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【
要
旨
】
本
稿
は
革
命
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
第
二
次
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
を
以
下
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
九
七
年
の

シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
と
住
民
世
論
の
動
員
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
軍
事
占
領
下
に
お
け
る
慢
論
や
人
民
の
意
思
の
問
題
を
重
要
視
せ
ず
、
深

く
追
求
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
本
論
の
企
図
は
第
｝
に
こ
の
点
の
再
考
に
あ
る
が
、
世
論
や
公
共
圏
に
関
す
る
先
行
研
究
と
の
対
照
も
試
み
て
い
る
。

ま
ず
、
第
一
章
で
は
占
領
初
期
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
と
住
民
世
論
の
閣
係
を
検
討
し
、
行
政
が
世
論
に
～
定
の
拘
束
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
人
民
の
意
思
が

ラ
イ
ン
併
合
を
め
ぐ
る
議
論
の
重
要
な
論
拠
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
次
い
で
、
第
二
章
で
は
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
に
お
け
る
ラ
イ
ン
共
和
派
の
活
動
を

分
析
し
、
入
民
の
意
思
の
理
念
的
理
解
と
世
論
動
員
の
実
践
の
食
い
違
い
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
最
後
に
、
第
三
章
で
は
共
和
派
の
活
動
に
反
発
し
た
守

旧
派
市
民
の
動
向
に
焦
点
を
当
て
、
彼
ら
の
入
民
の
意
思
理
解
を
共
和
派
の
そ
れ
と
対
比
し
つ
つ
明
ら
か
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
九
巻
六
号
　
二
〇
〇
穴
年
一
｛
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
～
七
九
二
年
に
始
ま
っ
た
革
命
戦
争
の
過
程
で
フ
ラ
ン
ス
は
周
辺
諸
国
を
占
領
下
に
お
い
て
い
っ
た
が
、
現
在
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
と
呼
ば
れ
る

ラ
イ
・
河
西
部
の
ド
イ
・
諸
下
竪
も
幸
し
た
地
域
の
；
で
あ
る
。
・
の
農
は
九
二
年
か
ら
九
三
年
お
よ
び
九
四
年
か
ら
九
七
年
末
ま
で
醐

の
二
度
に
わ
た
る
軍
事
占
領
の
時
期
を
経
て
民
政
に
移
管
さ
れ
、
一
八
〇
一
年
の
リ
ュ
ネ
ヴ
ィ
ル
条
約
で
正
式
に
フ
ラ
ン
ス
領
と
し
て
承
認
さ
　
2
9



れ
た
後
、
～
八
一
四
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
崩
壊
ま
で
そ
の
地
位
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
本
論
は
こ
の
う
ち
第
二
次
軍
事
占
領
期
を
住
民
世
論
と
い
う
側
面
か
ら
考
察
す
る
が
、
最
初
に
関
連
研
究
を
整
理
し
、
課
題
を
明
確
に
し
た

い
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
筆
答
政
策
を
論
じ
た
シ
ュ
ラ
ト
ー
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
ン
占
領
政
策
を
規
定
し
た
の
は
一
貫
し
て
経
済
的
要
因
で
あ

り
、
併
合
の
動
機
も
そ
こ
に
あ
る
。
人
民
の
意
思
や
民
族
自
決
の
原
則
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
当
初
こ
そ
強
調
さ
れ
た
が
、
次
第
に
後
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
退
い
て
い
く
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
雷
干
は
内
外
の
状
況
に
応
じ
て
異
な
り
、
一
貫
し
て
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
の
立
場
に
従
う
な
ら
、
こ

れ
ら
の
理
念
は
基
本
的
に
は
修
辞
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ラ
イ
ン
支
配
に
関
す
る
専
門
研
究
も
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
モ
リ
ト
ア
に
よ
れ
ば
、
軍
事
占
領
は
力
と
組
織
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

問
題
で
あ
り
、
住
民
世
論
が
占
領
者
た
ち
の
関
心
事
と
な
る
の
は
住
民
の
政
治
的
信
用
が
必
要
に
な
っ
た
民
政
へ
の
移
行
後
で
あ
る
。
モ
リ
ト

ア
の
説
を
肯
定
す
る
ス
メ
も
ま
た
一
七
九
八
年
以
後
の
住
民
世
論
に
専
ら
関
心
を
向
け
、
特
に
彼
が
ラ
イ
ン
地
域
初
の
住
民
投
票
と
呼
ぶ
九
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

年
春
の
併
合
請
願
署
名
運
動
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ラ
イ
ン
へ
の
国
境
拡
大
に
関
し
て
は
、
革
命
の
成
果
を
周
辺
諸
国
か
ら
守

る
と
い
う
イ
デ
オ
。
ギ
ー
上
の
理
由
を
重
視
し
て
い
舳
・

　
占
領
者
の
関
心
が
税
の
徴
収
と
物
資
の
調
達
に
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
ラ
イ
ン
国
境
が
フ
ラ
ン
ス
経
済
に
利
益
を
約
束
す
る
と
い
う
言

説
も
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
軍
事
占
領
期
に
は
人
民
（
住
民
）
の
意
思
、
声
、
願
い
と
い
っ
た
表
現
は
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
九
八
年

以
後
と
比
べ
る
と
住
民
世
論
に
直
接
言
及
し
た
史
料
は
少
な
い
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
人
民
の
意
思
は
単
な
る
修
辞
に
す
ぎ
ず
、
住
民

世
論
は
考
慮
に
値
し
な
か
っ
た
と
本
当
に
習
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
民
の
意
思
や
世
論
の
支
配
は
確
か
に
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
属
す
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
側
の
政
策
や
行
動
は
こ
れ
に
皿
定
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
中
央
政
府
と
現
地
の
占
領
担
当
官
の
状
況
認
識
の
ズ

レ
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
点
を
明
確
に
す
べ
く
、
第
～
章
で
は
一
七
九
四
年
か
ら
九
五
年
に
か
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
側
の
動
き
を

軸
に
占
領
と
住
畏
世
論
の
関
係
を
分
析
す
る
。
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次
に
、
人
民
の
意
思
や
住
民
世
論
の
問
題
を
ラ
イ
ン
地
域
の
側
か
ら
眺
め
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
地
動
が
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

署
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
シ
ュ
ラ
ト
ー
自
身
が
認
め
る
と
お
り
、
ラ
イ
ン
地
域
の
共
和
派
は
こ
れ
を
真
剣
に
受
け
止
め
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
を
検
討
す
る
た
め
の
題
材
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
九
五
年
夏
の
ラ
イ
ン
国
境
の
是
非
を
問
う
懸
賞
論
文
と
九
七
年
秋
の
シ
ス
レ
ナ
ン

運
動
だ
が
、
本
稿
で
は
後
者
を
重
点
的
に
分
析
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
部
分
豹
雷
及
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
と
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
の
分
離
独
立
を
目
指
す
ラ
イ
ン
共
和
派
の
活
動
を
総
称
し
て
い
う
が
、
重
要
な
の
は
こ
の
時

期
に
署
名
集
め
を
初
め
と
す
る
住
民
世
論
の
動
員
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ
ニ
ン
グ
は
こ
れ
を
九
八
年
の
併
合
請
願
運
動
と
共
に
フ
ラ

ン
ス
に
よ
る
世
論
動
員
の
演
習
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
両
者
を
～
つ
の
連
続
し
た
試
み
と
捉
え
る
点
に
は
同
意
で
き
る
が
、
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
専
ら
占
領
軍
司
令
官
オ
ッ
シ
ュ
の
主
導
に
帰
し
、
ラ
イ
ン
共
和
派
の
自
立
性
を
無
視
し
て
い
る
点
は
問
題
で
あ
る
。
タ
ー
ン
は
ま
さ
に
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

点
を
批
判
し
、
運
動
の
主
体
は
あ
く
ま
で
共
和
派
と
し
て
い
る
が
、
世
論
の
問
題
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
両
者
を
総
合
し
た
よ
う
な
立
場

を
取
る
の
は
モ
リ
ト
ア
で
、
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
署
名
集
め
の
要
請
が
あ
っ
た
点
に
留
意
し
つ
つ
、
ラ
イ
ン
共
和
派
が
自
ら
の
存
在
意
義
を
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

す
る
た
め
に
世
論
動
員
を
行
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
出
版
物
を
通
じ
て
民
族
自
決
の
原
則
が
説
か
れ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
論
で
は
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
ラ
イ
ン
共
和
派
が
世
論
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
フ
ラ
ン
ス
側
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め

に
逆
用
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ア
ン
ド
レ
は
、
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
が
ラ
イ
ン
住
民
に
自
由
な
政
治
的
意
思
表
明
の
機
会
を
与
え
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

み
て
い
る
が
、
彼
ら
は
そ
の
意
味
と
価
値
を
よ
く
知
る
が
ゆ
え
に
こ
れ
に
関
与
し
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
説
は
示
唆
的
だ
が
検
証
さ

れ
て
い
な
い
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
と
住
民
世
論
の
関
連
性
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
鯉
口
体
相
は
明
確
で
な
い
。
つ
ま
り
、
ラ
イ
ン

共
和
派
が
世
論
や
人
民
の
意
思
を
い
か
な
る
も
の
と
考
え
、
そ
れ
を
自
ら
の
目
的
の
実
現
と
い
か
に
結
び
つ
け
た
か
、
こ
れ
に
対
し
他
の
ラ
イ

ン
住
民
は
い
か
な
る
考
え
に
立
ち
、
い
か
に
行
動
し
た
の
か
は
こ
れ
か
ら
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
第
二
章
で
は
フ
ラ
ン
ス
側
の

動
向
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
ラ
イ
ン
共
和
派
の
活
動
を
追
い
、
第
三
章
で
は
守
旧
派
の
行
動
と
論
理
を
検
討
す
る
こ
と
が
中
心
課
題
と
な
る
。
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最
後
に
世
論
（
公
論
）
や
公
共
圏
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
と
の
関
連
性
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
如
く
、
教
養
市
民
を
中
核
と
す
る
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

衆
が
出
版
物
や
読
書
協
会
と
い
っ
た
媒
体
を
通
じ
て
議
論
し
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
世
論
α
｛
ば
口
虫
畠
Φ
窯
Φ
冒
盲
σ
q
に
よ
っ
て
国
家
と
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

民
社
会
の
（
特
に
経
済
上
の
）
利
害
を
調
停
す
る
と
い
う
市
民
的
公
共
圏
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
た
の
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

様
、
ド
イ
ツ
で
も
一
八
世
紀
後
半
に
は
こ
の
よ
う
な
公
共
圏
が
成
立
し
て
お
り
、
公
開
性
の
原
則
に
基
づ
く
政
治
批
判
も
行
わ
れ
て
い
た
。
但

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
、
ド
イ
ツ
で
世
論
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
で
あ
る
。
他
方
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
革
命
期
に
人
民
全
体
の
意
思
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

政
治
的
決
定
に
反
映
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
た
結
果
、
世
論
の
母
体
が
少
な
く
と
も
原
理
上
は
一
般
民
衆
ま
で
拡
大
し
た
。
だ
が
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
が
言
う
意
味
で
の
世
論
の
担
い
手
は
依
然
と
し
て
教
養
市
民
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
民
衆
は
教
養
市
民
と
は
異
な
っ
た
論
理

と
方
法
に
従
っ
て
自
ら
の
意
見
を
表
明
し
た
の
で
あ
り
、
近
年
の
歴
史
研
究
は
こ
の
民
衆
的
公
共
圏
の
存
在
に
目
を
向
け
て
い
る
。
例
え
ば
、

ド
イ
ツ
で
は
ゲ
ス
ト
リ
ヒ
が
民
衆
と
君
主
権
力
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
具
体
例
を
考
察
し
て
い
る
。
だ
が
、
彼
に
よ
る
と
、
君
主
と
そ
の

代
理
人
の
共
同
体
、
知
識
人
の
共
和
国
、
民
衆
と
い
う
三
つ
の
公
共
空
間
が
一
応
想
定
さ
れ
る
も
の
の
、
一
八
世
紀
に
は
出
版
業
や
郵
便
制
度

の
発
達
に
よ
り
こ
れ
を
縦
断
す
る
；
の
公
衆
（
公
共
圏
）
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
静
し
か
し
・
本
稿
の
事
例
か
ら
判
断
す
る
と
・
階
層
を

越
え
た
情
報
の
共
有
が
進
ん
だ
の
は
事
実
だ
と
し
て
も
、
一
つ
の
公
衆
が
形
成
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
ま
た
、
近
世
か
ら
革
命
期
ま
で
の

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
世
論
の
概
念
史
を
叙
述
し
た
ガ
ン
は
、
世
論
が
国
政
を
批
判
す
る
の
み
な
ら
ず
、
支
配
エ
リ
ー
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

制
す
る
…
機
能
を
担
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
過
程
で
上
か
ら
強
制
さ
れ
た
公
共
精
神
が
自
発
的
に
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

さ
れ
る
世
論
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
と
す
る
オ
ズ
ー
フ
の
小
論
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
本
稿
の
事
例
で
は
あ
る
べ
き
世
論
の
強
制
だ
け

で
な
く
、
情
報
の
作
為
的
操
作
も
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
な
る
ほ
ど
操
作
的
公
開
性
と
い
う
言
葉
で
こ
の
こ
と
を
指
摘
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
い
る
が
、
こ
れ
を
一
九
世
紀
後
半
の
市
民
的
公
共
圏
崩
壊
以
後
の
問
題
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
世
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
認
め
な
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
で
は
な
い
が
、
一
八
世
紀
に
関
し
て
は
批
判
的
公
開
性
の
観
点
か
ら
の
分
析
に
終
始
し
て
い
る
。
だ
が
、
批
判
と
操
作
は
当
初
か
ら
盾
の
両

面
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
本
稿
で
は
主
に
後
者
の
面
に
目
を
向
け
た
い
。
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終
わ
り
に
史
料
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
と
、
今
回
主
に
利
用
し
た
の
は
当
時
の
新
聞
・
雑
誌
や
公
文
書
を
幅
広
く
収
め
た
ハ
ン
ゼ
ン
編
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

集
の
三
・
四
巻
で
あ
る
。
但
し
、
本
論
で
ハ
ン
ゼ
ン
の
注
解
と
意
見
を
異
に
す
る
場
合
は
そ
の
旨
を
明
記
す
る
。
ま
た
、
補
足
的
に
他
の
史
料

も
用
い
た
が
、
こ
れ
は
当
該
箇
所
を
注
で
示
す
。

フランス軍事占領下のラインラントにおける世論（園屋）
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第
一
章
　
ラ
イ
ン
占
領
と
住
民
世
論
（
九
四
－
九
五
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
、
占
領
当
初
の
状
況
を
略
述
し
て
お
こ
う
。
第
～
次
占
領
の
末
期
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
財
政
は
す
で
に
破
綻
し
、
そ
の
上
、
ラ
イ
ン

地
域
で
の
革
命
は
住
民
の
反
発
と
戦
線
の
後
退
に
よ
っ
て
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
占
領
地
の
国
制
に
干
渉
せ
ず
、
貢
納
金
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

徴
収
と
物
資
の
確
保
を
優
先
す
る
と
い
う
の
が
九
四
年
当
初
の
フ
ラ
ン
ス
国
民
公
会
の
方
針
だ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
年
の
後
半
に
は
本
国
と
の

併
合
が
選
択
肢
と
し
て
再
浮
上
す
舳
・
し
か
し
・
結
果
的
に
み
る
と
・
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
民
政
へ
の
移
行
ま
で
占
領
と
併
合
の
間
を
綱
渡
り
す

る
よ
う
な
態
度
を
取
り
続
け
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
九
四
年
一
二
月
の
ア
ー
ヘ
ン
中
央
行
政
府
設
立
式
典
の
際
、
人
民
代
表
委
員
ポ
ル
テ
ィ
エ
と
行
政
府
議
長
ド
ル
シ
ュ
は
占
領
地
住
民
に
自
由

の
た
め
の
献
身
を
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
右
の
よ
う
な
政
府
の
態
度
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ド
ル
シ
ュ
は
一
七
九
二
一
九
三
年

の
マ
イ
ン
ツ
革
命
に
参
加
し
た
ラ
イ
ン
共
和
派
の
一
人
で
あ
る
。
中
央
行
政
府
に
は
他
に
も
ラ
イ
ン
出
身
者
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
そ
れ
で
両

人
に
よ
れ
ば
、
献
身
と
は
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
紙
幣
を
受
け
入
れ
、
軍
へ
の
物
資
供
給
に
応
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
自
由
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
併
合
に
よ
っ
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て
約
束
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
経
済
負
担
の
対
価
と
し
て
併
合
を
提
案
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
住
民
か
ら
す
れ
ば
占
領
者
の
一
方
的
言
い
分
で
あ

ろ
う
。
九
五
年
一
月
六
日
、
北
部
方
面
軍
及
び
サ
ン
プ
ル
・
マ
ー
ス
方
面
丁
付
の
人
民
代
表
委
員
た
ち
は
同
様
の
趣
旨
を
改
め
て
布
告
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
共
和
国
と
の
併
合
の
時
期
を
早
め
る
に
は
貢
納
金
を
速
や
か
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
㏄
○
条
）
。
人
民
代
表
委
員
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

然
る
後
、
直
ち
に
併
合
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
保
証
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
三
条
）
。
だ
が
、
人
民
代
表
委
員
の
布
告
は
法
的
効
力
を

　
⑦

有
し
、
こ
の
こ
と
は
後
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。

　
次
に
、
占
領
者
側
が
住
民
世
論
を
い
か
に
把
握
し
て
い
た
か
を
見
て
み
よ
う
。
占
領
は
決
し
て
単
な
る
力
の
問
題
で
は
な
く
、
世
論
に
よ
る

＝
疋
の
拘
束
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ポ
ル
テ
ィ
エ
と
ド
ル
シ
ュ
は
先
の
演
説
で
興
味
深
い
発
言
を
し
て
い
る
。
ド
ル
シ
ュ
は

「
世
論
段
窪
岳
。
冨
ζ
Φ
ぎ
言
σ
Q
」
が
行
政
の
力
の
源
で
あ
り
、
こ
れ
に
方
向
性
を
与
え
て
住
民
の
信
用
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
行
政
の
任
務
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
は
、
住
民
の
支
持
な
く
し
て
は
「
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
は
無
駄
に
な
る
だ
ろ
う
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
モ
リ
ト

ア
の
い
う
政
治
的
信
用
と
し
て
の
世
論
で
あ
る
。
ポ
ル
テ
ィ
エ
は
実
際
に
こ
の
世
論
の
方
向
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ー
ヘ
ン
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

民
に
対
し
て
、
身
を
挺
し
て
自
由
の
勝
利
に
貢
献
し
、
占
領
地
域
全
体
に
「
革
命
的
発
条
」
を
与
え
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
れ
は
威
信
あ
る
都

市
の
行
動
が
周
辺
地
域
に
も
た
ら
す
影
響
を
知
っ
た
上
で
の
発
言
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
ポ
ル
テ
ィ
エ
が
望
ん
だ
の
と
は
反
対
の
意
味
で
裏
書

さ
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
九
五
年
三
月
に
北
龍
が
間
も
な
く
敵
軍
に
よ
っ
て
追
い
出
さ
れ
る
と
い
う
噂
が
ケ
ル
ン
で
流
れ
た
時
、
都
市
司
令
官
ド
ー
リ
エ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

市
参
事
会
が
報
告
を
怠
っ
た
こ
と
を
責
め
、
以
後
、
公
序
の
維
持
に
全
力
を
あ
げ
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
各
地
で
の
戦
闘
の
結
果
は
人
々
の
好

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

奇
の
的
で
あ
り
、
大
抵
の
場
合
、
仏
滅
の
戦
勝
は
ラ
イ
ン
住
民
を
失
望
さ
せ
、
そ
の
逆
は
彼
ら
を
喜
ば
せ
た
。
従
っ
て
、
広
ま
る
喚
も
仏
軍
に

不
利
な
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
よ
り
重
要
だ
っ
た
の
は
、
ケ
ル
ン
が
こ
の
頃
、
人
民
代
表
委
員
ジ
レ
に
よ
る
内
政
不
干
渉
の
約
束
を

　
　
　
　
　
　
⑫

盾
に
ボ
ン
行
政
府
の
監
督
下
に
入
る
こ
と
を
拒
否
し
、
さ
ら
に
貢
納
金
軽
減
を
嘆
願
し
つ
つ
支
払
い
を
先
延
ば
し
に
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で

　
⑬

あ
る
。
人
民
代
表
委
員
デ
ュ
ボ
ワ
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ン
左
岸
地
域
で
は
全
て
が
旧
に
復
し
フ
ラ
ン
ス
は
マ
ー
ス
国
境
に
甘
ん
ず
る
と
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い
う
噂
が
広
ま
り
、
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
信
用
が
著
し
く
下
が
っ
て
い
る
が
、
こ
の
噂
の
出
所
は
他
な
ら
ぬ
ケ
ル
ン
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
ケ
ル
ン
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

旧
来
の
制
度
を
い
ま
な
お
保
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
も
ラ
イ
ン
地
域
返
還
の
噂
に
信
野
性
を
与
え
る
に
十
分
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な

噂
は
貢
納
金
の
徴
収
に
も
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
し
た
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
帯
下
は
都
市
へ
の
人
の
出
入
り
を
厳
し
く
監
視
し
た
が
、
噂
の
流

布
を
妨
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
人
心
の
安
定
が
占
領
行
政
の
重
要
課
題
と
な
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
人
心
の
安
定
の
な
い
と
こ
ろ
に
行
政
へ
の
信
用
も
な
い
。

噂
や
近
隣
の
都
市
の
動
向
を
別
に
す
れ
ば
、
人
心
に
響
く
一
番
の
要
素
は
経
済
的
負
担
で
あ
っ
た
。
マ
ー
ス
・
ラ
イ
ン
地
域
に
お
け
る
最
初
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

貢
納
金
賦
課
は
九
四
年
一
一
月
半
ば
に
通
達
さ
れ
、
約
一
ヶ
月
後
に
支
払
額
二
五
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
と
定
め
ら
れ
た
。
当
時
ケ
ル
ン
選
帝
侯
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
年
額
税
収
が
約
六
〇
万
リ
ー
ブ
ル
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
相
当
の
高
額
で
あ
る
。
こ
れ
に
軍
へ
の
物
資
供
給
、
兵
士
の
宿
所
の
提
供
、
賦

役
労
働
な
ど
が
加
わ
る
が
、
と
り
わ
け
住
民
の
不
評
を
買
っ
た
の
は
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
の
使
用
強
制
で
あ
っ
た
。

　
中
央
は
こ
れ
ら
が
遅
滞
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
が
、
現
地
側
は
占
領
地
の
経
済
状
態
に
対
す
る
注
意
を
促
し
た
。
例
え
ば
、
人
民

代
表
委
員
ジ
ュ
ー
ベ
ー
ル
と
ポ
ル
テ
ィ
エ
は
、
こ
の
地
域
の
資
源
や
農
産
物
は
パ
リ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
豊
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
土
地

の
荒
廃
、
敵
味
方
双
方
か
ら
の
略
奪
、
輸
送
手
段
の
欠
如
と
い
っ
た
戦
禍
に
よ
り
物
資
が
全
般
的
に
不
足
し
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
目
下
唯
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

敵
だ
と
公
安
委
員
会
に
報
告
し
て
い
る
。

　
翌
年
に
入
る
と
、
事
態
を
憂
慮
し
た
ジ
レ
は
自
ら
の
権
限
で
負
担
の
軽
減
を
図
っ
た
。
二
月
一
四
日
、
ジ
レ
は
こ
五
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

八
○
○
万
リ
ー
ブ
ル
へ
の
貢
納
金
減
額
を
定
め
た
布
告
の
写
し
と
そ
の
理
由
を
述
べ
た
意
達
書
を
公
安
委
員
会
に
送
付
し
て
い
る
。
こ
の
意
見

書
を
見
て
み
る
と
、
ジ
レ
は
ジ
ュ
ー
ベ
ー
ル
や
ポ
ル
テ
ィ
エ
と
同
様
に
占
領
地
域
が
戦
禍
や
軍
の
徴
用
、
さ
ら
に
は
ラ
イ
ン
河
の
氾
濫
な
ど
で

荒
廃
し
き
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
二
五
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
も
の
現
金
は
こ
の
土
地
に
は
存
在
し
な
い
と
言
う
。

「
も
し
住
民
が
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
し
か
持
た
ず
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
交
易
を
絶
た
れ
、
こ
の
紙
幣
が
外
国
で
通
用
し
な
い
と
し
た
ら
、
一
体
彼
ら
は
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

う
や
っ
て
食
糧
や
工
業
原
材
料
を
得
る
の
か
。
」
要
す
る
に
人
罠
と
の
友
好
関
係
は
金
銭
的
利
益
に
換
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
実
は
四
日
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⑳

前
に
公
安
委
員
会
も
負
担
を
軽
減
す
る
法
令
を
出
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
届
く
前
に
ジ
レ
は
決
定
を
下
し
て
い
た
。
公
安
委
員
会
は
貢
納
金
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

減
額
ま
で
は
定
め
て
い
な
か
っ
た
が
、
ジ
レ
の
意
見
を
容
れ
て
減
額
を
認
め
た
。

　
だ
が
、
六
月
に
は
人
民
代
表
委
員
ペ
レ
が
新
た
に
二
二
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
の
賦
課
を
決
定
し
た
。
こ
の
時
、
ア
ー
ヘ
ン
中
央
行
政
府
が
異
議

　
　
　
　
　
　
⑫

を
申
し
立
て
た
が
、
さ
ら
に
二
人
組
人
民
代
表
委
員
ジ
レ
と
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
も
反
対
意
見
を
述
べ
た
。
反
対
の
理
由
は
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
の
言
葉
に
尽

く
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
住
民
の
絶
望
は
す
で
に
頂
点
に
達
し
て
お
り
、
こ
れ
以
上
の
負
握
は
共
和
制
を
忌
避
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

フ
ラ
ン
ス
の
名
を
憎
む
べ
き
も
の
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
負
担
軽
減
の
訴
え
は
決
し
て
個
人
的
な
良
心
の
問
題
で
は
な
い
。
ジ
レ
や
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
に
は
、
支
配
は
住
民
世
論
に
拘
束
さ
れ
る

と
い
う
明
確
な
観
念
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
過
度
の
負
担
は
人
心
の
離
反
を
招
き
、
噂
の
流
布
や
敵
方
の
工
作
を
容
易
に

す
る
。
し
か
し
、
経
済
負
撫
の
問
題
は
軍
政
下
で
は
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ペ
レ
や
後
に
み
る
シ
ャ
ン
パ
ン
の
よ
う
に
利
益
追
求
を
優

先
す
る
も
の
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
中
に
も
存
在
し
た
。

　
占
領
地
の
経
済
状
態
を
憂
慮
す
る
行
政
官
た
ち
は
、
併
合
の
早
期
実
現
こ
そ
が
最
良
の
解
決
策
で
あ
る
と
考
え
た
。
さ
ら
に
、
政
府
が
態
度

を
明
確
に
す
れ
ば
、
人
心
の
安
定
化
に
も
つ
な
が
る
。
以
下
の
三
通
の
書
簡
は
こ
う
し
た
考
え
を
明
か
し
て
い
る
。

　
～
つ
目
は
九
五
年
二
月
一
〇
日
の
負
担
軽
減
の
措
置
に
感
謝
の
意
を
示
す
た
め
に
ア
ー
ヘ
ン
中
央
行
政
府
が
国
民
公
会
に
送
付
し
た
書
簡
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
占
領
地
住
民
の
感
謝
の
念
が
誇
大
に
表
現
さ
れ
、
こ
れ
が
世
論
を
示
唆
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
民
は
将
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
不
安
を
抱
い
て
い
る
の
で
、
一
刻
も
早
く
併
合
を
宣
角
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
は
公
会
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
後
、
喝
采
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

も
っ
て
迎
え
ら
れ
、
議
事
録
へ
の
記
載
が
決
定
さ
れ
た
。

　
次
い
で
、
三
月
半
ば
に
デ
ュ
ボ
ワ
と
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
が
公
安
委
員
会
画
報
告
の
中
で
同
様
の
嘆
願
を
行
っ
た
。
任
地
に
着
い
た
ば
か
り
の
両
人

は
、
ア
ー
ヘ
ン
を
中
心
と
す
る
占
領
地
域
の
現
実
を
い
い
意
味
で
語
る
事
例
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
ま
ず
断
っ
て
い
る
。
だ
が
、
「
住

民
の
精
神
Φ
ω
℃
馨
は
一
般
に
よ
い
」
、
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
「
静
穏
を
保
っ
て
お
り
、
共
和
国
の
通
貨
［
翻
ア
ッ
シ
ニ
ヤ
］
を
別
に
す
れ
ば
、
フ
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ラ
ン
ス
の
法
を
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
る
だ
ろ
う
」
。
し
か
し
、
行
政
の
機
能
を
円
滑
に
し
、
「
世
論
を
確
実
な
仕
方
で
安
定
さ
せ
る
た
め
」
に
、

公
安
委
員
会
は
ラ
イ
ン
併
合
を
前
提
に
帝
国
と
講
和
す
る
と
公
式
に
声
明
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
願
い
を
は
っ
き
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

伝
え
る
こ
と
で
占
領
地
住
民
の
信
頼
も
高
ま
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
公
安
委
員
会
は
こ
れ
に
返
答
し
な
か
っ
た
の
で
、
デ
ュ
ボ
ワ
と
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
は
四
月
に
な
っ
て
か
ら
国
民
公
会
に
同
じ
趣
旨
の
書

簡
を
送
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
併
合
は
「
全
住
民
の
願
い
」
で
あ
り
、
軍
へ
の
物
資
供
給
に
素
直
に
応
じ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
何
よ
り
の
証

　
　
⑳

で
あ
る
。
ち
な
み
に
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
は
ペ
レ
の
貢
納
金
賦
課
に
反
対
し
た
際
に
も
、
住
民
は
革
命
を
愛
し
て
い
る
と
述
べ
、
そ
の
理
由
を
彼
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

献
身
的
態
度
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
書
簡
は
公
会
で
朗
読
さ
れ
た
も
の
の
、
ラ
イ
ン
併
合
を
外
交
方
針
と
す
る
提
案
は
実
行
に
は
移
さ
れ
な
か

っ
た
。

　
こ
れ
ら
三
通
の
う
ち
、
繋
舟
深
い
の
は
最
後
の
書
簡
が
併
合
は
全
住
民
の
願
い
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
民
の
意
思
が
併
合
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

正
当
化
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
主
張
に
他
な
ら
な
い
。
人
民
代
表
委
員
の
任
務
終
了
後
に
国
民
公
会
で
報
告
を
行
っ
た
際
に
も
ロ
ベ
ル
ジ
ョ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
同
じ
論
拠
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
同
報
告
が
国
境
問
題
に
触
れ
て
い
る
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。

　
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
の
東
部
国
境
に
つ
い
て
は
三
つ
の
見
解
、
す
な
わ
ち
、
一
．
占
領
地
域
を
全
て
放
棄
し
旧
来
の
国
境
に
戻
る
、
二
．
マ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ス
河
ま
で
を
領
有
範
囲
と
す
る
、
三
．
ラ
イ
ン
の
線
を
維
持
す
る
、
が
存
在
し
た
が
、
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
は
フ
ラ
ン
ス
の
安
定
と
発
展
の
た
め
に
は

最
後
の
選
択
肢
が
最
も
望
ま
し
い
と
す
る
。
彼
は
戦
略
的
、
経
済
的
見
地
か
ら
自
説
を
根
拠
づ
け
た
上
で
、
さ
ら
に
占
領
地
住
民
の
大
多
数
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

併
合
を
希
望
す
る
旨
を
何
度
も
表
明
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
は
反
対
意
見
が
あ
る
こ
と
も
隠
し
て
は
い
な
い
が
、
占
領
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

域
を
訪
ね
て
ま
わ
れ
ば
併
合
こ
そ
住
民
の
一
般
的
見
解
に
合
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
と
い
う
。
確
か
に
フ
ラ
ン
ス
人
へ
の
憎
悪
を
煽
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
め
に
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
手
先
が
工
作
活
動
を
行
っ
て
、
世
論
を
腐
敗
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
部
の
横
暴
な
フ
ラ
ン
ス
人
官

吏
が
不
正
を
働
い
て
い
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
占
領
地
の
住
民
は
「
よ
き
精
神
ぴ
。
ロ
①
ω
℃
聾
」
に
突
き
動
か
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
人
間
と
フ
ラ
ン
ス
国
民
全
体
を
区
別
し
て
斐
る
こ
と
が
で
き
葡
・
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フランス軍事占領下のラインラントにおける琶論（園屋）

　
報
告
の
最
後
の
あ
た
り
で
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
は
議
員
た
ち
に
訴
え
る
。
「
忘
れ
な
い
で
く
れ
た
ま
え
、
諸
君
が
こ
の
［
1
1
占
領
地
の
］
人
民
に
併
合

を
期
待
さ
せ
た
こ
と
を
。
彼
ら
は
諸
君
の
言
葉
を
信
じ
て
い
る
。
諸
君
の
心
を
知
る
人
罠
代
表
委
員
も
、
そ
の
こ
と
［
翻
将
来
の
併
合
］
を
は

っ
き
り
爆
雷
し
た
。
政
府
の
諸
委
員
会
も
人
民
代
表
委
員
た
ち
に
人
心
を
啓
発
し
、
世
論
を
準
備
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
［
占
領
地
域
が
］
将
来

フ
ラ
ン
ス
と
併
合
さ
れ
る
も
の
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
勧
め
た
で
は
な
い
か
。
」
ま
た
、
併
合
の
実
現
は
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
意
見
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

「
世
論
に
伺
い
を
立
て
て
み
る
が
い
い
、
諸
君
は
真
実
を
知
る
だ
ろ
う
。
」
。
人
民
の
願
い
は
す
で
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ラ
イ
ン
を

国
境
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
も
し
シ
ュ
ラ
ト
ー
の
考
え
を
適
用
す
る
な
ら
、
こ
こ
で
も
経
済
的
要
因
こ
そ
本
質
で
人
身
の
意
思
は
修
辞
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
は
、
国
民
公
会
で
の
報
告
で
は
人
民
の
意
思
は
す
で
に
表
明
さ
れ
た
と
考
え
、
四
月
の
書
簡
で
は
貢
納
金
の
支
払
い
や

物
資
の
供
出
を
併
合
を
希
望
す
る
証
と
み
な
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
論
法
は
現
実
に
即
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
ア
ー
ヘ
ン
で

占
領
行
政
に
携
わ
っ
て
い
た
カ
ゼ
ッ
リ
は
、
共
和
国
に
よ
る
隷
属
か
ら
の
解
放
に
対
す
る
感
謝
の
念
が
租
税
の
支
払
い
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ず
で
あ
っ
た
が
、
「
こ
の
崇
高
な
感
情
が
育
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
三
月
の
報
告
で
は
住
罠
の
精
神
は
よ
い
と
あ
る

が
、
こ
れ
は
表
面
上
の
平
穏
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
後
に
世
論
の
安
定
の
必
要
性
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
住
民
の
絶
望
は
頂
点
に
達
し
て
い

る
と
述
べ
た
の
も
他
な
ら
ぬ
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
自
身
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
考
慮
す
る
と
、
経
済
的
要
因
が
最
重
要
素
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か

く
、
人
民
の
意
思
は
確
か
に
修
辞
に
違
い
な
い
。

　
し
か
し
、
現
地
行
政
側
か
ら
み
れ
ば
、
併
合
の
確
定
こ
そ
人
心
安
定
の
早
道
で
あ
り
、
パ
リ
に
決
断
を
迫
る
上
で
人
民
の
意
思
は
重
要
な
論

拠
で
あ
っ
た
。
先
に
見
た
と
お
り
、
人
民
代
表
委
員
た
ち
は
貢
納
金
の
完
済
が
併
合
を
約
束
す
る
と
布
告
し
て
お
り
、
住
民
が
支
払
い
に
応
じ

る
こ
と
を
併
合
を
希
望
す
る
証
と
見
な
す
に
は
一
応
の
法
的
根
拠
が
あ
る
。
こ
れ
が
た
と
え
論
弁
で
あ
っ
て
も
、
法
的
効
力
を
有
す
る
以
上
、

議
員
た
ち
は
こ
れ
を
無
視
で
き
な
い
。
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
は
そ
の
点
を
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
の
報
告
は
議
員
た
ち
の
好
評
を
博
し
た
よ
う
だ
が
、
も
し
彼
が
「
住
民
の
願
い
」
を
語
ら
な
か
っ
た
ら
、
議
員
た
ち
は
違
っ
た
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反
応
を
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
が
「
住
民
の
願
い
」
を
本
当
に
信
じ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
シ
ュ
ラ
ト
ー
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

れ
ば
、
九
五
年
の
後
半
に
は
ラ
イ
ン
国
境
は
議
員
多
数
の
支
持
を
得
て
い
た
。
先
に
見
た
複
数
の
現
地
報
告
が
公
会
で
好
意
的
に
受
け
取
ら
れ

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
は
支
持
者
の
拡
大
に
寄
与
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
の
報
告
が
示
す
と
お
り
ラ
イ
ン
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

境
は
唯
一
の
選
択
肢
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
政
界
外
に
も
反
対
意
見
は
存
在
し
て
い
た
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
併
合
の
実
現
の
た
め
に
は
パ
リ
の
世
論
を
動
か
す
必
要
が
あ
っ
た
。
九
五
年
八
月
に
ラ
イ
ン
国
境
の
是
非
を
問
う
懸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

賞
論
文
が
募
集
さ
れ
た
が
、
ラ
イ
ン
共
和
派
と
パ
リ
に
亡
命
し
て
い
た
ド
イ
ツ
人
が
こ
れ
に
深
く
関
与
し
て
い
た
。
後
者
の
多
く
は
マ
イ
ン
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

革
命
参
加
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
民
代
表
委
員
た
ち
が
議
会
の
説
得
に
ま
わ
り
、
パ
リ
お
よ
び
ラ
イ
ン
の
併
合
派
ド
イ
ツ
人
が
パ
リ
の
世
論

を
喚
起
す
る
と
い
う
一
種
の
共
闘
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
、
ラ
イ
ン
共
和
派
は
、
パ
リ
に
向
か
っ
て
は
人
民
の
意
思
を
語
り
、
ラ
イ
ン
住
民
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
パ
リ
の
動
静
を
報
告
し
た
り
、
併
合
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
説
い
た
り
し
た
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
ア
ー
ヘ
ン
の
革
命
支
持
者
F
・
ダ
ウ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

エ
ン
ベ
ル
ク
は
編
集
紙
『
ア
ー
ヘ
ン
の
目
撃
者
隔
に
前
述
し
た
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
と
デ
ュ
ボ
ワ
の
公
会
宛
書
簡
を
独
訳
し
て
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
世
論
創
出
の
試
み
が
な
さ
れ
た
の
は
、
議
会
・
政
府
筋
は
世
論
を
無
視
で
き
な
い
と
い
う
前
提
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
、
八
月
に
　
つ
の
頂
点
を
迎
え
た
併
合
推
進
の
動
き
は
、
一
〇
月
に
一
旦
閉
塞
す
る
。
と
い
う
の
は
、
国
民
公
会
は
ベ
ル
ギ
ー
と
リ

エ
ー
ジ
ュ
司
教
領
の
併
合
を
決
定
し
た
が
、
ラ
イ
ン
左
岸
に
つ
い
て
は
帝
国
と
の
講
和
ま
で
問
題
を
先
送
り
す
る
こ
と
に
な
り
、
ラ
イ
ン
併
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
講
和
の
前
提
と
す
る
決
定
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
状
況
が
変
化
す
る
の
は
、
九
七
年
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
章
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
占
領
政
策
と
住
民
世
論
の
関
係
を
中
心
に
考
察
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
わ
か
る
の
は
、
占
領
行
政
が
政
治
的
信

用
と
し
て
の
世
論
を
考
慮
に
入
れ
、
人
心
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
住
民
の
信
用
は
軍
政
下
で
は
問
題

に
な
ら
な
い
と
す
る
モ
リ
ト
ア
の
見
解
は
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
政
治
的
意
思
と
い
う
意
味
で
の
世
論
の
形
成
は
行
政
の
関
心

の
外
に
あ
っ
た
。
ロ
ベ
ル
ジ
ョ
は
世
論
の
啓
発
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
公
教
育
や
革
命
祭
典
と
い
っ
た
共
和
主
義
の
浸
透
を
図
る
上
で
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

要
と
思
わ
れ
る
分
野
で
は
目
立
っ
た
措
置
は
取
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
現
地
行
政
サ
イ
ド
が
報
告
し
た
人
民
の
意
思
は
、
パ
リ
の
世
論
を
動
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か
す
上
で
一
石
を
投
じ
た
。
た
と
え
裏
に
経
済
的
動
機
が
あ
る
と
し
て
も
、
パ
リ
の
議
会
は
こ
の
論
拠
な
し
に
併
合
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
人
民
の
意
思
が
修
辞
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
役
割
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
も
っ
と
も
、
現
実
に
は
人
民
の
意
思
は
ラ
イ
ン
住
民
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
九
七
年
の
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
で
は
、

彼
ら
は
そ
れ
を
直
接
耳
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
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出
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げ
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第
二
章
　
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
と
世
論
動
員
（
九
七
年
）

　
九
六
年
に
は
本
稿
と
の
関
連
で
特
筆
す
べ
き
動
き
は
な
い
の
で
、
九
七
年
当
初
の
占
領
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
本
章
を
始
め
た
い
。
占

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
年
三
月
に
占
領
以
前
の
制
度
の
復
活
が
宣
言
さ
れ
た
。
発
案
者
は
当
時
サ
ン
ブ

領
行
政
は
こ
れ
ま
で
幾
度
か
の
改
変
を
経
て
き
た
が
、

ル
・
マ
ー
ス
方
面
軍
司
令
官
で
あ
り
、
占
領
行
政
の
最
高
責
任
者
で
も
あ
っ
た
ラ
ザ
ー
ル
・
オ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
旧
領
邦

の
官
僚
が
元
の
役
職
に
復
帰
し
た
が
、
実
際
に
は
旧
制
度
の
復
活
が
全
面
的
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
に
よ
る
監
督
は
存

続
し
た
。

　
こ
う
し
た
措
遣
が
取
ら
れ
た
の
は
、
軍
へ
の
物
資
供
給
お
よ
び
徴
税
業
務
が
う
ま
く
進
ま
ず
、
人
心
も
フ
ラ
ン
ス
か
ら
離
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
住
民
は
フ
ラ
ン
ス
人
を
憎
ん
で
お
り
、
旧
体
制
の
復
活
は
彼
ら
の
一
致
し
た
願
い
で
あ
る
と
オ
ッ
シ
ュ
は
述
べ
て
い
る
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③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
、
そ
の
原
因
は
現
地
行
政
の
民
情
や
旧
来
の
制
度
に
関
す
る
無
知
に
求
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
も
フ
ラ
ン
ス
側
の
動
き
を
左
右
し
た
の
は
人
心

で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
オ
ッ
シ
ュ
は
他
方
で
、
ケ
ル
ン
や
ア
ー
ヘ
ン
で
は
「
自
由
の
精
神
」
が
芽
生
え
て
お
り
、
こ
れ
を
少
し
ず
つ
育
て
て
い
く
必
要
が

　
　
　
　
　
　
　
⑤

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
占
領
地
の
将
来
に
つ
い
て
、
イ
タ
リ
ア
や
オ
ラ
ン
ダ
の
例
に
な
ら
っ
て
姉
妹
共
和
国
を
設
立
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
、
も
し
住
民
の
支
持
が
表
明
さ
れ
、
か
つ
戦
勝
に
恵
ま
れ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
に
編
入
す
る
の
か
、
と
総
裁
政
府
の
方
針
を
尋
ね

　
　
　
　
　
　
⑥

て
い
る
（
四
月
六
日
）
。
こ
こ
で
も
住
民
の
意
思
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
よ
う
。
総
裁
政
府
は
貢
納
金
や
旧
来
の
租
税
な
ど
の
収
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

源
を
手
放
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
現
時
点
で
は
本
国
と
占
領
地
の
完
全
な
同
化
を
望
ま
ず
、
姉
妹
共
和
国
が
望
ま
し
い
と
回
答
し
た
。
但
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
の
回
答
書
に
署
名
し
た
の
は
五
人
の
総
裁
の
う
ち
三
人
だ
け
で
、
そ
の
中
に
併
合
派
の
総
裁
ル
ベ
ル
の
名
は
な
い
。

　
要
す
る
に
最
終
的
な
決
定
は
留
保
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
は
内
外
の
政
治
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
総
裁
政
府
内
で
ラ
イ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

併
合
を
強
硬
に
主
張
し
て
い
る
の
は
ル
ベ
ル
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
年
の
春
の
改
選
で
王
党
派
が
議
会
に
進
出
し
た
が
、
こ
の
派
は
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

本
的
に
ラ
イ
ン
国
境
に
反
対
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
事
を
厄
介
に
し
た
の
は
四
月
半
ば
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
問
で
締
結
さ
れ
た
レ

オ
ー
ベ
ン
予
備
条
約
で
あ
る
。
同
五
条
は
、
帝
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
講
和
は
「
帝
国
領
土
の
～
体
性
」
を
尊
重
す
る
形
で
な
さ
れ
る
と
定
め
て

　
⑪

い
る
。
ラ
イ
ン
左
岸
諸
領
邦
は
帝
国
領
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
表
立
っ
て
こ
の
規
定
に
反
す
る
行
動
を
取
れ
な
か
っ
た
。

　
次
い
で
、
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
と
称
さ
れ
る
ラ
イ
ン
共
和
派
の
動
き
に
目
を
転
じ
よ
う
。
北
は
ボ
ン
か
ら
南
は
ラ
ン
ダ
ウ
あ
た
り
ま
で
の
共
和

派
が
こ
の
運
動
に
関
与
し
て
い
る
が
、
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は
ボ
ン
、
ケ
ル
ン
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
の
共
和
主
義
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
当
初
か
ら
統
一
行
動
が
取
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
各
都
市
の
連
携
が
強
化
さ
れ
た
の
は
民
衆
協
会
く
。
澤
ω
σ
q
①
。
。
Φ
濠
。
訂
坤

や
通
信
曾
遊
。
H
お
ω
℃
○
巳
Φ
潤
び
費
。
が
設
立
さ
れ
た
七
月
以
降
で
あ
る
。
ボ
ン
、
ケ
ル
ン
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
を
中
心
と
す
る
地
域
で
は
独
立
共
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

国
、
マ
イ
ン
ツ
革
命
を
経
験
し
た
マ
イ
ン
ツ
、
ビ
ン
ゲ
ン
、
ラ
ン
ダ
ウ
に
囲
ま
れ
た
地
域
で
は
併
合
を
支
持
す
る
者
が
多
か
っ
た
が
、
各
都
市

の
共
和
派
は
協
力
関
係
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
共
和
制
の
実
現
で
あ
り
、
独
立
か
併
合
か
は
二
者
択
｝
で
は
な
か
っ
た
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⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
八
月
に
オ
ッ
シ
ュ
が
総
裁
政
府
の
方
針
を
明
か
し
て
以
後
は
独
立
共
和
国
が
一
致
し
た
目
標
と
な
っ
た
。
だ
が
、

九
七
年
春
の
時
点
で
は
、
共
和
派
は
旧
体
制
の
復
活
に
危
機
感
を
覚
え
て
い
た
。
守
旧
派
は
こ
れ
を
ラ
イ
ン
地
域
返
還
の
予
兆
と
み
て
歓
迎
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
最
初
に
動
い
た
の
は
ボ
ン
行
政
府
の
官
僚
ブ
ジ
ェ
と
フ
ォ
ッ
セ
ン
で
あ
る
。
両
名
は
共
に
熱
心
な
共
和
主
義
者
で
あ
り
、
九
五
年
に
ア
ー
ヘ

ン
中
央
行
政
府
に
名
を
連
ね
て
以
来
、
占
領
行
政
に
関
与
し
て
き
た
。
ま
ず
、
五
月
末
に
ブ
ジ
ェ
と
フ
ォ
ッ
セ
ン
は
二
五
ヵ
条
の
覚
書
な
る
も

　
　
　
　
　
　
⑮

の
を
中
間
委
員
会
の
秘
書
ベ
ル
ド
ー
に
手
渡
し
て
い
る
。
現
存
し
な
い
た
め
詳
細
は
不
明
だ
が
、
占
領
地
を
帝
国
か
ら
分
離
さ
せ
る
計
画
を
記

し
た
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。
同
じ
頃
、
行
政
府
内
で
パ
リ
へ
の
直
訴
が
協
議
さ
れ
、
こ
の
後
、
ボ
ン
行
政
区
内
の
都
市
の
代
表
が
ボ
ン
に
招
集

さ
れ
た
際
に
も
こ
の
件
が
諮
ら
れ
た
。
本
来
、
直
訴
の
目
的
は
貢
納
金
の
軽
減
に
あ
っ
た
が
、
ブ
ジ
ェ
は
こ
の
…
機
に
乗
じ
て
パ
リ
に
赴
き
、
同

僚
た
ち
に
は
内
密
で
独
立
共
和
国
の
設
立
な
い
し
併
合
を
訴
え
よ
う
と
し
た
。

　
六
月
～
日
に
戦
地
か
ら
ボ
ン
に
帰
還
し
た
オ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
計
画
を
知
る
や
阻
止
に
動
い
た
。
彼
は
占
領
地
の
徴
税
業
務
を
縁
者
に
請
け
負

わ
せ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
徴
税
の
効
率
増
加
も
住
民
の
負
担
軽
減
も
も
た
ら
さ
ず
、
現
地
の
官
僚
や
住
民
の
み
な
ら
ず
同
僚
の
将
軍
た
ち
か
ら

も
非
難
を
浴
び
て
い
た
。
オ
ッ
シ
ュ
は
上
か
ら
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
六
月
四
日
、
オ
ッ
シ
ュ
は
先
手
を
打
っ
て
請

負
を
廃
止
し
、
徴
税
を
行
政
府
に
委
ね
た
。
ボ
ン
行
政
府
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
負
担
軽
減
に
は
同
意
し
た
が
、
帝
国
か
ら
の
分
離
に
は
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
彼
ら
も
都
市
の
代
表
も
オ
ッ
シ
ュ
の
措
置
に
満
足
し
、
パ
リ
へ
の
直
訴
は
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
だ
が
興
味
深
い
の
は
、
ブ
ジ
ェ
ら
共
和
派
が
事
前
工
作
を
図
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ト
リ
ー
ア
行
政
府
の
官
僚
ラ
ー
ダ
ー
マ
ッ

ハ
ー
が
ベ
ル
ド
ー
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
ブ
ジ
ェ
は
覚
書
の
中
で
併
合
間
近
と
い
う
噂
が
パ
リ
か
ら
流
れ
て
い
る
が
、
世
間
は
こ
れ
に
恐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
を
抱
い
て
い
る
と
述
べ
、
併
合
の
代
わ
り
に
独
立
共
和
国
の
設
立
を
提
案
し
た
と
い
う
。
ケ
ル
ン
発
の
匿
名
の
書
簡
（
六
月
一
三
日
）
で
は
、

何
者
か
が
併
合
が
近
い
う
ち
に
宣
言
さ
れ
る
と
市
長
た
ち
に
吹
き
込
み
、
こ
れ
を
避
け
る
唯
一
の
手
段
と
し
て
国
劇
の
変
革
知
①
α
q
一
霞
琶
σ
q
巽
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

＜
。
｝
償
¢
。
昌
を
提
案
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
書
簡
の
書
き
手
は
ブ
ジ
ェ
を
実
行
犯
と
見
た
。
ま
た
、
件
の
都
市
代
表
会
議
に
出
席
し
た
ノ
イ
ス
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市
長
ア
ル
デ
ン
ホ
ー
フ
ェ
ン
は
、
自
身
が
併
合
な
い
し
独
立
共
和
国
の
設
立
を
支
持
し
た
と
噂
さ
れ
て
い
る
と
ボ
ン
行
政
府
に
書
き
送
り
、
こ

れ
ま
で
自
分
が
反
対
の
立
場
を
取
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
噂
が
立
っ
た
の
は
何
者
か
の
中
傷
が
介
在
し
て
い
る
か
ら
だ
と
断

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

じ
て
い
る
（
六
月
一
六
日
）
。

　
市
長
ア
ル
デ
ン
ホ
ー
フ
ェ
ン
の
出
席
を
考
え
る
と
、
ケ
ル
ン
発
書
簡
の
「
市
長
た
ち
」
も
都
市
代
表
会
議
の
出
席
者
で
あ
ろ
う
。
書
簡
の
日

付
か
ら
考
え
て
も
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
代
表
た
ち
の
ボ
ン
入
り
は
六
月
三
B
、
会
議
が
行
わ
れ
た
の
は
七
日
か
ら
一
〇
日
で
あ
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

上
、
会
議
召
集
の
主
導
者
は
ブ
ジ
ェ
だ
っ
た
。
以
上
を
総
合
す
る
と
、
ブ
ジ
ェ
は
併
合
間
近
と
い
う
噂
を
利
用
し
、
一
方
で
は
中
間
委
員
会
に

独
立
共
和
国
の
設
立
を
提
案
し
、
他
方
で
は
ボ
ン
に
来
て
い
た
市
長
た
ち
に
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
よ
う
仕
向
け
た
こ
と
に
な
る
。
ア
ル
デ
ン

ホ
ー
フ
ェ
ン
に
関
す
る
噂
の
出
所
は
不
明
だ
が
、
会
議
後
に
噂
が
立
っ
た
の
は
ブ
ジ
ェ
ら
が
市
長
た
ち
に
併
合
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
吹
き
込

ん
だ
結
果
で
は
な
か
ろ
う
か
。
総
裁
政
府
の
方
針
を
知
っ
て
の
上
で
の
こ
と
か
は
不
明
だ
が
、
ブ
ジ
ェ
が
独
立
共
和
国
を
提
案
し
た
と
す
れ
ば
、

守
旧
派
と
妥
協
の
余
地
が
あ
る
と
見
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
都
市
代
表
か
ら
の
信
任
を
得
て
、
人
民
の
代
表
と
し
て
パ
リ
に
赴
く
つ
も

り
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
無
論
、
ブ
ジ
ェ
一
人
で
全
て
を
行
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
フ
ォ
ッ
セ
ン
な
ど
の
共
和
派
が
協
力
し
た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
工
作
が
あ
っ
た
の
は
疑
い
あ
る
ま
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
徴
税
請
負
を
廃
止
し
た
同
じ
日
に
オ
ッ
シ
ュ
は
総
裁
政
府
に
次
の
よ
う
な
報
告
を
送
っ
た
。
「
こ
の
地
方
の
住
民
の
不
満
の
対

象
は
も
は
や
我
々
で
は
な
い
。
彼
ら
は
旧
主
［
日
ラ
イ
ン
右
岸
に
亡
命
し
た
領
早
霜
主
］
の
帰
還
を
疑
い
、
そ
う
な
っ
た
ら
身
の
破
滅
だ
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

え
て
い
る
。
（
…
…
）
自
由
の
た
め
の
政
治
的
な
運
動
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
私
は
さ
し
て
驚
か
な
い
。
扁
　
こ
れ
は
以
前
の
見
解
と
は
異
な
っ
て

い
る
が
、
オ
ッ
シ
ュ
は
ラ
イ
ン
住
民
が
も
と
の
主
人
の
帰
還
を
望
ん
で
い
な
い
こ
と
を
中
間
委
員
会
の
議
長
セ
ー
か
ら
知
ら
さ
れ
た
と
い
う
。
十
一
は
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ブ
ジ
ェ
か
ら
聞
い
た
ら
し
い
。
オ
ッ
シ
ュ
が
セ
ー
の
一
算
葉
を
素
直
に
信
じ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
も
ブ
ジ
ェ
の
作
為
が
疑
わ

れ
る
。
ハ
ン
ゼ
ン
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
オ
ッ
シ
ュ
の
変
化
に
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
帝
国
の
一
体
性
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
ラ
イ
ン
国
境
の
獲

得
は
可
能
だ
と
い
う
見
解
が
現
れ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
論
拠
を
提
供
し
た
の
は
、
す
で
に
割
譲
が
決
定
し
て
い
る
帝
国
領
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土
の
一
部
に
つ
い
て
は
何
の
異
議
も
出
な
か
っ
た
こ
と
と
レ
オ
ー
ベ
ン
条
約
第
六
条
が
フ
ラ
ン
ス
の
法
に
よ
っ
て
併
合
を
確
定
さ
れ
た
地
域
の

領
有
を
承
認
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
同
条
は
ベ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
規
定
だ
っ
た
が
、
こ
れ
が
ラ
イ
ン
左
岸
地
域
に
も
拡
大
適
用
で
き
る
と
考
え

ら
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
パ
リ
国
民
公
会
は
九
三
年
三
月
三
〇
日
に
マ
イ
ン
ツ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
ー
ラ
ン
ダ
ウ
問
の
地
域
の
併
合
を
決
議
し
て
い
た

　
　
　
　
⑬

か
ら
で
あ
る
。

　
確
か
に
オ
ッ
シ
ュ
の
報
告
は
こ
う
し
た
中
央
の
動
静
に
合
わ
せ
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
自
由
の
た
め
の
運
動
が
起
こ
っ
て
も
お
か
し
く
な

い
と
い
う
発
言
は
明
ら
か
に
ブ
ジ
ェ
ら
の
活
動
を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ブ
ジ
ェ
ら
共
和
派
も
ま
た
パ
リ
の
政
情
を
よ
く
知
っ
た
上
で
行
動

し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ブ
ジ
ェ
が
住
民
の
願
い
を
セ
ー
に
語
っ
た
こ
と
は
オ
ッ
シ
ュ
の
態
度
の
変
化
に
よ
っ
て

報
わ
れ
た
。
無
論
、
こ
う
し
た
や
り
方
が
有
効
な
の
は
、
人
民
の
意
思
が
併
合
を
左
右
す
る
と
い
う
前
提
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
六
月
以
降
、
占
領
行
政
は
初
め
て
ラ
イ
ン
地
域
の
世
論
形
成
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
オ
ッ
シ
ュ
は
中
間
委
員
会
に
前
貸
金
一
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

リ
ー
ブ
ル
の
返
済
を
免
じ
て
こ
れ
を
宣
伝
工
作
に
用
い
る
よ
う
命
じ
、
さ
ら
に
よ
り
多
く
の
資
金
を
自
由
に
で
き
る
よ
う
な
措
遣
を
取
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

実
際
に
こ
の
目
的
で
金
が
使
わ
れ
た
こ
と
は
ブ
ジ
ェ
の
証
言
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
共
和
派
の
啓
蒙
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、

七
月
に
は
出
版
の
自
由
が
布
告
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
間
接
的
支
援
で
あ
っ
て
、
差
し
当
た
り
は
入
心
の
安
定
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
専
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
六
月
下
旬
に
軍
の
官
吏
の
不
正
な
徴
発
に
厳
罰
を
与
え
る
決
定
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
税
の
配
分
・
徴
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
公
正
か
つ
円
滑
に
進
め
る
上
で
適
切
な
人
員
を
選
定
す
る
た
め
に
各
行
政
区
付
の
政
府
委
員
に
公
職
者
の
身
上
調
査
を
命
じ
て
い
る
。
も
っ

と
も
中
間
委
員
会
は
税
務
の
停
滞
を
守
旧
派
の
消
極
的
抵
抗
の
結
果
と
見
て
お
り
、
こ
の
調
査
に
は
守
旧
派
の
更
迭
と
い
う
裏
の
狙
い
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
も
宗
教
的
慣
習
に
対
す
る
配
慮
が
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
ケ
ル
ン
で
は
六
月
の
聖
体
の
祝
祭
の
時
に
行
列
行
進

が
問
題
な
く
と
り
行
わ
れ
る
よ
う
軍
が
秩
序
の
維
持
に
努
め
た
。
こ
の
時
、
都
市
司
令
官
は
部
下
た
ち
に
行
列
の
前
で
は
脱
帽
す
る
よ
う
厳
命

　
　
　
⑳

し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
八
月
に
は
こ
う
し
た
一
連
の
措
置
に
よ
っ
て
状
況
が
好
転
し
た
と
中
間
委
員
会
は
伝
え
て
い
る
が
、
住
民
世
論
が
一
転
し
て
親
仏
的
に
な
つ
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た
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
七
月
下
旬
の
時
点
で
ボ
ン
行
政
区
付
政
府
委
員
シ
ャ
ン
パ
ン
は
、
こ
の
地
区
の
住
民
は
旧
来
の
領
邦
君
主
に
服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
報
告
は
先
の
身
上
調
査
の
回
答
に
付
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
面
白
い
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ャ
ン
パ
ン
は
住
民
の
意
識
よ
り
も
行
動
に
重
き
を
置
き
、
彼
ら
が
貢
納
金
支
払
い
等
の
負
担
を
受
け
入
れ
、
大
人
し
く
し

て
い
る
な
ら
、
心
情
ま
で
変
え
る
必
要
は
な
い
と
言
う
。
並
倉
の
場
合
も
同
じ
で
、
与
え
ら
れ
た
職
務
を
従
順
に
こ
な
し
て
い
れ
ば
よ
い
。
要

す
る
に
、
彼
ら
を
無
理
に
共
和
主
義
者
に
変
え
る
必
要
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
シ
ャ
ン
パ
ン
は
住
民
世
論
の
現
状
に
即
し
て
軍
事
占
領
を
維

持
す
る
こ
と
を
諒
と
し
、
併
合
推
進
の
た
め
の
世
論
形
成
に
は
反
対
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
都
市
ア
ー
ヘ
ン
付
政
府
委
員
の
エ
チ
エ
ン
ヌ
も
住
民
世
論
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
評
価
は
全
く
の
正
反
対
で
、
ア
ー
ヘ
ン
の
人
々
は

「
自
由
へ
の
愛
」
に
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
革
命
理
念
に
対
す
る
共
感
と
い
う
よ
り
は
経
済
的
利
害
に
基
づ
く
も
の
で
あ

っ
た
。
ア
ー
ヘ
ン
及
び
そ
の
周
辺
の
商
工
業
者
は
も
と
も
と
隣
国
の
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
と
経
済
上
の
深
い
繋
が
り
を
有
し
て
い
た
。
も
し

こ
れ
ら
隣
国
同
様
フ
ラ
ン
ス
の
保
護
下
に
入
れ
ば
、
通
行
税
や
関
税
な
ど
の
障
壁
が
な
く
な
り
、
自
由
に
経
済
活
動
を
展
開
で
き
る
。
こ
の
よ

う
な
理
由
か
ら
ア
ー
ヘ
ン
市
民
は
す
で
に
ル
ベ
ル
に
併
合
請
願
書
を
提
出
し
て
い
た
。
こ
れ
は
同
時
に
ベ
ル
ギ
ー
の
同
業
者
た
ち
の
願
い
で
も

　
　
⑬

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
は
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
に
は
関
与
し
て
い
な
い
。

　
二
人
の
報
告
が
示
す
と
お
り
住
民
世
論
に
は
地
域
差
が
あ
り
、
ラ
イ
ン
地
域
全
体
を
一
ま
と
め
に
し
て
判
断
を
下
す
の
は
難
し
い
。
だ
が
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
は
改
め
て
住
民
世
論
を
把
握
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
無
論
、
望
ま
し
い
報
告
は
エ
チ
エ
ン
ヌ
の
も
の
だ
っ
た

に
違
い
な
い
。

　
同
じ
六
月
の
半
ば
、
ク
ロ
イ
ツ
ナ
ッ
ハ
行
政
府
の
官
僚
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
率
い
る
代
表
団
が
密
か
に
パ
リ
を
訪
れ
、
ル
ベ
ル
に
併
合
を
請
願
し

　
　
⑭

て
い
る
。
こ
れ
は
、
ボ
ン
の
動
向
と
は
無
関
係
に
、
マ
イ
ン
ツ
、
ビ
ン
ゲ
ン
周
辺
の
共
和
派
の
意
を
受
け
て
の
行
動
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
ベ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

は
内
外
の
情
勢
を
考
慮
し
て
請
願
を
退
け
た
が
、
住
民
の
意
思
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
署
名
を
集
め
る
こ
と
を
密
か
に
勧
め
た
。
ル
ベ
ル
は

こ
れ
が
レ
オ
ー
ベ
ン
条
約
の
規
定
を
覆
す
材
料
に
な
り
う
る
と
見
た
の
で
あ
る
。
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署
名
集
め
の
中
核
と
な
っ
た
の
は
コ
ブ
レ
ン
ツ
以
南
の
共
和
派
で
あ
る
。
ボ
ン
や
ケ
ル
ン
の
共
和
派
も
後
に
こ
れ
に
加
わ
っ
た
よ
う
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
署
名
者
の
実
数
は
史
料
不
足
の
た
め
定
か
で
は
な
い
が
、
現
在
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
に
あ
た
る

地
域
で
は
わ
ず
か
な
が
ら
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
ン
ス
リ
ュ
ッ
ク
地
域
で
二
千
六
百
、
バ
ッ
ハ
ラ
ッ
ハ
で
二
千
名
が
署
名
し
た
ら

　
⑳

し
い
。
次
い
で
や
や
曖
昧
だ
が
、
ク
ー
ゼ
ル
と
ビ
ル
ケ
ン
フ
ェ
ル
ト
で
は
～
九
枚
の
用
紙
が
埋
め
尽
く
さ
れ
、
ト
リ
ー
ア
の
森
林
監
理
宙
は
、

…
二
の
ア
ム
ト
（
郡
）
及
び
複
数
の
市
町
村
で
そ
れ
ぞ
れ
な
さ
れ
た
署
名
を
集
め
て
パ
リ
に
送
付
し
た
と
い
う
。
後
者
は
お
そ
ら
く
共
同
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

名
で
請
願
書
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
全
体
と
し
て
は
四
万
と
い
う
数
字
が
史
料
上
に
出
て
い
る
。
だ
が
、
署
名
の
集
め
方
に

問
題
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
数
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
共
和
派
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
町
村
単
位
で
住
民
の
名
前
を
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
お
き
、
次
い
で
首
長
に
全
権
と
し
て
署
名
さ
せ
、
そ
の
後
、
個
々
の
住
民
に
署
名
を
求
め
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
、
ど
う
し
て
も
署
名
が
得
ら
れ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
共
和
主
義
者
た
ち
が
こ
れ
を
書
き
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
捏
造
が
ど
の
程
度
実
行

さ
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
と
れ
ば
各
市
町
村
は
多
数
の
住
民
の
同
意
に
よ
り
併
合
に
賛
同
し
た
と
い
う
印
象
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
ラ
イ
ン
地
域
に
お
け
る
協
会
や
通
信
所
の
所
属
者
数
は
二
万
五
千
か
ら
三
万
と
も
八
二
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

積
極
的
に
活
動
し
て
い
た
の
は
二
千
名
程
度
ら
し
い
。
以
上
か
ら
推
測
す
る
と
、
確
固
た
る
信
念
に
基
づ
い
て
署
名
し
た
者
の
数
は
限
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
当
時
の
ラ
イ
ン
地
域
の
統
計
人
口
は
一
三
〇
乗
算
で
あ
る
。

　
実
際
、
署
名
集
め
は
難
航
し
た
と
見
ら
れ
る
。
七
月
末
に
帝
国
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
の
利
を
説
き
、
独
立
共
和
国
の
設
立
か
フ
ラ
ン
ス
と
の

併
合
か
を
選
ぶ
よ
う
住
民
に
迫
る
声
明
が
出
さ
れ
た
が
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
の
共
和
主
義
者
ゲ
ル
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
住
民
を
啓
蒙
し
署
名
数
を
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

や
す
上
で
こ
の
よ
う
な
宣
雷
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
文
書
の
写
し
が
ビ
ン
ゲ
ン
か
ら
南
は
ツ
ヴ
ァ
イ
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
、
北
は
コ
ブ
レ

ン
ツ
、
ボ
ン
、
ケ
ル
ン
に
向
け
て
流
布
さ
れ
、
こ
れ
を
現
地
の
共
和
派
が
署
名
の
要
求
と
共
に
目
立
つ
所
に
張
り
出
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
声

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

明
の
起
草
者
は
ビ
ン
ゲ
ン
の
共
和
主
義
者
メ
ッ
タ
ニ
ヒ
と
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
同
様
の
送
文
が
複
数
作
成
さ
れ
た
。

　
こ
の
後
、
共
和
派
は
さ
ら
に
大
胆
な
計
画
を
立
て
て
い
る
。
八
月
一
〇
日
は
フ
ラ
ン
ス
の
王
権
停
止
記
念
日
だ
っ
た
が
、
ラ
イ
ン
地
域
で
も
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仏
軍
が
こ
の
日
を
祝
っ
て
い
た
。
共
和
派
は
こ
れ
に
乗
じ
て
人
民
が
フ
ラ
ン
ス
と
の
併
合
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
計
画
に
加
わ
っ
た
の
は
、
ビ
ン
ゲ
ン
以
南
の
諸
都
市
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
ボ
ン
で
は
祭
典
は
行
わ
れ
た
が
こ
う
し
た
計
画

は
見
ら
れ
な
い
。
併
合
が
掲
げ
ら
れ
た
の
は
総
裁
政
府
の
公
式
見
解
が
い
ま
だ
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
計
画
に
つ
い

て
守
旧
派
の
ラ
イ
ニ
ン
ゲ
ン
侯
が
興
味
深
い
記
述
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
も
と
に
要
点
を
整
理
し
て
み
る
。

　
共
和
派
の
目
的
は
署
名
を
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
入
念
な
工
作
が
行
わ
れ
た
。
ま
ず
、
迷
っ
て
い
る
者
を
つ
か
ま
え
て
、

併
合
は
す
で
に
総
裁
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
ド
イ
ツ
皇
帝
も
こ
れ
を
密
か
に
認
め
て
い
る
の
で
、
署
名
し
な
け
れ
ば
後
日
フ
ラ
ン
ス
市
民

と
同
じ
権
利
は
得
ら
れ
な
い
と
告
げ
る
。
次
い
で
、
祭
典
の
日
に
自
由
の
樹
を
植
え
、
宴
会
を
行
う
許
可
を
軍
に
願
い
出
た
が
、
そ
の
際
、
共

和
派
は
住
民
の
代
表
を
名
乗
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
布
石
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
集
め
た
署
名
四
万
が
パ
リ
に
送
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

祭
典
当
日
、
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
っ
て
軍
を
味
方
に
引
き
込
み
、
酔
い
の
圓
つ
た
市
民
や
農
民
に
署
名
を
促
す
。

　
だ
が
、
仏
学
を
味
方
に
す
る
計
画
は
失
敗
し
た
。
軍
当
局
は
共
和
派
の
願
い
出
に
一
旦
は
許
可
を
与
え
た
が
、
反
対
派
か
ら
訴
え
を
受
け
た

後
、
全
住
罠
で
は
な
く
一
部
の
人
間
が
特
別
の
意
図
を
持
っ
て
祭
典
を
企
画
し
た
と
判
断
、
我
々
は
こ
れ
に
関
与
せ
ず
、
住
民
も
参
加
を
強
制

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

さ
れ
な
い
と
声
明
し
た
。
こ
の
た
め
、
共
和
派
の
当
初
の
意
図
は
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
共
和
派
の
行
動
に
つ
い
て
の
う
イ
ニ
ン
ゲ
ン
侯
の
評
で
あ
る
。
軍
の
公
式
声
明
が
出
さ
れ
た
後
、
優
柔
不
断
な
人
々

は
日
和
見
を
決
め
込
み
、
反
対
派
は
嫌
悪
を
露
に
し
た
。
「
こ
う
い
う
場
合
、
人
は
隣
を
見
て
そ
の
動
き
に
倣
う
も
の
な
の
で
、
見
た
に
生
ま

れ
た
空
気
は
す
ぐ
に
広
が
っ
た
」
。
す
な
わ
ち
、
一
部
の
地
域
で
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
併
合
に
反
対
す
る
署
名
が
行
わ
れ
、
住
民
の
代
表
を
騙
っ

た
者
は
詐
欺
師
呼
ば
わ
り
さ
れ
た
。
し
か
し
、
祭
典
当
日
に
改
め
て
明
か
さ
れ
た
皇
帝
に
よ
る
割
譲
承
認
の
話
は
民
衆
に
衝
繋
を
与
え
た
よ
う

で
、
共
和
派
は
以
後
こ
の
話
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
侯
は
民
衆
に
対
す
る
不
信
の
念
を
隠
さ
な
い
。
「
（
…
…
）
一
体
誰
が
民
衆
の
意
見
を
当
て

に
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
（
…
…
）
す
で
に
誤
っ
た
道
に
導
か
れ
、
今
な
お
水
面
下
で
絶
え
間
な
く
扇
動
さ
れ
て
い
る
民
衆
を
。
（
…
…
）
そ
れ
に

し
て
も
非
常
に
危
険
な
の
は
、
緊
急
の
場
合
に
は
署
名
を
偽
造
す
る
と
い
う
か
の
発
言
で
あ
る
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
た
ち
に
と
っ
て
自
ら
の
目
的
に
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⑰

資
す
る
手
段
は
全
て
神
聖
な
も
の
で
あ
っ
て
、
署
名
の
偽
造
な
ど
こ
の
人
た
ち
の
良
心
を
餐
め
る
に
は
小
さ
す
ぎ
る
罪
で
あ
る
ら
し
い
。
」

　
こ
の
評
価
は
共
和
派
の
工
作
の
本
質
を
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
説
得
で
は
な
く
、
ラ
イ
ン
左
岸
の
割
譲
は
不
可
避
で
あ
る
と
い
う
空
気
の

支
配
力
に
よ
っ
て
住
民
に
署
名
を
余
儀
な
く
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
署
名
の
偽
造
も
支
配
的
意
見
の
創
出
に
よ
っ
て
民
衆
の
行
動
を
制
約
す
る
意

図
を
も
っ
て
い
る
。
他
方
で
共
和
派
は
人
民
の
意
思
を
背
景
に
仏
誕
を
味
方
に
引
き
込
も
う
と
し
た
。
軍
が
一
旦
許
可
を
与
え
た
こ
と
か
ら
判

断
し
て
、
こ
の
戦
術
が
有
効
だ
っ
た
の
は
疑
い
な
く
、
反
対
派
の
訴
え
が
な
け
れ
ば
、
彼
ら
の
計
画
は
成
功
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
人
民
の
意
思
は
単
な
る
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
八
月
に
メ
ッ
浸
出
ヒ
が
主
宰
誌
噸
政
治
談
議
瞼

に
寄
せ
た
文
章
は
そ
の
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
そ
の
意
図
は
、
人
民
が
共
和
制
を
望
め
ば
、
本
当
に
フ
ラ
ン
ス
は
こ
れ
を
支
持
す
る
の
か
と
い

う
世
人
の
疑
問
に
答
え
、
独
立
共
和
国
設
立
を
擁
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
メ
ッ
タ
ニ
ヒ
の
主
張
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
は
人
民
の
願
い
に
応
じ
る
こ
と
を
政
治
原
則
と
し
て
い
る
が
、
他
方

で
外
国
の
国
制
へ
の
不
干
渉
も
宣
言
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
ラ
イ
ン
の
獲
得
を
目
指
し
て
い
る
が
、
人
民
の
支
持
表
明
が
そ
れ

に
決
定
的
な
影
響
力
を
も
つ
と
公
式
に
宣
言
し
た
。
ラ
イ
ン
左
岸
の
一
部
地
域
に
つ
い
て
は
、
割
譲
は
す
で
に
動
か
し
が
た
い
が
、
我
々
が
こ

こ
で
独
立
共
和
国
を
望
め
ば
、
上
の
原
則
に
照
ら
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
こ
れ
を
容
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
フ
ラ
ン
ス
の
保
護
下
に
入
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
の
な
ら
、
人
民
の
宣
雷
な
ど
不
要
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
に

対
し
、
メ
ッ
タ
ニ
ヒ
は
以
下
の
七
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
人
民
の
意
思
表
明
の
必
要
性
を
説
く
。
①
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
的
成
功
を
確
実
な
も
の
に

す
る
、
②
自
由
を
自
ら
の
手
で
勝
ち
取
る
、
③
併
合
で
は
ベ
ル
ギ
ー
の
よ
う
に
暫
定
統
治
が
続
く
、
④
人
民
の
、
政
争
の
具
で
は
な
い
政
治
的

主
体
と
し
て
の
意
義
の
主
張
、
⑤
軍
と
の
友
好
と
物
資
供
給
の
改
善
、
⑥
公
平
な
税
制
と
封
建
的
諸
負
担
か
ら
の
解
放
の
実
現
、
⑦
後
世
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

び
入
類
全
般
の
た
め
に
自
ら
を
隷
属
か
ら
解
放
す
る
。

　
以
上
を
見
れ
ば
、
メ
ッ
タ
ニ
ヒ
が
、
人
民
の
意
思
が
ラ
イ
ン
地
域
の
将
来
を
決
定
す
る
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
側
の
政
治
原
則
に
基
づ
い
て
理
論

化
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
理
念
と
し
て
は
、
こ
の
政
治
的
意
思
は
人
民
に
よ
っ
て
主
体
的
に
表
明
さ
れ
る

50　（838）



フランス軍事占領下のラインラントにおける世論（園屋）

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
九
月
初
め
に
ラ
イ
ン
バ
ッ
ハ
が
帝
国
か
ら
の
独
立
と
シ
ス
レ
ナ
ン
共
和
国
へ
の
支
持
を
表
明
し
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
、
ケ
ル
ン
、
ボ
ン
が
こ
れ
に

続
く
。
ど
の
程
度
の
都
市
や
農
村
が
こ
う
し
た
宣
言
を
出
し
た
の
か
は
残
念
な
が
ら
わ
か
ら
な
い
が
、
オ
ッ
シ
ュ
は
死
の
数
日
前
の
九
月
＝
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

日
、
総
裁
政
府
に
運
動
の
進
展
に
つ
い
て
報
聴
し
て
い
る
。
以
後
の
経
緯
を
簡
単
に
述
べ
て
お
く
と
、
九
月
の
ブ
リ
ュ
ク
チ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ

タ
ー
後
、
総
裁
政
府
の
方
針
は
併
合
に
変
わ
っ
た
が
、
中
間
委
員
会
に
通
知
が
届
い
た
の
は
一
〇
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
も
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

動
は
継
続
さ
れ
、
中
間
委
員
会
は
九
月
一
五
日
に
シ
ス
レ
ナ
ン
共
和
国
を
支
持
し
た
市
町
村
を
封
建
的
諸
賦
課
か
ら
解
放
す
る
布
告
を
出
し
た
。

さ
ら
に
一
〇
月
六
日
に
は
中
・
下
部
行
政
の
改
変
を
打
ち
出
し
、
シ
ス
レ
ナ
ン
共
和
国
を
現
実
の
存
在
と
す
べ
く
動
い
て
い
る
。
運
動
が
終
息

す
る
の
は
、
オ
ジ
ュ
ロ
ー
将
軍
が
オ
ッ
シ
ュ
の
後
任
と
し
て
着
任
し
た
一
〇
月
半
ば
ご
ろ
で
あ
る
。
結
局
、
シ
ス
レ
ナ
ン
共
和
国
は
実
現
し
な

か
っ
た
が
、
ラ
イ
ン
共
和
派
は
併
合
支
持
に
ま
わ
り
、
九
八
年
春
に
は
行
政
主
導
の
署
名
請
願
運
動
に
協
力
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
も
人
民

の
意
思
は
外
交
に
は
生
か
さ
れ
ず
、
ラ
イ
ン
左
岸
の
割
譲
は
リ
ュ
ネ
ヴ
ィ
ル
条
約
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
、
本
章
で
は
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
と
そ
れ
に
至
る
背
景
を
検
討
し
た
。
こ
の
運
動
は
都
市
を
基
盤
と
し
て
お
り
、
占
領
以
前
の
都
市
史
的

背
景
に
制
約
さ
れ
た
一
面
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
部
の
都
市
で
は
独
自
の
改
革
綱
領
が
存
在
し
、
こ
れ
に
は
占
領
前
か
ら
の
懸
案
が

　
　
　
　
　
　
　
⑫

複
数
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
衆
協
会
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
連
携
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
イ
ン
共
和
派
は
独
立
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

和
国
の
制
度
や
組
織
に
関
す
る
具
体
的
な
構
想
を
生
み
出
せ
な
か
っ
た
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
共
和
国
支
持
の
宣
言
も
都
市
ご
と
に
な
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
る
。
と
は
い
え
、
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
は
、
人
罠
の
意
思
を
ラ
イ
ン
地
域
の
命
運
と
結
び
つ
け
た
意
味
で
ラ
イ
ン
住
民
の
世
論
の
政
治
化
を
目

指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
初
め
て
ラ
イ
ン
の
地
域
と
住
民
を
一
体
と
み
る
観
念
が
公
に
さ
れ
た
。
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
概
念
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
は
フ
ラ
ン
ス
支
配
の
遺
産
が
大
き
く
与
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
も
遺
産
目
録
に
加
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
だ
が
、
ラ
イ
ン
共
和
派
の
戦
略
は
二
面
性
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
理
念
と
し
て
は
人
民
の
意
思
の
名
の
下
に
民
衆
を
政
治
的
主
体
と
し

て
認
め
る
が
、
現
実
に
は
彼
ら
に
自
由
な
発
言
権
を
与
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
世
論
工
作
は
民
衆
の
み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
側
に
も
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向
け
ら
れ
て
い
た
。
前
者
に
対
し
て
は
支
配
的
空
気
の
力
に
よ
っ
て
、
後
者
に
対
し
て
は
人
民
の
意
思
を
背
景
に
共
和
派
は
自
ら
の
意
図
を
実

現
し
よ
う
と
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
側
に
と
っ
て
人
民
の
意
思
が
修
辞
だ
っ
た
と
し
て
も
、
ラ
イ
ン
共
和
派
は
こ
の
理
念
を
盾
に
取
っ
た
の
で
あ
る
。

八
月
一
〇
日
の
行
動
は
そ
の
露
骨
な
例
で
あ
ろ
う
。

　
稿
の
初
め
に
も
触
れ
た
が
、
ア
ン
ド
レ
は
、
ラ
イ
ン
住
民
は
自
由
な
政
治
的
意
思
表
明
の
有
用
性
と
価
値
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
占
領
者
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
理
論
と
実
践
の
矛
盾
が
こ
れ
に
対
す
る
感
覚
を
一
層
鋭
く
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
一
算
い
か
え
た
ほ
う
が
よ
い

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
民
の
意
思
の
価
値
と
有
用
性
を
知
っ
て
い
た
の
は
ラ
イ
ン
共
和
派
で
あ
り
、
彼
ら
の
理
論
と
実
践
の
矛
盾
に
反
発

を
覚
え
た
の
が
守
旧
派
市
民
で
あ
る
と
。
次
章
で
は
帝
国
か
ら
の
離
脱
に
反
対
す
る
守
旧
派
の
行
動
と
論
理
を
分
析
し
、
こ
の
点
を
よ
り
詳
し

く
探
っ
て
み
よ
う
。

①
〈
σ
q
野
〉
翼
U
殉
〉
国
ロ
⑩
逡
］
b
．
①
①
｛
9

②
頃
〉
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ω
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客
ω
”
ω
．
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9
｛
．

③
畷
諺
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ω
国
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ω
・
8
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④
閏
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寡
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▼
ω
」
8
c
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ド
ニ
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リ
シ
ェ
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孝
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自
然
國
境
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、
前
掲
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ラ
ン
ス
革
命
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典

　
五
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思
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工
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二
三
五
、
二
三
七
頁
。

⑪
竃
．
匹
Φ
O
い
国
幻
O
P
㌘
8
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匹
Φ
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邑
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ひ
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⑭
捌
d
田
宏
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6
。
。
。
。
｝
ω
昌
＝
⑩
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⑮
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七
年
三
月
に
設
け
ら
れ
た
ラ
イ
ン
左
岸
占
領
地
域
の
行
政
監
督
官
庁
で
、
五

　
人
の
委
員
か
ら
な
る
。

⑱
以
上
の
経
緯
は
、
類
》
渚
ω
国
累
ω
曽
ω
．
⑩
。
。
甲
⑩
⑩
ρ
H
O
に
∴
自
。
。
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⑳
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第
三
章

「
人
民
の
意
思
」
に
対
す
る
守
旧
派
の
反
対
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ω
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耳
σ
q
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介
ω
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客
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本
章
で
は
、
守
旧
派
の
人
民
の
意
思
に
対
す
る
理
解
を
分
析
す
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
対
象
を
ケ
ル
ン
の
動
向
に
限
定
し
た
い
。

ま
ず
、
九
五
年
夏
に
お
け
る
J
・
N
・
デ
ュ
モ
ン
の
併
合
反
対
論
を
、
次
い
で
、
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
に
対
す
る
守
旧
派
市
民
の
反
対
行
動
を
検

討
す
る
。
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一
　
J
・
N
・
デ
ュ
モ
ン
の
反
論
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ケ
ル
ン
市
長
の
デ
ュ
モ
ン
は
貢
納
金
の
負
担
軽
減
を
図
る
べ
く
九
五
年
二
月
に
パ
リ
に
上
り
、
そ
の
後
半
年
以
上
も
滞
在
を
続
け
て
い
た
。

こ
の
間
、
パ
リ
世
論
の
動
向
に
危
機
感
を
募
ら
せ
て
い
た
デ
ュ
モ
ン
は
、
八
月
に
ラ
イ
ン
国
境
の
是
非
を
間
う
懸
賞
論
文
が
公
表
さ
れ
た
の
を

機
に
、
併
合
に
反
対
す
る
二
つ
の
論
考
を
匿
名
で
発
表
し
た
。
最
初
の
論
文
は
『
モ
ニ
ト
ゥ
ー
ル
』
紙
に
匿
名
掲
載
さ
れ
た
併
合
擁
護
論
に
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

え
る
形
で
書
か
れ
、
王
党
派
系
新
聞
の
『
ヌ
ー
ベ
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
』
に
特
別
掲
載
さ
れ
た
（
九
月
一
日
）
。
こ
れ
を
懸
賞
論
文
用
に
書
き
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

め
た
も
の
が
も
う
一
つ
の
論
考
で
あ
る
（
九
月
二
八
日
）
。
但
し
、
受
理
さ
れ
た
の
は
提
出
期
日
の
後
で
あ
り
、
受
賞
候
補
か
ら
は
外
れ
て
い
る
。

　
デ
ュ
モ
ン
の
提
出
し
た
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
人
民
の
意
思
に
限
定
し
て
論
じ
る
。

　
ま
ず
、
反
論
の
前
提
と
な
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
ラ
イ
ン
共
和
派
が
併
合
を
画
策
し
て
お
り
、
こ
れ
が
人
民
の
意
思
と
見
な
さ
れ
る
危

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

険
が
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
人
民
の
意
思
は
未
だ
問
わ
れ
て
い
な
い
が
、
デ
ュ
モ
ン
は
併
合
派
の
画
策
が
コ
般
世
論
聾
σ
q
①
白
Φ
汐
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ζ
の
膨
毒
σ
q
」
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
と
見
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
イ
ン
地
域
か
ら
反
論
の
声
が
上
が
ら
な
い
と
デ
ュ
モ
ン
は
別
の
書

　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

簡
で
嘆
い
て
い
る
。
実
際
、
史
料
で
確
認
で
き
る
の
は
、
ケ
ル
ン
の
カ
プ
チ
ン
修
道
会
が
併
合
反
対
の
説
教
を
行
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
の

時
ケ
ル
ン
が
唯
一
反
対
の
牙
城
と
な
っ
た
の
は
、
民
主
的
湖
度
と
自
治
を
保
っ
て
き
た
帝
国
都
市
の
誇
り
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
併
合
が
決
定
す
れ

ば
、
こ
の
都
市
の
独
立
が
消
滅
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
最
初
の
論
考
を
公
に
し
た
翌
日
、
デ
ュ
モ
ン
は
こ
れ
で
現
地
の
住
民
は
安
堵
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
だ
ろ
う
と
記
し
て
い
る
が
、
住
民
の
反
応
を
窺
わ
せ
る
史
料
は
な
い
。

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
人
民
の
意
思
と
一
般
世
論
を
デ
ュ
モ
ン
が
区
別
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
最
初
の
論
文
で
は
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
こ
の
［
占
領
地
の
］
人
民
は
併
合
を
要
求
し
た
と
［
い
う
主
張
が
］
表
向
き
に
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
誰

に
よ
っ
て
、
い
つ
［
そ
ん
な
要
求
が
な
さ
れ
た
の
か
］
。
誰
が
人
民
の
名
で
こ
の
要
求
を
代
弁
し
え
た
の
か
。
諸
々
の
原
則
に
従
う
な
ら
、
こ
の
人

民
に
意
見
表
明
の
権
利
が
明
自
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
法
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
召
集
さ
れ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
そ
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⑧

の
よ
う
な
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
」

　
つ
ま
り
、
デ
ュ
モ
ン
に
と
っ
て
人
民
の
意
思
と
は
合
法
的
な
代
表
機
関
を
通
じ
て
の
み
表
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
ツ
ン
フ
ト

集
会
と
市
参
事
会
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　
だ
が
、
デ
ュ
モ
ン
は
市
民
の
代
表
の
召
集
を
求
め
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
二
番
目
の
論
文
で
は
人
民
の
意
思
に
つ
い
て
雷
及
し
て
い
な
い
。

後
者
に
関
し
て
、
ハ
ン
ゼ
ン
は
ラ
イ
ン
地
域
の
世
論
が
実
際
に
は
親
仏
的
で
な
い
の
を
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
指
導
者
は
知
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
し

　
　
⑨

て
い
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
市
罠
代
表
の
意
見
を
聞
い
て
も
不
都
合
は
な
い
は
ず
だ
が
、
デ
ュ
モ
ン
は
そ
う
は
考
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

「
勝
者
の
軍
隊
の
い
る
前
で
自
由
に
意
見
や
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
」
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
上
、
「
間
も
な
く
到
来
す
る
平
和
」
が
ラ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ン
併
合
問
題
を
決
定
す
る
。
つ
ま
り
、
現
状
で
は
正
当
な
人
民
の
意
思
は
表
明
さ
れ
え
な
い
上
に
、
そ
も
そ
も
ケ
ル
ン
市
民
は
領
土
の
帰
属
と

い
う
問
題
に
対
し
て
発
言
権
を
持
た
な
い
。
従
っ
て
、
併
合
派
の
や
り
方
は
二
重
の
意
味
で
不
当
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
デ
ュ
モ
ン
は
先
に
引
い
た
九
月
二
日
の
書
簡
で
、
ケ
ル
ン
の
独
立
を
守
る
上
で
有
益
な
原
則
を
フ
ラ
ン
ス
の
諸
法
令
か
ら
導
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

公
正
と
誠
実
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
側
の
義
務
感
に
訴
え
た
と
記
し
て
い
る
。
言
い
か
え
る
と
、
九
一
年
仏
憲
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
征
服
戦
争

の
放
棄
と
占
領
当
初
の
原
則
で
あ
っ
た
国
制
へ
の
不
干
渉
に
も
と
づ
い
て
占
領
国
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
が
正
義
に
適
う
と
い
う
の
が
デ
ュ

モ
ン
の
反
論
の
趣
旨
で
あ
り
、
こ
れ
は
第
二
の
論
文
で
も
変
わ
ら
な
い
。
こ
う
し
た
原
則
を
侵
せ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
入
墨
の
信
頼
を
失
う
だ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

う
と
デ
ュ
モ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
は
、
第
二
の
論
文
で
は
聖
岳
の
意
思
へ
の
言
及
を
避
け
、
こ
の
点
を
論
理
的
に
補
強
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
行
動
を
制
約
す
る
こ
と
に
目
的
を
絞
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
見
た
と
お
り
、
デ
ュ
モ
ン
の
い
う
人
民
の
意
思
は
身
分
的
国
湖
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
般
世
論
と
は
住
民

全
般
の
潜
在
的
意
見
、
と
り
わ
け
参
政
権
を
持
た
な
い
人
び
と
の
そ
れ
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
デ
ュ
モ
ン
が
危
険
視
し
た
の
は
、
併
合

派
が
人
民
の
意
思
を
騙
り
一
般
世
論
に
影
響
を
与
え
る
そ
の
や
り
方
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
危
機
意
識
が
熱
燗
派
一
般
に
共
有
さ
れ
る

に
は
九
七
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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ニ
　
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
に
対
す
る
反
録
運
動

　
次
に
九
七
年
秋
の
ケ
ル
ン
に
お
け
る
守
旧
派
市
民
の
行
動
に
目
を
転
じ
る
が
、
そ
の
前
に
反
対
運
動
の
～
般
的
背
景
を
記
し
て
お
こ
う
。
反

対
運
動
が
起
こ
っ
た
時
期
は
大
き
く
二
分
さ
れ
る
。
第
一
の
波
は
九
月
の
前
半
で
、
複
数
の
都
布
で
シ
ス
レ
ナ
ン
共
和
国
を
支
持
す
る
宣
言
が

な
さ
れ
、
こ
れ
を
促
進
す
る
中
間
委
員
会
の
布
告
が
出
さ
れ
た
時
期
に
当
た
る
。
第
二
の
波
は
一
〇
月
上
旬
以
降
に
起
こ
っ
た
が
、
中
間
委
員

会
が
同
月
六
日
の
布
告
で
ボ
ン
行
政
区
を
大
ア
ム
ト
と
呼
ば
れ
る
八
つ
の
区
域
に
分
け
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
式
の
市
制
と
調
停
裁
判
所
の
導
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
決
定
し
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
の
時
期
に
は
、
ケ
ル
ン
、
ボ
ン
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
の
各
都
市
で
、
第
二
の
時
期
に
は
ケ
ル
ン
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

帝
侯
領
及
び
ユ
ー
リ
ヒ
公
国
の
諸
都
市
で
反
対
行
動
が
見
ら
れ
た
。

　
第
一
の
波
の
時
期
に
ケ
ル
ン
で
は
市
政
選
挙
が
行
わ
れ
、
守
旧
派
が
勝
利
を
収
め
た
。
こ
の
た
め
、
中
間
委
員
会
は
貢
納
金
の
不
払
い
を
口

実
に
市
参
事
会
を
解
体
し
、
こ
れ
に
代
わ
る
暫
定
行
政
部
の
設
置
を
決
定
し
た
（
九
月
五
日
）
。
こ
こ
で
は
共
和
派
が
多
数
を
占
め
た
が
、
守
旧

派
に
も
配
慮
し
た
人
選
が
な
さ
れ
て
お
り
、
議
長
に
は
守
旧
派
の
ケ
ン
ピ
ス
が
任
命
さ
れ
た
。
ケ
ル
ン
市
付
政
府
委
員
レ
ー
テ
ル
の
説
得
を
受

け
、
ケ
ン
ピ
ス
は
「
革
命
幻
Φ
＜
o
一
象
。
巳
お
口
」
に
対
す
る
賛
同
か
ら
で
は
な
い
と
い
う
留
保
つ
き
で
こ
れ
を
受
け
た
。
だ
が
、
共
和
派
勢
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
新
行
政
部
設
立
式
典
の
際
に
自
由
の
木
を
植
え
、
市
民
ユ
ー
リ
ヒ
の
記
念
碑
を
撤
去
す
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
は
シ
ス
レ
ナ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

共
和
国
へ
の
賛
同
と
旧
体
制
と
の
決
別
を
表
現
す
る
行
為
だ
っ
た
。
し
か
し
、
市
民
の
多
く
は
こ
れ
を
望
ん
で
い
な
い
と
い
う
情
報
を
得
た

レ
ー
テ
ル
は
中
間
委
員
会
に
働
き
か
け
、
そ
の
意
を
受
け
た
ブ
ジ
ェ
が
ケ
ン
ピ
ス
の
説
得
に
赴
い
た
。
ケ
ン
ピ
ス
は
拒
否
を
貫
い
た
が
、
そ
の

後
、
計
画
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
知
る
や
、
職
を
辞
し
た
（
九
月
～
六
日
）
。
お
そ
ら
く
守
旧
派
の
代
表
格
が
「
革
命
」
に
賛
同
し
た
と
印
象
づ

け
る
こ
と
で
支
持
者
を
増
や
す
の
が
共
和
派
の
思
惑
で
あ
っ
た
が
、
ケ
ン
ピ
ス
の
辞
職
で
こ
の
狙
い
は
外
れ
た
。
ち
な
み
に
設
立
式
典
は
一
九

日
に
行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
レ
ー
テ
ル
、
ブ
ジ
ェ
と
の
話
し
合
い
の
際
の
ケ
ン
ピ
ス
の
天
雷
は
後
段
で
守
旧
派
の
論
理
を
考
え
る
際
に
引
用

し
た
い
。
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し
か
し
、
中
間
委
員
会
と
共
和
派
勢
力
の
後
押
し
を
受
け
た
行
政
職
は
一
七
日
に
ケ
ル
ン
市
の
帝
国
か
ら
の
独
立
と
シ
ス
レ
ナ
ン
共
和
国
の

支
持
を
宣
言
し
、
こ
の
時
自
由
の
木
の
植
樹
と
ユ
ー
リ
ヒ
記
念
碑
の
撤
去
を
敢
行
し
た
。
コ
ブ
レ
ン
ツ
に
続
い
て
、
ケ
ル
ン
が
共
和
制
支
持
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

表
明
す
る
こ
と
で
周
辺
地
域
の
動
向
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
旗
手
委
員
会
が
こ
れ
に
反
発
し
た
。
こ
の
日
、
市
の

象
徴
で
あ
る
大
旗
が
甫
庁
舎
に
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
旗
の
管
理
役
だ
っ
た
旗
手
委
員
会
は
引
渡
し
を
拒
ん
だ
。
こ
れ
に
加
え

て
旗
手
委
員
会
は
行
政
部
に
抗
議
書
を
提
出
し
た
が
受
理
さ
れ
ず
、
逆
に
行
政
部
は
旗
手
委
員
会
の
公
式
活
動
を
禁
じ
た
。
旧
市
参
事
会
の
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

滅
と
共
に
旗
手
委
員
会
も
合
法
的
機
関
と
は
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
旗
手
委
員
会
は
こ
の
後
も
密
か
に
活
動
を
続
け
、

今
度
は
中
間
委
員
会
に
抗
議
書
を
提
出
す
る
計
画
を
立
て
た
。
～
○
月
上
旬
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
密
告
に
よ
っ
て
計
画
は
露
見
し
、
市

当
局
は
直
ち
に
首
謀
者
と
見
ら
れ
る
旗
手
親
方
五
人
を
自
宅
軟
禁
に
処
し
た
上
、
調
査
委
員
会
を
設
け
て
取
り
調
べ
に
当
た
ら
せ
た
。
こ
の
時

さ
ら
に
数
名
の
旗
手
親
方
が
軟
禁
処
分
を
受
け
て
い
る
。
当
局
は
首
謀
者
た
ち
の
行
動
を
非
常
に
許
し
が
た
い
と
述
べ
、
同
じ
罪
を
繰
り
返
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
際
に
は
軍
事
法
廷
に
か
け
る
と
警
告
し
た
が
、
実
質
的
に
は
各
宅
に
監
視
に
つ
い
た
兵
士
の
手
当
を
負
担
す
る
よ
う
命
じ
る
に
と
ど
め
た
。

　
こ
こ
で
抗
議
書
の
要
点
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
中
間
委
員
会
が
九
月
一
五
日
の
布
告
で
各
市
町
村
に
い
か
な
る
政
体
を
望
む
か
を

明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
点
に
ふ
れ
、
市
当
局
が
ケ
ル
ン
市
民
の
意
見
を
問
う
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
ツ
ン
フ
ト
集
会

を
禁
じ
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
た
市
政
改
革
は
少
数
の
人
間
の
利
害
に
基
づ
く
も
の
と
断
じ
た
上
で
、

全
市
民
の
名
と
意
思
に
お
い
て
次
の
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
こ
れ
ま
で
の
変
革
に
つ
い
て
一
切
関
知
せ
ず
、
今
後
も
こ
れ
に

関
与
し
な
い
、
②
ケ
ル
ン
の
古
き
民
主
的
置
傘
の
復
活
を
要
求
す
る
、
③
講
和
の
締
結
を
静
か
に
待
ち
た
い
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
旧
制
度
の
下

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
留
ま
る
こ
と
を
望
む
。

　
と
こ
ろ
が
、
抗
議
書
の
写
し
が
市
当
局
の
手
に
落
ち
た
時
、
こ
れ
に
署
名
し
て
い
た
の
は
先
の
五
人
と
数
名
の
ツ
ン
フ
ト
親
方
の
み
だ
っ
た
。

こ
の
内
、
九
月
の
抗
議
の
際
に
指
導
的
立
場
に
い
た
旗
手
親
方
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ク
ス
が
今
回
も
そ
の
役
割
を
果
た
し
、
一
四
人
目
旗
手
親
方
及
び

四
人
の
ツ
ン
フ
ト
親
方
と
交
渉
に
及
ん
で
い
る
。
残
り
の
七
人
の
旗
手
親
方
に
は
抗
議
書
の
写
し
が
送
付
さ
れ
た
。
だ
が
、
一
八
人
中
複
数
名
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は
計
画
の
違
法
性
を
理
由
に
署
名
を
拒
否
し
、
写
し
を
送
ら
れ
た
七
人
は
全
て
関
与
を
否
定
し
た
。
こ
の
七
人
は
署
名
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

偽
筆
と
い
う
理
由
で
後
に
な
っ
て
署
名
を
撤
資
し
た
者
も
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
処
罰
を
恐
れ
て
の
弁
解
と
い
う
可
能
性
も
な
い
で
は
な

い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
市
当
局
が
攻
撃
し
た
の
は
、
抗
議
者
た
ち
が
全
市
民
の
名
を
語
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ
の
意
思
を
確
認
し
て
い
な
い
と

　
　
　
⑳

い
う
点
で
、
そ
の
た
め
、
抗
議
を
少
数
の
ツ
ン
フ
ト
市
民
に
よ
る
扇
動
と
判
断
し
た
。
そ
の
上
で
、
処
分
決
定
書
に
は
今
回
の
計
薗
は
市
民
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ち
の
間
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
、
旗
手
親
方
た
ち
は
悪
意
で
は
な
く
誤
っ
た
考
え
に
導
か
れ
て
行
動
し
た
と
記
し
て
い
る
。

　
以
上
が
ケ
ル
ン
で
の
反
対
運
動
の
概
略
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
を
土
台
に
し
て
守
旧
派
の
考
え
や
行
動
の
論
理
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

途
中
ケ
ン
ピ
ス
の
発
言
も
併
せ
て
引
用
す
る
。
ま
ず
、
九
月
一
五
日
の
布
告
へ
の
言
及
だ
が
、
こ
れ
は
他
の
都
市
の
抗
議
文
書
に
も
見
ら
れ
る
。

そ
の
意
図
は
抗
議
の
合
法
性
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
抗
議
者
は
共
和
派
の
行
動
が
旧
来
の
制
度
を
無
視
し
た
違
法
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
抗
議
へ
の
賛
同
を
得
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
署
名
に
関
し
て
は
、
共
和
派
同
様
、
全
市
民
の
代
表
を
騙
る
や
り
方
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

確
認
さ
れ
た
。
潜
在
的
な
支
持
者
も
含
め
る
と
反
対
派
が
優
勢
と
見
ら
れ
る
が
、
実
数
の
把
握
は
不
可
能
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
反
対
運
動
に
参

加
し
た
人
間
も
多
数
派
で
は
な
く
、
大
部
分
の
住
民
は
日
和
見
の
立
場
に
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
沈
黙
は
共
和
派
の
「
人
民
の
意
思
」
に
利
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
軟
禁
中
の
同
僚
の
解
放
を
一
一
名
の
旗
手
親
方
が
ケ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ン
市
当
局
に
訴
え
た
際
、
彼
ら
は
当
局
の
や
り
方
を
「
人
民
の
声
」
を
封
殺
す
る
も
の
と
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
署
名
や
自
由
の
木
の
植
樹
、

そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
市
政
改
革
が
帝
国
か
ら
の
分
離
独
立
に
対
す
る
支
持
と
み
な
さ
れ
る
危
険
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
守
旧
派
は
防
衛
措
置
と

し
て
こ
れ
ら
全
て
に
反
対
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
実
際
、
貢
納
金
の
分
担
の
時
、
ラ
イ
ン
右
岸
に
亡
命
中
の
ケ
ル
ン
聖
堂
参
事
会
は
、
都
市
代

表
が
租
税
の
平
等
を
擁
護
し
、
参
事
会
の
代
わ
り
に
下
級
聖
職
者
の
招
集
を
求
め
た
こ
と
を
共
和
派
の
影
響
と
見
て
い
る
。
し
か
し
、
租
税
の

平
等
は
九
七
年
以
前
に
も
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　
次
い
で
興
味
深
い
の
は
、
講
和
締
結
ま
で
旧
制
度
の
下
に
留
ま
り
た
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
反
対
行
動
を
取
っ
た
都
市
の
ほ
と
ん
ど
は
同
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様
の
主
張
を
し
て
い
る
。
裏
を
返
す
と
講
和
の
結
果
ラ
イ
ン
地
域
が
フ
ラ
ン
ス
領
と
な
っ
た
場
合
に
は
拒
否
し
な
い
と
い
う
意
で
あ
り
、
こ
の

態
度
は
以
下
の
ケ
ン
ピ
ス
の
発
言
と
も
符
合
し
て
い
る
。
レ
ー
テ
ル
が
「
人
民
の
声
が
自
ら
の
意
見
を
語
り
、
独
立
長
家
の
創
設
を
支
持
し
た

な
ら
ば
、
こ
れ
に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
中
間
委
員
会
は
こ
う
し
た
考
え
を
信
奉
し
て
い
る
か
ら

だ
。
」
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
ケ
ン
ピ
ス
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
そ
の
よ
う
な
危
険
極
ま
り
な
い
灰
め
か
し
が
も
つ
影
響
を
絶
え
ず
中
和
す

る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
覧
た
ち
の
命
運
は
君
た
ち
自
身
の
態
度
に
の
み
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
戦
争
当
事
国
同
士
の
和
平
交
渉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
よ
っ
て
定
ま
る
の
だ
と
人
民
た
ち
に
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
て
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
そ
の
上
、
守
旧
派
は
旧
体
制
の
復
活
の
法
令
は

依
然
と
し
て
有
効
と
見
て
い
た
。
ブ
ジ
ェ
が
独
立
共
和
国
設
立
を
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
意
志
だ
と
述
べ
た
こ
と
に
対
し
て
ケ
ン
ピ
ス
は
、
は
っ
き

り
し
た
証
拠
が
な
い
以
上
、
こ
れ
は
一
部
の
人
間
の
計
画
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
返
答
し
て
い
る
。
「
も
し
仮
に
講
和
条
約
お
い
て
マ
ー

ス
・
ラ
イ
ン
地
域
の
住
民
に
併
合
か
独
立
共
和
国
の
設
立
か
を
選
択
さ
せ
る
取
決
め
が
な
さ
れ
た
な
ら
、
そ
の
時
こ
そ
、
住
民
の
心
を
後
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

向
け
て
啓
発
し
て
い
く
」
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
条
約
の
規
定
が
先
で
住
民
の
意
思
を
問
う
こ
と
は
二
次
的
問
題
に
過
ぎ
な
い
。

　
守
旧
派
市
民
に
よ
る
人
民
の
意
思
理
解
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
参
政
権
を
も
つ
市
民
以
外
は
人
昆
に
含
ま
れ

な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
人
民
の
意
思
は
身
分
的
国
制
の
枠
内
で
の
み
有
効
な
の
で
、
ラ
イ
ン
地
域
の
帰
属
決
定
と
も
無
縁
で
あ
る
。
こ
れ
に
関

与
し
う
る
の
は
帝
国
議
会
だ
け
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
守
旧
派
は
フ
ラ
ン
ス
人
や
ラ
イ
ン
共
和
派
の
よ
う
に
人
民
の
意
思
を
超
越
的
権
威
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

解
さ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
旧
体
制
の
枠
を
超
え
た
「
公
衆
」
の
権
威
に
訴
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
政
治
的
意
思
と
し
て
の
力
を
認
め
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
守
旧
派
に
と
っ
て
も
一
般
住
民
の
世
論
は
無
視
す
べ
か
ら
ざ
る
要
素
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
、
ケ
ル
ン
選
帝
侯
マ
ッ
ク
ス
・
フ
ラ
ン
ツ
も
同
様
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
住
民
の
真
の
世
論
は
旧
体
制

の
復
活
を
支
持
し
て
い
る
が
、
事
態
を
放
置
す
れ
ば
国
家
転
覆
に
至
る
と
述
べ
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
講
和
会
議
を
一
刻
も
早
く
開
催
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

議
事
進
行
を
公
開
し
、
領
民
た
ち
が
真
の
世
論
を
維
持
で
き
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
守
旧
派
は
人
民
の
自
由
な
意
思
表
明
の
価
値
を
理
解
し
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
前
章
で
み
た
ア
ン
ド
レ
の
見
解
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は
や
は
り
当
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
共
和
派
の
人
民
の
意
思
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
は
根
拠
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故

に
、
中
間
委
員
会
の
布
告
に
よ
っ
て
反
対
表
明
が
合
法
化
さ
れ
、
署
名
集
め
に
よ
っ
て
市
民
の
総
意
が
創
出
さ
れ
た
。

　
本
章
で
の
検
討
に
よ
り
、
守
旧
派
は
上
は
君
主
か
ら
下
は
市
民
ま
で
人
民
の
意
思
に
対
し
て
共
通
の
理
解
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
八
世
紀
に
身
分
の
垣
根
を
越
え
た
一
つ
の
公
衆
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
す
る
ゲ
ス
ト
リ
ヒ
の
見
解
に
合
致
す
る
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
守
旧
派
は
人
民
の
意
思
を
あ
ら
ゆ
る
人
を
拘
束
す
る
新
た
な
政
治
的
正
当
性
の
権
威
と
は
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、

一
般
世
論
は
入
民
の
意
思
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
情
報
の
共
有
が
進
ん
だ
と
し
て
も
、
政
治
的
次
元
で
は
身
分
制
的
な
制

約
が
依
然
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

①
頃
》
客
の
鴇
賭
ω
り
ω
．
興
。
。
よ
。
。
b
。
．

②
頃
〉
客
ω
国
堵
。
。
層
ω
．
①
卜
、
甲
①
ω
①
．

③
法
律
顧
問
官
ド
レ
シ
ャ
ル
宛
書
簡
（
九
五
年
　
○
月
一
二
日
）
。
田
〉
冨
ω
国
宕

　
ρ
ω
．
①
ω
Q
。
》
p
ヨ
．
一
．

④
国
》
窯
ω
目
翼
G
。
b
．
竃
①
土
日
」
b
田
圃
往
事
P

⑤
国
》
客
ω
国
累
G
。
b
．
①
ω
。
。
・

⑥
国
》
属
ω
国
譲
ρ
ω
．
紹
刈
ぎ
欝
高
■

⑦
葭
》
宕
ω
罰
翼
。
。
b
．
¢
。
刈
。
。
ぎ
箏
ω
．

⑧
踏
〉
客
ω
団
累
ω
▼
ω
’
㎝
。
。
ピ

⑨
鵠
〉
オ
ω
罰
翼
ω
叩
の
．
①
曽
諺
口
琴
ピ

⑩
閏
諺
累
ω
じ
唾
宕
ω
”
ω
．
㎝
ミ
ぎ
ヨ
』
・

⑪
国
諺
渚
ω
超
り
賭
ω
▼
ω
’
①
ω
O
ぎ
ヨ
．

⑫
畷
〉
冥
ω
国
渚
ω
－
ψ
盟
。
。
〉
目
臼
G
。
’

⑬
頃
〉
客
ω
国
翼
ω
b
』
c
。
ド

⑭
例
え
ば
、
第
二
の
論
文
で
は
ル
ソ
ー
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

⑮
布
告
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
図
》
客
ω
国
客
♪
ω
・
誌
勲

⑯
煩
環
を
避
け
る
た
め
該
当
箇
所
を
一
々
明
示
し
な
い
が
、
詳
細
は
頃
〉
ズ
ω
国
客

　
心
を
参
照
。

⑰
一
七
世
紀
後
半
に
市
政
を
批
判
し
反
乱
を
起
こ
し
た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ユ
ー
リ
ヒ

　
の
頭
像
を
晒
し
た
も
の
。

⑱
潤
》
客
の
国
累
♪
ω
」
㎝
9

⑲
ツ
ン
フ
ト
選
挙
区
ご
と
に
選
出
さ
れ
た
二
二
の
市
民
（
親
方
）
よ
り
な
る
。
本

　
来
は
市
参
事
会
を
監
視
す
る
機
関
だ
っ
た
が
、
旗
手
親
方
（
委
員
）
と
市
参
事
の

　
兼
任
が
可
能
に
な
っ
て
か
ら
は
有
名
無
実
化
し
た
。
＜
α
q
一
函
¢
国
署
ロ
箋
①
］
”
ω
』
メ

⑳
　
以
上
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
国
》
客
ω
国
瓢
♪
ψ
ら
。
一
－
G
。
ω
・

⑳
国
》
窯
ω
国
窯
♪
ω
」
露
山
⑩
P

⑫
団
》
窯
ω
国
賭
ら
ω
．
H
露
轡

⑬
以
上
は
田
》
賭
ω
国
箔
♪
ω
」
O
ω
∴
O
刈
■

⑭
国
〉
累
ω
国
累
企
ω
」
⑩
《
一
〇
①
｛
．

⑮
　
出
〉
翼
ω
国
累
膳
ω
．
一
⑩
c
。
．

⑱
〈
σ
q
ピ
N
．
切
．
〉
賭
U
カ
〉
国
ロ
8
全
b
■
卜
。
ω
ゆ
貯
日
」
b
。
・

⑳
閏
》
堵
ω
国
見
♪
ω
」
㊤
①
ぎ
ヨ
』
．

　
踏
〉
客
ω
国
累
♪
ω
．
8
G
。
る
O
㎝
．

⑳
鍛
諺
客
ω
国
賭
ω
ω
．
二
リ
メ
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⑳
以
上
の
ケ
ン
ピ
ス
と
ブ
ジ
ェ
と
の
会
話
は
、
国
〉
客
ω
国
翼
○
。
り
O
o
・
一
一
ゆ
刈
｛
■

⑳
　
こ
の
点
、
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
高
等
法
院
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
＜
α
q
一
．
囚
辱

　
ζ
■
切
〉
国
国
拶
℃
o
一
三
〇
。
◎
留
餌
℃
o
げ
ば
o
O
嘗
巳
8
d
巳
臼
チ
①
9
匹
力
Φ
α
q
一
ヨ
Φ
u

　
ω
o
塁
㊦
幻
Φ
｛
冨
。
鼠
8
。
。
甲
ぎ
”
旨
即
O
象
ω
Φ
「
＼
旨
U
マ
勺
。
要
ぎ
（
＆
．
）
▼
℃
同
㊦
ω
ω
蝉
鼠

　
℃
o
簿
8
ω
ぎ
℃
屋
・
菊
①
＜
o
ご
ユ
o
p
僧
長
男
毒
8
ρ
u
d
①
時
①
｝
①
《
一
④
c
Q
メ
ψ
卜
⊃
O
O
◎
幽
一
ω
．

⑫
　
図
〉
諸
ω
国
譲
♪
ω
．
ω
Q
。
る
P
一
δ
〉
目
ヨ
」
’

⑳
　
九
七
年
一
一
月
頃
に
元
ケ
ル
ン
市
長
ハ
イ
ン
ス
ベ
ル
ク
が
匿
名
で
詩
を
作
り
、

　
共
和
派
が
州
民
の
声
と
い
う
大
義
名
分
を
掲
げ
て
自
ら
の
要
求
を
正
当
化
す
る
様

　
を
皮
肉
っ
て
い
る
こ
と
も
、
人
民
の
意
思
に
対
す
る
守
旧
派
の
理
解
が
共
和
派
と

　
異
な
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
口
》
渚
ω
国
賭
♪
ψ
ω
邸
刈
〉
コ
巨
財

お
　
わ
　
り
　
に

フランス軍事占領下のラインラントにおける世論（園屋）

　
稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
本
論
の
要
旨
を
整
理
し
よ
う
。
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
行
政
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
人
心
や
政
治
的
信
用
と

し
て
の
世
論
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
九
八
年
以
後
に
比
べ
れ
ば
政
治
的
信
用
の
重
要
度
は
低
い
が
、
モ
リ
ト
ア
の
よ
う
に
住

民
世
論
が
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
言
い
す
ぎ
で
あ
る
。
他
方
、
人
民
の
政
治
的
意
思
は
占
領
者
に
と
っ
て
修
辞
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
併
合
を
議
論
す
る
上
で
こ
の
論
拠
が
無
視
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
の
も
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ラ
イ
ン
共
和
派
に
と
っ
て

は
よ
り
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
。

　
こ
の
人
民
の
意
思
の
表
明
を
実
践
す
る
場
と
な
っ
た
の
が
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
だ
っ
た
。
本
論
で
見
た
の
は
、
ラ
イ
ン
共
和
派
が
世
論
工
作
に

よ
っ
て
一
般
住
民
の
み
な
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
側
の
行
動
を
も
左
右
し
よ
う
と
し
た
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
確
か
に
人
民
の
意
思
は
目
的
の
た
め

の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
模
範
を
提
供
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
フ
ラ
ン
ス
人
自
身
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
掲
げ

る
か
ぎ
り
、
こ
れ
を
逆
手
に
取
る
戦
略
は
一
定
の
有
効
性
を
も
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
共
和
派
に
求
め
ら
れ
た
の
は
議
論
よ
り
実
践
で
あ
り
、

世
論
を
定
義
す
る
よ
り
も
共
和
制
の
実
現
の
ほ
う
が
急
務
で
あ
っ
た
。
但
し
、
彼
ら
は
新
聞
雑
誌
の
発
行
や
協
会
活
動
も
熱
心
に
行
っ
て
お
り
、

こ
れ
を
批
判
的
公
開
性
の
観
点
か
ら
研
究
す
る
こ
と
も
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　
他
方
で
、
共
和
派
が
人
民
の
意
思
を
新
し
い
権
威
と
認
め
て
い
た
の
は
疑
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
身
分
の
枠
を
超
え
た
人
民
全
体
が
政
治
的

意
思
の
母
体
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
が
ラ
イ
ン
地
域
の
将
来
を
決
定
す
る
と
い
う
考
え
が
前
提
に
な
け
れ
ば
、
彼
ら
の
行
動
は
理
解
で
き
な
い
。
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従
っ
て
、
シ
ス
レ
ナ
ン
運
動
に
お
け
る
政
治
化
は
単
に
政
治
を
話
題
に
し
た
り
、
批
判
し
た
り
す
る
の
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
時

代
に
ド
イ
ツ
で
こ
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
地
域
は
他
に
な
い
。
以
上
を
考
慮
す
れ
ば
、
ラ
イ
ン
地
域
に
お
い
て
人
罠
の
意
思
概
念
は
十
分
な
歴

史
的
意
義
を
も
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
人
民
の
意
思
の
理
念
が
広
い
理
解
を
得
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
守
旧
派
は
人
民
を
制
度
的
に
選
別
さ
れ
た
政
治
の
担
い
手
と

と
ら
え
て
お
り
、
共
和
派
の
人
民
の
意
思
を
一
般
世
論
を
欺
く
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
手
段
と
し
て
告
発
し
た
。
従
っ
て
、
身
分
的
国
学
の
枠
組
を

超
え
た
公
衆
の
権
威
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
最
後
に
、
本
稿
の
事
例
か
ら
考
え
る
と
批
判
と
操
作
は
や
は
り
世
論
と
い
う
盾
の
両
面
で
あ
ろ
う
。
世
論
が
力
を
発
揮
す
る
の
は
政
治
権
力

に
対
し
て
だ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
一
八
世
紀
の
世
論
の
成
立
を
批
判
的
公
開
性
の
側
面
か
ら
の
み
把
握
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
考
え
る

と
、
オ
ズ
ー
フ
の
い
う
世
論
か
ら
公
共
精
神
へ
の
移
行
は
な
る
ほ
ど
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
的
な
世
論
の
敗
北
を
意
味
す
る
が
、
世
論
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
勝
利
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
世
論
は
公
共
精
神
に
姿
を
変
え
た
後
も
、
支
配
エ
リ
ー
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
強
制
す
る
た
め
の
武
器
で

あ
り
続
け
た
。
こ
れ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
に
も
継
続
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
筆
者
は
あ
る
程
度
の
知
見
を
得
て
い
る
が
、
詳
論
は
別
稿
に
譲

り
た
い
。
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The　Pottery　used　at　the　Court　during　the　ffeian　Period

by

YoslE　Takashi

　　Banquets　held　at　the　Court　in　the　Heian　pertod　can　be　divided　into　two　basic

types．　One　is　the　shung　2’type典儀i型that　is　character1zed　by　toasting　and　the

d血k血gof　liquor　by　the　toaster　and　the　use　of　earthenware　vesse墨s．　The　second，

sechie　type節会型，　is　characterized　by　the　absence　of　dhnldng　by　toasters　and　the

use　of　lacquer　ware．　ln　the　shungi　type　banquet，　which　was　the　standard　ceremo一

翻飴㎜，yoki　ware聴器was　frequently　replaced　by　earthenware．　Yoki　ware　can

be　seen　as　being　in　same　category　as　earthenware，　aRd　its　use　reveals　the　hosYs

intent　to　embe－sh　the　ceremony．　On　the　other　hand，　earthenware　that　replaced

the　yoki　ware㎞this　variety　of　banquet　was　usually　called　Kasuga－doki春日土器，

which　is　surmised　to　have　been　the　equivalent　of　the　variety　1〈nown　as　smoked

Haji　ware黒色土器．　The　appearance　of　the　Kasuga－dold　type　of　pottery　marks

the　beg麗ng　of　society　in　which　the　de皿and　fbr　earthenware　was　great．　From

this　standpoint，辻　has　been　noted　that　the　change　面　the　sty正e　of　pottery　that

occurred　in　the　later　half　of　the　eighth　century　to　the　early　ninth　century　is　related

to　the　development　of　the　Ritsuryo　bureaucraljc　state，　as　the　cessation　of　daily

meal　service　for　bureaucrats　irifluenced　the　extinctioR　of　Sue　ware　productioR，　and

the　formation　of　Kugyo　system公卿制stimulated　the　rise　of　the　shungi　type　ban－

quet　that　was　characterized　by　the　use　of　earthenware．

Hier　wird　die　franzOsische　Besetzung　der　linksrheinischeR　Gebiete　zwischeR

Die　6ffentliche　Meinung　im　Rheinland　unter　der　franz6sischen　Besatzung

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1794－97）

von

SoNoyA　Munel〈azu

1794　umd　1797　unter　dem　folgendek　Gesichtspunkt　untersucht：　IR　der　bisherigen

Forschung　wird　zwar　auf　die　Moblisierung　der　Volksmeinung　in　der　cisrhenanls一

（906）



chen　Bewegung　von　1797　hngewiesen，　aber　die　Rolje　und　Bedeutung　der

6ffentlichen　Meinung　und　des　Willens　des　Voll〈es　im　betreffenden　Zeitraum

unterschatzt．　Diese　Beurteilung　zu　1〈orrigieren，　stellt　deshalb　die　erste　Aufgabe

der　vortiegenden　Arbeit　dar．　Gleichzeitig　wird　jedoch　auch　versucht，　die　Unter－

suchungsergebnisse　mit　den　Thesen　der　Reueren　Offenttichkeitsforschung　zu　verg－

ieicheR　und　diese　z．　T．　zu　revidieren．

　　Im　ersten　Kapitel　wird　aufgezeigt，　da13　sich　die　franz6sischen　Besatzer　vor　Ort

mit　der　6ffentlichen　Rnhe　und　Sicherheit　beschaftigten，　die　nicht　nur　durch　die

Milittirgewalt，　soRdern　auch　mit　Rttcksicht　auf　die　6ffentliche　Sttmung　in　der

rheinischen　Bev61kerung　aulirechterhalten　werden　konnten．　A｝s　das　beste　Rezept

dafUr　sahen　sie　die　Erklarung　der　Regierung　an，　das疑nke　Rheinufer面t　Frank－

reich　zu　“vereinigen”．　Die　Besatzungsverwaltung　berichtete　deswegen　der　Pariser

Zentrale　haufig　den　WMen　des　rheinischen　Volkes，　der　in　der　Dis｝〈ussion　ifber　die

Rheinfrage　dort　ein　wichbiges　Argument　bot．

　　Das　zweite　Kapitel　untersucht　die　Kampagne　der　rheirtischen　RepubM〈aner　f｛ir

die　Errichtung　der　cisrhenanischen　RepubM〈，　um　bei　der　Bildung　der　6ffentlichen

Meinung　die　Widersprtichlichl〈eit　von　ldee　und　Praxis　zu　beweisen．　Sie　verstanden

nAmlich　theoretisch　unter　dem　WMen　des　Voll〈es　die　freie　AuBerung　des　potitis一’

chen　W皿ens　durch　dle　ganze　Bev61kerung，　wahrend　sie　einerseits　den　Begriff　in－

strumentalisierten，　um　die　franz6sische　Verwaltung　und　das　Mmatar　fur　im’e　Seite

zu　geWinnen　und　andererseits　die　rhe血ischen　Bewohner　zur　6ff6ntHchen　Zustlm－

mung　zur　SeparatrepubM〈　oder　der　Annexion　zu　rnanipulieren　versuchten，　und

zwar　durch　die　Scha魚lng　des　Klimas，　als　ob　die　Trenllung　des　Iin1〈en　Rheinufers

vom　DeutscheR　Reich　unvermeidlich　wtire　und　von　der　Mehrheit　der　Bev61kerung

akzepもiert　v轍rde．

　　SchlieBlich　werden　im　didtten　Kapitel　die　Diskurse　der　Af）hanger　der　alten　Ver－

fassung　in　der　Opposition　gegen　die　cisrhenanische　Republik　analysiert．　Sie　setz－

ten　dem“modemen”Versttindnis　des　Volksw皿ens　das“konservative”entgegen，

nach　dem　die　Voll〈sstimme　nur　durch　die　standischen　lnstitutionen　legitim

geauBert　werden　sollte．　Die　politische　WillensauBerung　durch　die　Einwohnerschaft

konnten　sie　nur　negativ　einschatzen，　das　aber　auch　deshalb，　weg　sie　sich　des

Widerspruchs　der　Pyopaganda　durch　die　Republikaner　ldar　bewuBt　waren．　Jedoch

auch　sie　fbrderten　tm　Nalnen　der　B嚢rgerschaf卜im　Sinne　der　Zunftb且rger－zur

Beibehaltung　der　alten　Verfassung　auf，　ohne　deren　Meinung　tatsachlich　zu　bef－

ragen，　obwohl　sie　die　Legitimitat　ihrer　Behauptung　keineswegs　aus　der

Unterstiftzung　eines　alle　Sttinde　miassenden　Pub粗くums　ableiteten．
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