブ
　
レ
　
フ

　
新
体
制
下
に
お
い
て
、
い
か
な
る
住
民
層
が
政
治
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ

て
い
た
か
を
み
る
に
は
、
ゲ
ブ
レ
ヒ
の
構
成
を
調
べ
る
の
が
最
適
で
あ
る
。

各
ガ
ッ
フ
ェ
ル
か
ら
参
事
会
に
送
ら
れ
る
参
事
会
員
の
数
は
決
ま
っ
て
い
た

の
に
対
し
、
ゲ
ブ
レ
ヒ
に
は
、
極
端
に
言
え
ば
、
あ
る
一
つ
の
職
種
の
人
々
、

た
と
え
ば
織
匠
が
十
三
名
選
ば
れ
て
も
良
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
ゲ
ブ

レ
ヒ
に
多
く
の
人
数
を
占
め
て
い
た
も
の
こ
そ
、
ガ
ッ
フ
ェ
ル
体
制
で
自
己

の
意
志
を
貫
徹
し
え
た
市
民
層
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
表
は
ゲ
ブ
レ
ヒ
と
し
て
選
出
さ
れ
た
参
事
会
員
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
所
属

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
圧
倒
的
に
多
い
の
は
ア
イ
ゼ
ン
マ
ル
ク
ト
（
以
下

£
と
す
る
）
、
続
い
て
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ハ
ウ
ス
（
以
下
S
と
す
る
）
と
ヴ
ィ



ケルンにおける1396年の改革（赤阪）

ン
デ
ッ
ク
（
以
下
W
と
す
る
）
と
い
う
ガ
ッ
フ
ェ
ル
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の

三
つ
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
に
結
集
し
て
い
た
人
々
が
新
体
制
下
で
の
政
治
的
指
導

層
の
中
心
を
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
E
、
S
、
W
は
手
工
業
老
ツ

ン
フ
ト
で
は
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
三
つ
の
団
体
こ
そ
が
、
ガ
ッ
フ
ェ
ル
体
制

と
い
う
名
称
の
起
源
た
る
べ
き
ガ
ッ
フ
ェ
ル
と
し
て
史
料
に
登
場
し
て
く
る

団
体
な
の
で
あ
る
。
で
は
通
常
大
商
人
の
団
体
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
ッ
ブ

第二衷　ゲブレヒのガヅフェル所属

1445年

1450年

1430年

1435年

1415年

142G年

1405年

1410年

1396年

1401年

26

10

19

　6

　6

　7

　0

　0

　0

　0

　1

　2

　0

　0

　1

20

　9

11

　6

　4

　6

　1

　0

　0

　1

　3

　0

　1

　1

15

37

P2

P6

Q
4
1
1
0
0
0
0
0
G
O
5

22

P2

P3

R
2
1
0
2
1
2
0
0
0
0
2
0

14

9
3
4
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0

44

　
ス

ト
　
ウク

バ
ク
　
匠
ヒ
人
匠
ン
　
　
匠
　
　
ル

ル
ッ
ツ
　
　
ィ
造
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

笏
匠
鰐
醸
∴
匠
匠
・
屋
匠
靭

イ
ユ
ィ
　
　
　
ン
一
　
　
　
　
　
　
　
　
明

ア
シ
ヴ
織
金
ヒ
ビ
鍛
ア
画
靴
甲
工
手
不

エ
ル
と
は
何
か
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ガ
ッ
フ
ェ
ル
が
あ
る
家
の
名
前
か
ら
由
来
す
る
と
し
、
フ
レ

ン
ス
ド
ル
フ
は
こ
れ
を
ガ
ー
フ
ォ
ル
な
る
租
税
の
一
種
か
ら
来
た
も
の
だ
と

　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
う
。
レ
ッ
シ
ュ
は
ガ
ー
ベ
ル
（
フ
ォ
ー
ク
）
に
由
来
す
る
と
主
張
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

現
在
は
こ
の
レ
ッ
シ
ュ
の
見
解
が
最
も
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
三
六
五
年
の
あ
る
史
料
に
は
「
一
般
に
鉄
市
場
の
ガ
ッ
ブ
ェ
ル
と
呼
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
い
る
フ
ル
カ
共
同
団
体
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
な
か
で
は
ラ
テ
ン

語
の
フ
ル
カ
、
す
な
わ
ち
フ
ォ
ー
ク
と
い
う
こ
と
ば
が
宴
飲
の
意
味
で
使
わ

れ
て
お
り
、
ガ
ッ
フ
ェ
ル
団
体
が
宴
飲
共
同
体
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ

る
。　

こ
の
宴
飲
共
同
体
と
も
宗
教
的
兄
弟
団
と
も
い
う
べ
き
ガ
ッ
フ
ェ
ル
が
、

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
歴
史
に
登
場
し
て
き
た
か
と
い
う
と
、
案
外
新
し
い
。
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

初
に
成
立
し
た
の
は
、
E
で
、
＝
二
六
〇
年
頃
と
い
う
。
＝
二
七
一
年
（
織

匠
支
配
崩
壊
の
年
）
に
は
、
W
と
も
う
一
つ
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
、
ヒ
ソ
メ
ル
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

イ
ヒ
（
以
下
H
）
が
、
そ
し
て
一
三
九
六
年
ま
で
に
S
が
台
場
す
る
。
そ
し

て
こ
の
三
つ
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
の
基
本
的
性
格
の
枠
組
み
を
あ
た
え
た
の
は
E

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
四
つ
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
の
メ
ン
バ
ー
が
商
人
で

あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
性
格
の
違
い
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で

は
な
い
。
「
織
匠
支
配
」
成
立
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
の
は
E
で
あ
っ
た

⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
、
W
と
H
は
「
織
匠
戦
争
」
の
と
き
、
都
帯
貴
族
側
に
味
方
し
た
。
従
っ
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て
同
じ
商
人
と
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
違
い
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
違
い
は
取
り
扱
い
商
品
の
違
い
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ

る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
い
え
な
い
。

現
在
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
E
が
元
々
は
鉄
製
晶
取
り
扱
い
商
人
の

　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

団
体
で
あ
っ
た
こ
と
、
S
は
大
難
取
り
扱
い
商
人
の
結
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

W
に
は
新
来
商
人
が
多
く
結
集
し
て
い
た
こ
と
、
H
に
は
多
く
の
ブ
ド
ウ
酒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

商
が
い
た
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
と
に
か
く
こ
こ
で
い
え
る
こ
と
は
、
ゲ
ブ

レ
ヒ
と
し
て
参
事
会
員
に
な
っ
た
の
は
多
く
が
商
人
で
あ
り
、
そ
の
点
で
ガ

ッ
フ
ェ
ル
体
制
の
主
軸
を
担
っ
た
の
は
商
人
層
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。　

ガ
ッ
フ
ェ
ル
体
制
に
お
い
て
い
か
に
商
人
的
要
素
が
強
か
っ
た
か
は
、
一

四
一
七
年
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
・
リ
ス
ト
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
一
四
一
七
年

の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
・
リ
ス
ト
で
は
、
全
ガ
ッ
フ
ェ
ル
で
百
十
名
の
遠
隔
地
商
人

が
ケ
ル
ン
帯
に
い
た
こ
と
が
判
っ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
六
十
三
名
（
五
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

七
％
）
が
参
事
会
員
経
験
者
で
あ
っ
た
。
ケ
ル
ン
市
内
で
の
み
商
業
を
行
っ

て
い
た
百
九
十
七
名
の
商
人
の
う
ち
、
参
事
会
員
経
験
者
は
七
十
六
名
（
四

　
　
　
　
　
　
⑳

十
二
％
）
で
あ
り
、
四
百
十
名
も
い
た
手
工
業
者
の
う
ち
、
参
事
会
員
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

者
で
あ
っ
た
の
が
わ
ず
か
八
十
名
（
十
九
％
）
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
べ
る
と
、

新
体
制
下
で
の
商
人
的
要
素
の
強
さ
が
納
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
一
三
九
六
年
以
後
の
政
治
的
指
導
層
と
コ
ニ
九
六
年
以
前
の
行
政
組

織
と
の
連
続
性
、
あ
る
い
は
断
絶
を
見
て
お
き
た
い
。

　
一
三
九
六
年
か
ら
一
四
二
〇
年
の
四
半
世
紀
の
間
に
、
帯
長
を
出
し
た
家

門
を
市
長
家
門
、
四
回
以
上
ゲ
ブ
レ
ヒ
と
し
て
の
参
事
会
員
を
出
し
た
家
門

を
ゲ
ブ
レ
ヒ
家
門
と
す
る
と
、
そ
の
間
の
市
長
家
門
は
二
十
七
、
ゲ
ブ
レ
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

家
門
は
三
十
一
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
十
六
家
門
が
重
複
し
て
い
る
の
で
、
四

十
二
家
門
が
一
三
九
六
年
以
後
の
四
半
世
紀
の
政
治
的
指
導
暦
家
門
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
一
三
九
六
年
以
後
に
は
、
政
治
参
加
の
開
放
性
が
い
え
る
と

し
て
も
、
そ
れ
以
前
と
同
様
、
寡
頭
支
配
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

し
か
し
こ
の
四
十
二
家
門
の
な
か
で
旧
都
市
貴
族
家
門
は
、
フ
ォ
ン
・
デ
ア

・
エ
ー
レ
ン
家
、
ヒ
ル
ツ
ェ
リ
ソ
家
、
リ
ス
キ
ル
ヘ
ン
家
の
わ
ず
か
三
家
門

　
　
　
　
㊧

だ
け
で
あ
り
、
政
治
的
指
導
層
の
内
実
と
し
て
は
、
＝
二
九
六
年
を
境
と
し

て
、
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
コ
ニ
九

六
年
以
前
に
は
市
政
か
ら
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
た
人
々
だ
け
が
一
三
九
六

年
以
後
の
指
導
層
に
な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
新
し
い
政
治
的
指
導
層
に
は

か
つ
て
の
大
参
事
会
家
門
が
意
外
と
多
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
新
政
治
的

指
導
層
の
四
十
二
家
門
の
う
ち
に
、
旧
大
参
事
会
家
門
は
二
十
二
家
門
も
あ

⑳り
、
こ
れ
は
全
体
の
五
十
％
を
上
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
政
治
的
指
導
層
を
構
成
す
る
家
門
に
お
け
る
大
参
事
会
家
門
層
の
連
続
性

と
都
布
貴
族
家
門
層
の
不
連
続
性
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
ケ
ル
ン
市
は
＝
二
九

六
年
の
制
度
変
革
を
境
と
し
て
、
都
市
貴
族
窯
業
体
制
か
ら
、
旧
大
参
事
会
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員
一
遍
都
市
貴
族
的
大
市
民
中
心
体
制
へ
と
変
貌
を
と
げ
た
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①
　
窓
韓
ぎ
0
5
ご
轟
8
げ
。
朗
ω
■
b
o
b
Q
㊤
．

②
　
竃
一
一
諄
N
o
さ
O
拳
9
0
げ
2
ど
ω
■
ω
δ
．

③
ω
8
旦
く
。
嶺
①
ω
。
窪
。
馨
P
ω
’
器
。
。
曜

④
以
下
の
数
字
は
す
べ
て
ミ
リ
ツ
ァ
ー
の
調
査
に
よ
る
。
髭
言
言
Φ
朗
d
話
9
筈
①
P

　
o
り
’
ω
巳
自
．

⑤
　
こ
の
表
は
ミ
リ
ツ
ァ
ー
の
調
査
結
果
を
も
と
に
作
成
。
窯
三
訂
①
び
q
湧
営
H
お
静

　
の
．
ω
這
塗
　
な
お
こ
こ
で
い
う
新
市
罠
と
は
本
人
の
代
に
市
民
登
録
を
な
し
、
ケ

　
ル
ソ
市
民
と
な
っ
た
者
の
こ
と
で
あ
り
、
富
裕
市
民
と
は
、
一
応
四
軒
以
上
の
家

　
屋
あ
る
い
は
二
五
フ
ロ
ー
リ
ン
以
上
の
財
産
を
有
し
て
い
た
者
と
し
て
計
算
し
た
。

　
冨
裕
の
定
義
は
難
し
く
、
こ
こ
で
は
単
な
る
比
較
の
た
め
の
目
安
と
し
て
の
意
味

　
し
か
持
ち
得
な
い
。
富
裕
市
民
の
項
の
（
　
）
内
の
数
字
は
大
参
審
会
員
あ
る
い

　
は
参
藥
会
員
全
体
に
お
い
て
寓
裕
市
民
が
占
め
た
割
合
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ

　
の
中
に
は
当
然
、
都
市
貴
族
、
新
市
昆
等
も
は
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
お

　
都
市
貴
族
で
新
市
民
で
あ
っ
た
者
は
存
在
し
な
い
が
、
都
市
貴
族
で
遠
隔
地
商
人

　
で
あ
っ
た
者
や
新
市
民
で
遠
隔
地
商
人
で
あ
っ
た
者
は
存
在
す
る
の
で
、
　
（
　
）

　
内
の
数
字
は
あ
く
ま
で
も
大
参
事
会
員
あ
る
い
は
参
事
会
全
体
に
お
け
る
当
該
項

　
目
の
割
合
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
て
も
ら
い
た
い
。

⑥
口
①
8
0
ヨ
’
局
警
「
弓
α
q
器
9
一
〇
霧
℃
o
Q
．
器
“
。

⑦
ガ
ッ
フ
ェ
ル
と
い
う
呼
び
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
竃
9
《
留
－
蜜
巴
ど
目
ご

　
∪
δ
囚
α
冒
卑
O
帥
験
㊥
一
く
曾
h
霧
吻
言
σ
q
＝
＆
象
㊦
”
㊦
o
茸
ω
α
q
①
ω
〇
三
3
8
9
吋
U
o
－

　
筥
。
ξ
㌶
一
〇
㌔
貯
“
○
ω
8
霞
。
一
〇
三
。
。
＆
o
N
Φ
蹄
ω
〇
一
二
一
P
h
母
0
3
庸
①
導
一
一
〇
ぎ
ω
口
o
o
茸
、

　
Z
凋
刈
（
お
器
y
の
．
卜
。
一
〇
箪

⑧
い
。
。
。
。
o
『
φ
ユ
ε
民
①
p
口
二
一
三
鼎
品
”
ω
」
。
。
伊

⑨
寓
書
面
。
さ
営
。
H
〈
α
営
寓
0
9
爲
ぎ
貯
α
賃
轟
く
。
ぱ
窪
霞
餌
§
。
（
δ
ω
註
◆

　
β
＆
豊
ζ
ヴ
①
σ
q
一
斗
島
Φ
ω
顧
●
智
ξ
彦
＆
⑦
ユ
ω
”
貯
”
勾
ぎ
ぎ
一
ω
。
9
≦
。
『
8
ご
ρ
，

　
写
。
。
三
鋒
9
さ
誌
’
ミ
（
一
り
Q
。
。
。
）
■
ω
■
お
偽
P

⑩
ω
0
9
簿
霧
（
δ
。
。
。
鼠
9
葺
⑦
h
母
8
、
（
ぎ
8
く
巳
σ
葺
ρ
葺
。
目
畠
2
α
q
銭
巴
。
ロ
。
。
毛
霞

　
8
δ
｛
o
塁
一
…
・
い
舘
℃
局
⇒
ひ
乱
。
匡
ξ
回
σ
q
”
ω
．
b
。
『
G
。
．
冥
『
．
×
圃
囲
「

⑪
峯
ヨ
N
。
さ
O
艮
Φ
旦
Q
Q
」
b
。
朝
曜

⑫
孟
匿
N
①
び
O
跳
①
5
G
Q
●
誌
①
’

⑬
O
謀
。
邑
（
窪
㌧
ゆ
α
レ
押
ω
』
刈
鼻
。

⑭
霞
ヨ
N
⑦
r
Ω
跳
。
5
ω
」
卜
。
①
．

⑮
巨
。
。
。
・
。
F
q
『
巨
邑
①
貫
臼
三
鉱
汁
暮
α
q
」
Q
Q
」
お
亀

⑯
い
。
。
。
・
。
貫
d
蒔
ロ
ヨ
霧
㌧
厳
三
〇
津
q
嵩
α
Q
触
ω
．
お
。
。
’

⑰
　
冨
＝
津
N
o
5
d
話
㊤
o
び
§
”
6
0
“
ト
コ
ら
。
ド

⑯
蜜
二
二
g
O
跳
¢
ぎ
Q
Q
」
。
。
ω
．

⑲
二
三
N
⑦
5
0
農
。
旦
ω
。
冠
N
■

⑳
三
三
辞
①
さ
Ω
臨
。
旦
Q
Q
．
に
邸
’

⑳
　
蜜
一
一
一
貯
。
さ
O
p
頃
①
一
P
ω
■
置
ω
．

＠
国
。
吾
。
鼻
塞
ξ
雪
σ
Q
・
。
。
。
。
三
。
一
5
ω
．
。
。
㊤
霞
．

⑬
踏
霞
9
旨
㌧
玉
笹
語
気
鴇
。
｝
誉
茎
。
。
．
ω
O
P

⑳
　
踏
。
吾
。
旨
㌧
同
艶
肖
E
贔
ω
の
。
一
掃
。
露
慧
ω
．
。
。
㊤
O
．

五
改
革
の
前
提

以
上
、
ケ
ル
ン
に
お
け
る
【
三
九
六
年
改
革
の
意
味
を
明
ら
か
な
ら
し
め

る
た
め
、
政
治
過
程
、
「
盟
約
文
書
し
、
政
治
的
指
導
層
を
と
り
あ
げ
て
考
察

を
加
え
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
＝
二
九
六
年
の
制
度
改
革
を
は
さ
ん
で
ケ

ル
ン
市
の
政
治
構
造
は
大
き
な
変
革
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
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た
。
す
な
わ
ち
旧
都
市
貴
族
層
の
全
面
的
な
政
治
の
舞
台
か
ら
の
撤
退
と
旧

体
制
下
に
お
い
て
は
政
治
的
権
限
を
あ
ま
り
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
大
参
事

会
員
層
お
よ
び
遠
隔
地
商
人
層
の
台
頭
で
あ
る
。

　
従
っ
て
最
後
に
何
故
都
市
貴
族
層
が
政
治
の
場
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
か
、

あ
る
い
は
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
十
四
世
紀
末
の
い
わ
ゆ
る
都
市
貴
族
層
の
市
民
と
し

て
の
生
活
形
態
、
政
治
意
識
、
経
済
活
動
等
に
つ
い
て
、
都
市
に
お
け
る
政

治
、
経
済
、
社
会
構
造
と
の
不
調
和
と
い
う
面
か
ら
見
て
お
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。

　
か
つ
て
は
大
商
人
で
あ
っ
た
大
市
民
の
子
孫
た
る
都
市
貴
族
の
十
四
世
紀

末
頃
に
お
け
る
状
況
を
端
的
に
示
す
と
す
れ
ば
、
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
よ

う
。
①
商
業
か
ら
の
撤
退
と
、
②
「
封
建
化
」
。
ま
ず
①
か
ら
み
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
都
市
貴
族
の
商
業
か
ら
の
撤
退
に
つ
い
て
は
ヴ
ィ
ソ
タ
…
フ
ェ
ル
ト
以
来
、

ケ
ル
ン
に
関
し
て
は
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
か
れ
ら
は
商
業
か
ら
撤
退

し
た
後
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
生
活
の
資
を
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

通
説
的
に
は
不
動
産
を
購
入
し
、
地
代
生
活
者
と
な
っ
た
と
い
う
よ
う
に
い

わ
れ
て
い
る
が
、
で
は
そ
の
不
動
産
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
。
囲
壁
内
な
の
か
、

囲
壁
外
で
あ
っ
た
か
。
あ
る
い
は
囲
壁
外
で
あ
っ
て
も
、
囲
壁
、
市
門
に
接

し
た
、
い
わ
ば
市
の
権
限
の
及
ぶ
土
地
上
で
あ
っ
た
か
、
遠
く
農
村
に
お
い

て
荘
園
を
得
て
い
た
か
で
、
不
動
産
所
有
の
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
。
余
裕

が
な
い
の
で
結
論
だ
け
を
述
べ
て
お
こ
う
。
都
市
貴
族
は
市
外
に
不
動
産
を

求
め
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
正
確
に
い
う
と
、
都
帯
貴
族
の
所
有
に
か
か
わ

る
不
動
産
の
大
部
分
は
、
も
は
や
都
市
内
に
は
な
く
、
都
市
外
に
あ
っ
た
の

　
　
②

で
あ
る
。
こ
れ
は
帯
内
の
不
動
産
の
総
量
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
翼
然
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
都
市
貴
族
の
市
外
土
地
所
有

者
は
片
々
た
る
地
帯
の
獲
得
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
い
。
か
れ
ら
は
荘
園

経
営
者
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ク

ジ
ン
は
ゼ
ヒ
テ
ム
村
に
、
ゴ
ト
シ
ャ
ル
ク
・
ビ
ル
ケ
リ
ン
は
シ
ュ
ト
ッ
ツ
ハ

イ
ム
村
に
、
コ
ソ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ソ
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ル
ネ
は
メ
ソ
ゲ
ニ
ヒ
村
に

　
　
　
　
　
　
③

荘
園
を
得
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
荘
園
を
獲
得
し
た
年
代
が
順
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

三
七
一
年
、
一
三
七
七
年
、
一
三
八
三
年
で
あ
る
こ
と
を
見
る
と
、
一
三
九

六
年
改
革
と
の
関
係
が
に
わ
か
に
密
接
な
も
の
に
思
わ
れ
て
は
こ
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
＝
二
七
〇
年
か
ら
七
一
号
機
か
け
て
ケ
ル
ン
に
お
い
て
は
「
織
匠
支
配
」

と
い
う
一
種
の
反
都
市
貴
族
体
制
が
生
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
体
制
下
で
徴
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

さ
れ
た
土
地
税
は
歳
入
の
ほ
ぼ
半
分
を
し
め
た
。
こ
の
巨
額
の
土
地
税
徴
収

は
「
織
匠
支
配
」
の
中
心
勢
力
た
る
手
工
業
者
、
商
人
層
の
土
地
所
有
都
市

貴
族
に
対
す
る
反
感
を
示
し
て
い
る
が
、
同
時
に
、
こ
の
措
置
は
都
市
支
配

領
域
内
に
お
け
る
土
地
所
有
の
不
安
定
性
を
土
地
所
有
都
市
貴
族
に
悟
ら
せ

た
で
も
あ
ろ
う
。
＝
一
エ
ハ
○
年
代
末
か
ら
の
手
工
業
者
、
商
人
層
の
勢
力
台
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頭
と
「
織
匠
支
配
」
期
に
お
け
る
参
審
人
団
と
リ
ッ
ヘ
ル
ツ
ェ
ッ
へ
に
対
す

　
　
　
　
　
　
⑦

る
仮
借
な
い
措
置
は
都
市
貴
族
層
の
側
に
ま
す
ま
す
危
機
感
を
つ
の
ら
せ
た

に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
が
農
村
部
に
お
け
る
荘
園
獲
得
と
な
っ
て
現
れ
た
と

い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
都
市
と
農
村
が
対
立
し
て
い
た
の
で
な
い
限
り
、
か
れ
ら
の
こ

う
し
た
農
村
部
土
地
所
有
は
ケ
ル
ン
市
の
政
治
活
動
そ
の
も
の
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
農
村
部
土
地
所
有
は
、
そ

の
地
の
領
主
と
の
関
係
を
複
雑
化
す
る
ゆ
え
、
商
業
活
動
に
関
し
て
は
マ
イ

ナ
ス
面
が
大
き
か
っ
た
。
と
り
わ
け
ブ
ラ
バ
ン
ト
と
ユ
ジ
ヒ
と
の
間
の
間
断

な
い
争
い
か
ら
都
響
を
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
一
四
世
紀
末
の
ケ

ル
ン
の
場
合
、
都
市
外
と
の
交
易
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
商
人
に
と
っ
て
、
こ

の
争
い
か
ら
距
離
を
保
つ
こ
と
は
至
上
命
令
で
あ
り
、
荘
園
所
有
者
の
都
市

内
居
住
は
好
ま
し
く
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
さ
て
②
に
移
ろ
う
。
こ
れ
は
農
村
部
に
お
け
る
荘
園
所
有
と
も
密
接
に
関

係
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
封
建
化
」
を
四
つ
の
現
象
面
か
ら
見
て

み
よ
う
。
そ
れ
は
、
α
”
傭
兵
と
し
て
の
活
動
、
β
鱒
騎
士
と
い
う
称
号
の

獲
得
、
γ
…
農
村
貴
族
と
の
姻
戚
関
係
、
δ
”
農
村
貴
族
化
の
四
点
で
あ
る
。

　
α
に
つ
い
て
。
地
代
と
い
う
現
金
収
入
で
生
活
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
傭

兵
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
現
金
を
手
に
入
れ
る
も
っ
と
も
手
軽
な
方
法
で

あ
っ
た
と
と
も
に
、
心
の
内
の
自
尊
心
を
も
く
す
ぐ
っ
た
に
違
い
な
い
。
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

く
の
都
市
貴
族
家
門
の
人
々
が
傭
兵
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
か
れ
ら
の
な

か
に
は
ポ
ロ
…
ニ
ャ
や
ピ
サ
、
あ
る
い
は
教
皇
領
に
ま
で
も
赴
い
て
傭
兵
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

動
を
行
っ
た
も
の
も
い
た
と
い
う
。
こ
の
傭
兵
活
動
は
一
歩
誤
れ
ば
都
市
を

外
部
の
諸
侯
間
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で

あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
参
事
会
は
＝
二
七
一
年
、
都
市
民
に
対
し
ブ
ラ
バ

ン
ト
と
ユ
リ
ヒ
の
争
い
に
は
加
わ
ら
な
い
よ
う
命
令
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
傭
兵
活
動
と
都
市
の
存
立
に
は
大
き

な
矛
盾
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
β
に
つ
い
て
。
す
で
に
十
四
世
紀
前
半
の
参
事
会
リ
ス
ト
に
お
い
て
も
、

各
リ
ス
ト
に
つ
き
二
名
な
い
し
は
訳
名
の
参
事
会
員
の
名
前
の
前
に
騎
士
と

い
う
称
号
が
記
室
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
称
号
は
た
い
て
い
が
相
続
に
よ

っ
て
得
た
の
で
は
な
く
、
購
入
す
る
か
、
あ
る
い
は
他
の
手
段
で
手
に
入
れ

　
　
　
　
　
　
⑪

た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
都
市
貴
族
の
有
し
て
い
た
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
の

一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
荘
園
を
所
有
す
る
こ
と
と
い
い
、
傭
兵

と
し
て
活
動
す
る
こ
と
と
い
い
、
そ
し
て
騎
士
と
称
す
る
こ
と
と
い
い
、
す

で
に
か
れ
ら
は
、
市
民
で
あ
る
こ
と
を
も
は
や
重
要
視
し
て
い
な
い
よ
う
に

み
え
る
の
で
あ
る
。

　
γ
に
つ
い
て
。
農
村
貴
族
と
の
婚
姻
は
必
ず
し
も
都
帯
貴
族
の
方
か
ら
だ

け
一
方
的
に
望
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
ケ
ル
ン
の
都
市
貴
族
家
門

の
一
つ
シ
ェ
ル
フ
ギ
ソ
家
と
貴
族
の
グ
ー
デ
ナ
ウ
家
が
婚
姻
を
結
ん
だ
こ
と
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に
よ
り
、
多
額
の
金
が
シ
ェ
ル
フ
ギ
ン
家
か
ら
グ
ー
デ
ナ
ウ
家
に
も
た
ら
さ

れ
た
が
、
グ
ー
デ
ナ
ウ
家
は
そ
れ
を
す
ぐ
さ
ま
借
金
の
支
払
い
に
使
っ
て
い

⑫る
。
こ
の
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
農
村
貴
族
と
の
婚
姻
は
そ
の
結
果
と

し
て
多
額
の
現
金
の
都
市
外
へ
の
流
出
を
も
た
ら
し
た
。
商
工
業
活
動
を
通

じ
て
都
市
経
済
を
支
え
て
い
た
商
人
、
手
工
業
者
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
が

都
帯
経
済
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
映
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。

　
δ
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
①
と
表
裏
を
な
す
。
た
と
え
ば
ケ
ル

ン
を
代
表
す
る
都
市
貴
族
オ
ー
ヴ
ァ
ー
シ
ェ
ト
ル
ツ
家
の
一
分
家
の
当
主
ヨ

ハ
ン
・
オ
ー
ヴ
ァ
ー
シ
ュ
ト
ル
ツ
・
フ
ォ
ン
・
エ
ッ
フ
ェ
レ
ン
の
娘
は
、
こ

れ
も
都
市
貴
族
の
一
員
フ
ラ
ン
ク
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ル
ネ
な
る
人
物
と
結
婚
し

て
い
た
が
、
こ
の
婚
姻
を
通
じ
て
市
内
に
あ
っ
た
ヨ
ハ
ン
の
土
地
は
す
べ
て

フ
ラ
ン
ク
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ル
ネ
の
も
の
と
な
り
、
そ
の
た
め
農
村
部
の
荘
園

を
相
続
し
て
い
た
ヨ
ハ
ン
の
息
子
た
ち
は
市
の
官
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ヘ
ル
ボ
ル
ソ
が
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一

五
世
紀
初
頭
の
話
で
あ
り
、
農
村
貴
族
化
し
た
旧
都
市
貴
族
と
一
三
九
六
年

改
革
後
の
ケ
ル
ン
市
の
対
立
を
示
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

　
以
上
ご
く
簡
単
に
一
四
世
紀
末
に
お
け
る
都
市
貴
族
層
の
社
会
・
経
済
史

的
動
向
を
概
観
し
て
み
た
が
、
そ
こ
に
は
活
発
な
商
工
業
活
動
と
は
い
さ
さ

か
不
調
和
に
見
え
る
都
市
貴
族
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
強
引
を
承

知
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
都
市
貴
族
の
存
在
は
当
時
ケ
ル
ン
市
が
中
世
都
市

と
し
て
存
在
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
都
市
圃
有
の
生
業
に
阻
止
的
な
要
因

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
ケ
ル
ン
市
が
自

立
的
な
中
世
都
市
と
し
て
存
続
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
＝
二
九
六
年
の
掴
度

改
革
が
必
然
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

①
≦
営
8
昧
①
罫
炉
〈
‘
護
9
巳
。
押
囚
署
犀
9
弓
血
℃
暮
犠
N
㌶
け
言
丙
α
冒
σ
貯

　
嵐
O
P
い
燐
σ
o
o
ズ
一
8
9
0
Q
．
㎝
Q
。
曜

②
口
。
『
9
話
”
国
立
把
轟
く
・
。
・
。
一
巨
葺
㌧
Q
o
幽
碁
も
。
・

③
類
。
告
。
巴
戸
団
⇔
ぼ
量
σ
q
器
。
一
首
げ
r
ω
・
8
団
h
’
他
の
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布
貴
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荘
園
獲
得
に
つ

　
い
て
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、
冒
臨
σ
Q
δ
ご
図
α
冒
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翻
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。
げ
㊤
津
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ω
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韓
目
算
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N
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o
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智
豪
雪
島
Φ
邑
。
丙
α
冒
2
≦
一
弓
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訂
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切
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凋
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ぼ
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窪
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の
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卜
。
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。
。
’

⑤
　
「
織
匠
支
配
」
に
つ
い
て
は
、
二
二
白
書
二
六
＝
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以
下
参
照
。

⑥
囚
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お
　
わ
　
り
　
に

　
結
論
を
手
短
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ケ
ル
ン
に
お
け
る
コ
ニ
九
六
年
の
制

度
改
革
に
関
し
て
は
、
ツ
ン
フ
ト
手
工
業
者
に
よ
る
闘
争
と
い
う
意
味
で
の

「
ツ
ン
フ
ト
闘
争
」
を
主
張
す
る
こ
と
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
。
一
三
九
六

年
の
制
度
改
革
に
よ
り
都
市
内
の
政
治
的
多
元
性
を
象
徴
す
る
二
参
事
会
制

が
廃
止
さ
れ
て
、
一
参
事
会
制
が
決
定
さ
れ
、
さ
ら
に
都
帯
貴
族
層
に
よ
る

排
他
的
門
閥
支
配
が
一
掃
さ
れ
て
」
よ
り
開
か
れ
た
都
市
共
同
体
が
つ
《
ら

れ
た
。
プ
ラ
…
ニ
ッ
ツ
い
う
と
こ
ろ
の
打
っ
て
一
丸
と
す
る
宜
誓
共
同
体
と

い
う
の
は
ま
さ
に
こ
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
体
制
が
理
想
的
に
機
能
し
た
と
き
に
の

み
妥
当
す
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
制
度
改
革
が
所
詮
大
商
人
と
い
う
　
職

業
集
団
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
限
り
、
多
く
の
党
派
的
偏
向
性
を
ガ
ッ
フ
ェ

ル
体
制
か
ら
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
十
五
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

紀
の
何
回
も
の
蜂
起
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
五
世
紀
に

何
度
も
市
民
蜂
起
が
生
じ
て
は
い
る
も
の
の
都
市
経
済
が
発
展
し
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
も
確
か
な
事
実
で
あ
る
。

　
都
欝
自
治
の
担
い
乎
で
あ
り
な
が
ら
も
、
都
市
領
主
権
力
と
も
密
接
な
関

係
を
有
し
て
お
り
、
「
封
建
化
」
し
つ
つ
都
市
経
済
に
対
す
る
阻
害
要
因
と

な
っ
て
い
た
都
市
貴
族
層
を
制
度
か
ら
排
除
し
、
活
発
な
商
工
業
活
動
を
営

む
市
民
層
が
政
治
的
指
導
層
と
な
っ
た
こ
と
は
、
都
帯
領
主
権
力
か
ら
の
一

層
の
解
放
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
前
提
と
な
る
と
同
時
に
、
一
五
・
六
世
紀

に
お
け
る
都
市
経
済
の
発
展
の
前
提
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
本

稿
の
結
び
と
し
た
い
。

　
①
ぴ
気
冨
ご
菊
‘
Ω
p
開
）
。
ω
①
貯
。
N
暮
h
巳
。
諺
。
ζ
9
菖
驚
切
論
一
ぎ
お
Φ
G
。
’
o
Q
．
謁
舜

　
②
　
腎
ω
剛
α
q
一
〇
さ
ω
＄
＝
寡
σ
q
”
ω
．
一
中
．

　
　
　
　
　
　
（
親
涌
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
　
神
戸
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