
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
申
世
都
市

一
そ
の
封
建
王
政
と
絶
対
主
義
に
対
す
る
関
連
に
お
い
て
i

会

田

雄

次

叢
謬
，
雨
期
の
晶
は
；
の
難
設
定
で
あ
爵
暴
政
纂
嚢
同
体
農
忍
野
の
成
妾
前
提
・
し
謁
部
慈
を
把
禦

　
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
集
権
を
完
成
す
る
。
（
成
立
期
の
）
絶
対
主
義
は
都
市
と
農
村
の
両
者
の
把
握
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
の
都
市
と
農
　
一

村
に
は
階
層
分
化
が
進
展
ん
、
都
踊
農
村
の
内
部
に
は
支
配
と
被
支
配
、
搾
取
関
係
が
、
都
市
農
村
．
小
都
帯
下
に
は
支
配
と
対
抗
の
関
係
が
、
成
立
一

し
て
い
る
。
絶
対
空
義
が
把
握
す
る
の
は
、
．
」
の
上
層
部
で
あ
る
．
そ
の
把
握
の
仕
方
と
都
市
の
あ
り
方
が
絶
対
主
義
の
性
格
づ
け
の
大
き
い
要
因
に
な
る
．
い

ヨーロッパ中世都市（会田）

は
　
じ
　
め
　
に

　
い
わ
ゆ
る
「
中
世
都
市
」
を
現
在
の
日
本
に
お
い
て
論
じ
よ
う
と

す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
角
度
か
ら
取
扱
わ
れ
る
に
せ
よ
、
ど
う
し

て
竜
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
前
提
が
一
つ
存
在
す
る
。
そ
れ
は

現
在
の
日
本
と
ヨ
早
牛
ヅ
パ
ー
と
く
に
中
世
封
建
都
市
研
究
の
中

心
で
あ
る
ド
イ
ッ
ー
に
お
け
る
研
究
の
立
場
の
著
し
い
ず
れ
で
あ

①
　
　
　
　
　
　
　
　
吟

る
。
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
は
、
中
世
都
市
は
全
く
流
通
過
程
に
関

し
て
の
み
作
用
し
、
し
た
が
っ
て
社
会
の
変
質
過
程
i
こ
の
場
合

は
資
本
制
の
成
立
・
近
代
化
の
過
程
－
に
お
い
て
は
、
副
次
的
且

表
面
的
な
部
分
を
し
め
る
に
過
ぎ
な
い
竜
の
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
そ
の
研
究
は
軽
視
さ
れ
、
時
に
は
都
市
を
研
究
す
る
こ

と
そ
れ
自
体
が
流
通
主
義
的
見
地
に
立
つ
も
の
と
前
提
さ
れ
て
否
定

的
に
取
扱
わ
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
形
成
し
て
来
た
。
極
め
て
最
近
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

都
市
研
究
が
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
そ
う
な
気
運
も
見
ら
れ
る
が
、
そ

れ
も
農
民
の
階
層
分
解
の
問
題
を
つ
き
つ
め
て
行
く
と
農
畏
の
市
場

ユ（441）



と
の
接
触
の
仕
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
限
り
推
論
の
域
を
抜
け
出

し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
自
覚
、
す
な
わ
ち
農
村
研
究
の
具

体
的
分
析
へ
の
進
展
と
い
う
過
程
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

乙
と
自
体
は
研
究
の
進
歩
と
し
て
喜
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ

の
と
き
で
も
中
世
都
市
に
関
す
る
観
念
に
は
都
市
↓
特
権
都
市
↓
領

主
的
貨
幣
経
済
の
発
展
と
い
う
図
式
と
、
そ
れ
と
農
民
的
貨
幣
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
の
対
立
と
い
う
意
識
が
底
流
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ

れ
に
対
し
ド
イ
ツ
な
ど
で
の
都
市
研
究
は
現
在
に
お
い
て
も
全
く
対

踪
的
な
立
場
の
上
に
立
つ
。
中
世
都
市
は
近
代
化
の
推
進
者
と
し
て

封
建
社
会
末
期
の
研
究
に
お
け
る
極
め
て
重
要
な
対
象
で
あ
り
、
研

究
者
の
情
熱
を
か
き
た
て
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
状
況
は
中
世
農
村

史
研
究
者
と
し
て
指
導
的
な
地
位
を
持
つ
バ
ー
ダ
ー
を
し
て
、
そ
の

最
近
の
著
に
お
い
て
、
都
市
研
究
の
隆
盛
と
そ
れ
に
対
す
る
農
村
研

究
の
、
量
質
共
に
お
け
る
貧
困
さ
を
嘆
か
し
め
る
て
い
の
も
の
で
あ

　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・

る
。
日
本
に
お
け
る
上
記
の
よ
う
な
視
角
の
支
配
と
い
う
現
状
は
、

日
本
の
み
の
特
異
な
傾
向
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
特
殊
性
は
戦
後
の

田
本
の
社
会
と
学
界
に
課
せ
ら
れ
た
特
殊
な
諸
条
件
か
ら
生
れ
た
も

の
で
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
立
場
も
偏
見
と
誤
謬
を
ふ
く
み
つ
つ
も

そ
れ
な
り
に
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
且
日
本
の
歴
史
研
究
の
進
展
の

た
め
大
き
い
役
割
を
果
し
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
視

角
の
一
応
の
肯
定
と
そ
の
立
場
か
ら
都
市
を
考
察
し
て
見
た
い
と
思

う
。
た
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
を
研
究
対
象
に
選
ぶ
場
合
、
必
然
的

に
そ
れ
か
ら
学
ば
ざ
る
を
得
な
い
ド
イ
ツ
の
都
市
研
究
の
立
場
が
、

我
女
と
基
本
的
視
角
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
と
途
方
も
な

い
結
論
へ
と
導
か
れ
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
。
我
女
は
そ
れ
を
さ

け
る
た
め
彼
等
の
視
角
へ
の
反
省
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で

は
か
く
い
う
ド
イ
ツ
の
中
世
自
治
都
市
観
の
基
本
的
視
角
と
は
如
何

な
る
竜
の
で
あ
る
か
。

　
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
中
世
自
治
都
市
は
、
市
民
的
自
由
と
独
立
の

象
徴
で
あ
る
。
自
ら
の
能
力
に
よ
っ
て
立
つ
個
人
一
市
民
が
、
自
由

な
音
心
志
に
よ
っ
て
一
つ
の
社
会
を
構
成
し
、
各
自
が
そ
の
社
会
の
主

人
と
し
て
各
自
の
合
意
に
よ
っ
て
法
律
を
定
め
、
自
治
を
行
い
租
税

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
負
担
し
、
自
衛
し
て
行
く
団
体
、
そ
れ
が
中
世
都
市
で
あ
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

か
も
そ
れ
は
、
市
民
の
直
接
政
治
で
あ
り
代
議
政
治
で
な
い
こ
と
と

共
同
体
意
識
と
い
う
近
代
社
会
で
は
稀
薄
に
な
っ
た
結
合
要
素
を
持

っ
て
い
る
。
小
集
団
で
あ
る
が
故
に
、
市
民
全
体
が
参
加
す
る
市
民

大
会
に
よ
っ
て
重
要
事
は
議
決
さ
れ
、
近
代
民
主
制
の
よ
う
な
代
議

政
治
の
持
つ
欠
陥
は
そ
こ
に
な
い
。
こ
の
市
民
自
ら
の
労
働
に
よ
つ
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ヨーロッパ中世都市（会田）

て
自
立
す
る
博
6
閏
。
①
8
ま
日
ぱ
q
の
分
集
団
で
あ
る
が
故
に
そ
の
結

合
に
は
民
主
的
・
経
済
合
理
的
要
素
に
よ
る
点
が
大
き
い
比
重
を
持

つ
。
古
代
の
戦
士
集
団
、
氏
族
的
結
合
に
よ
る
ポ
リ
ス
と
の
相
違
が

そ
こ
に
あ
る
。
市
民
の
数
と
そ
の
財
力
が
大
き
い
故
に
、
自
治
権
比

独
立
性
は
農
村
（
共
同
体
）
よ
り
遙
か
に
強
い
。
し
か
も
ド
イ
ツ
人
が

理
想
と
し
て
強
調
す
る
共
同
体
意
識
も
、
農
村
よ
り
は
大
き
い
が
共

同
体
意
識
を
破
壊
す
る
ほ
ど
に
は
巨
大
で
な
い
規
模
の
こ
の
中
世
都

市
が
、
　
一
丸
と
な
っ
て
自
由
・
自
治
権
の
獲
得
の
た
め
に
闘
争
す
る

過
程
の
中
に
醸
成
さ
れ
る
条
件
が
備
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

％
ド
イ
ツ
筈
い
都
市
が
現
在
も
公
的
に
は
百
由
都
吏
ソ
ブ

ル
ク
」
　
男
巳
巴
の
㌶
暮
国
Q
ヨ
び
焦
目
σ
q
と
い
う
よ
う
な
呼
称
を
と
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
誇
に
基
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
r
更
に
近
代
市

民
意
識
も
、
ゲ
ル
マ
ン
的
自
由
が
中
世
都
市
を
経
て
近
代
的
に
成
長

し
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
真
の
民
主
主
義
は
考
え
得
な

い
と
い
う
の
も
ド
イ
ツ
人
の
一
般
意
識
の
よ
う
に
見
え
る
。
ヵ
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ

ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ヅ
ト
囚
9
二
目
α
≦
騨
げ
も
か
つ
て
戦
前
、
日
本
で
は

近
代
民
主
主
義
の
完
全
な
実
現
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
提
書
し
た
。

日
本
は
、
公
的
生
活
と
公
共
物
を
自
ら
の
運
命
と
所
有
と
し
て
自
覚

し
得
る
伝
統
即
ち
市
民
意
識
の
生
き
た
伝
統
を
持
た
な
い
。
そ
の
伝

統
の
最
も
重
要
な
も
の
は
中
世
の
自
由
都
市
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
み

な
ら
ず
古
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
都
市
と
い
え
ば
、
市
民
の
生
活
を

守
る
べ
く
、
都
市
の
周
辺
に
城
壁
が
作
ら
れ
、
そ
の
中
心
に
は
、
全

市
民
が
市
民
会
議
…
を
開
催
す
る
元
来
市
場
開
催
地
が
進
展
し
た
広
場

（
ド
イ
ツ
で
は
．
剛
貯
訂
℃
イ
ギ
リ
ス
ω
ρ
質
鍵
ρ
イ
タ
リ
ア
営
国
鵠
2
フ
ラ
ン

ス
や
貯
。
Φ
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
意
味
を
も
つ
）
が
あ
り
、
そ
れ

に
面
し
て
市
庁
（
配
属
冨
∬
の
も
巴
器
N
。
）
が
た
て
ら
れ
、
市
有
力
者
の

家
並
が
あ
り
、
市
民
を
日
曜
の
勤
業
に
よ
ぴ
あ
つ
め
る
教
会
が
立
つ
。

教
会
の
鐘
は
同
時
に
有
事
市
民
大
会
開
催
の
合
図
と
も
な
る
。
こ
う

い
う
も
の
が
一
団
と
し
て
町
の
「
中
心
」
　
N
Φ
口
鍵
償
溝
を
形
成
す
る
。

日
本
の
町
に
は
こ
の
意
味
で
の
「
中
心
」
は
存
在
し
な
い
。
日
本
の

そ
れ
は
、
単
な
る
繁
華
街
又
は
封
建
領
主
の
支
配
機
関
の
集
合
地
で

あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
日
本
に
は
本
来
の
意
味
に
お
け
る
都
市
は
存
在

し
な
い
。
し
た
が
っ
て
市
民
も
な
い
。
そ
れ
故
こ
の
国
で
市
民
意
識

や
民
主
主
義
と
い
う
も
の
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
レ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ヴ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
民
主
主
義
が
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
と
し
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の

こ
の
よ
う
な
見
解
を
手
が
か
り
に
し
て
彼
ら
一
般
の
自
負
と
自
音
心
識

を
次
の
よ
う
に
推
量
し
て
も
事
し
も
誤
ま
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
・
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
の
み
、
民
主
政
治
を
支
え
る
個
人
の
自
覚
が
あ
り
、

そ
れ
は
古
い
伝
統
を
持
つ
。
そ
の
伝
統
を
形
成
す
る
重
要
な
要
素
と

し
て
中
世
都
市
が
あ
る
。
中
世
都
市
は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る

一
個
の
理
想
型
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
知
っ

て
初
め
て
何
故
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
と
く
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て

中
世
都
市
研
究
が
盛
で
あ
り
、
と
く
に
成
立
史
が
問
題
と
さ
れ
、
且

そ
れ
が
経
済
史
上
の
問
題
で
な
く
、
す
ぐ
れ
て
法
制
史
的
立
場
か
ら

研
究
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
視
角
の
発
生
は
当
然
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都

市
が
日
本
の
そ
れ
よ
り
遙
か
に
大
き
い
社
会
的
役
割
を
果
し
て
い
た

と
い
う
事
実
か
ら
も
生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
銘
記
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
封
建
社
会
研
究
に
お
い
て
、
都
市
研
究
が
重
要

で
あ
り
、
日
本
と
は
又
異
な
る
視
角
を
持
っ
て
臨
ま
ね
ば
な
ら
な
い
、

日
本
的
感
覚
を
押
し
つ
け
る
こ
と
は
不
可
だ
と
い
う
理
由
も
ま
た
こ

こ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
中
世
都
市
は
封
建
社
会
研
究
の
基
本
的
構

成
要
素
で
あ
り
、
そ
の
各
時
代
、
各
地
域
独
自
な
あ
り
方
が
、
そ
の

社
会
の
性
格
規
定
に
、
基
本
的
な
そ
し
て
重
要
な
決
定
要
因
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
以
下
の
私
の
論
述
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ

ア
の
十
一
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
と
い
う
蒔
代
に
か
け
て
の
都
市
の
あ

り
方
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
各
国
の
封
建
王
政
の
生
成
か
ら
等
族
制

を
通
過
し
て
絶
対
主
義
の
成
立
に
至
る
。
そ
の
権
力
と
社
会
の
あ
り

方
を
特
徴
づ
け
最
終
的
に
は
絶
対
主
義
の
三
つ
の
型
を
う
ち
出
し
て

い
る
こ
と
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
が
欠

け
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
都
市
研
究
と
い
う
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
場
合
、
何
と
も
取
扱
い
よ
う
の
な
い
状
況
に
フ
ラ
ン
ス
の
都
市

研
究
が
あ
り
、
能
力
が
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
私
の

今
後
の
研
究
の
課
題
で
あ
る
。

①
但
し
日
本
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
の
立
場
と
方
法
の
伝
承
の

　
上
に
立
つ
、
例
え
ば
宮
下
孝
吉
、
増
田
四
郎
氏
な
ど
の
都
市
研
究
は
別
の

　
問
題
で
あ
る
。

②
③
　
例
え
ば
社
会
経
済
史
学
会
の
昭
和
三
三
年
度
の
京
都
に
お
け
る
大
会

　
の
共
逓
論
題
「
初
期
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
市
民
社
会
」
に
お
い
て
。
し
か

　
も
例
え
ば
、
川
久
保
公
夫
、
森
田
鉄
郎
両
氏
の
報
告
は
う
都
市
に
お
け
る

　
商
人
も
し
く
は
生
産
を
支
配
す
る
商
人
の
勝
利
こ
そ
が
、
資
本
制
展
開
の

　
た
め
の
何
よ
り
の
障
害
と
な
り
、
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
の
後
進
化
の
「
宿

　
命
的
」
原
因
に
な
っ
た
と
い
う
展
望
の
上
に
立
つ
。
鯖
田
豊
之
・
封
建
都

　
市
創
元
社
昭
3
1
年
も
、
都
市
プ
ロ
パ
ー
の
研
究
な
が
ら
、
そ
し
て
ヨ

　
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
研
究
が
特
異
な
視
野
に
立
つ
こ
と
に
注
意
し
つ
つ
も
、

　
そ
の
整
理
法
は
又
こ
の
よ
う
な
日
本
特
有
の
基
本
観
に
基
い
て
い
る
。

④
囚
．
ω
．
し
d
巴
Φ
び
．
U
p
ω
日
葺
鉱
巴
8
三
三
①
U
O
睦
巴
ω
国
ユ
巴
窪
の
点
浅

　
図
Φ
o
算
ω
げ
租
Φ
ざ
F
毛
皿
筥
9
が
一
り
。
門
8
煙
巳
①
罵
鐸
轟
参
照
。
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⑤
，
断
る
ま
で
も
な
い
が
、
事
実
ば
中
世
都
市
の
市
民
の
直
接
政
治
は
吉
代

　
と
異
っ
て
組
織
的
な
も
の
で
は
な
い
。
市
民
会
議
が
重
要
菓
項
を
決
す
る

　
と
い
う
も
の
の
、
そ
の
集
会
規
定
・
決
議
の
仕
方
な
ど
極
め
て
あ
い
ま
い

　
で
あ
る
。

⑥
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
い
わ
ば
皮
膚
感
覚
的
な
も
の

　
で
あ
り
、
個
々
の
学
術
論
文
に
文
章
と
し
て
明
確
に
現
れ
る
に
は
至
っ
て

　
い
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
文
芸
や
哲
学
に
よ
り
明
確
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ

　
う
。
た
だ
我
々
は
こ
の
よ
う
な
研
究
書
を
読
む
場
合
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
全

　
部
に
流
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
民
謡
た
る
気
分
ま
で
洞
察
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
そ
れ
は
虜
由
の
強
調
と
相
反
す
る
か
に
見
え
る
、
か
の
都
市
の

　
自
治
と
自
由
が
皇
帝
よ
り
与
え
ら
れ
た
と
説
く
大
ド
イ
ツ
主
義
に
つ
ら
な

　
る
轡
連
の
「
皇
帝
主
義
」
に
も
共
通
す
る
気
分
な
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の

　
都
市
研
究
者
の
都
市
観
に
対
し
て
興
味
深
い
問
題
を
呈
示
す
る
も
の
は

　
犀
・
ζ
・
国
陣
涛
①
や
国
・
O
錠
O
ω
ω
鋤
の
文
章
を
以
て
は
じ
ま
る
国
．
国
謬
β
Φ
員

　
男
山
離
げ
α
Q
Φ
ω
O
ぼ
O
犀
け
Φ
α
Φ
冠
①
β
同
O
℃
注
ω
O
げ
①
昌
ω
け
帥
q
¢
切
O
ロ
薄
日
㊤
㎝
Q
◎
の
国
ぢ
－

　
三
二
畠
と
卑
。
。
審
邑
｝
σ
ω
。
ぎ
葺
”
臣
①
＜
。
鎚
窃
の
Φ
欝
暮
σ
q
聲
α
曾
日
㍗

　
雰
①
冨
＃
Φ
目
犀
。
げ
①
口
0
り
審
騨
吋
β
詳
β
ひ
H
・
段
p
や
搾
餌
一
で
あ
ろ
う
。

⑦
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
「
ル
ソ
ー
よ
り
ニ
ー
ッ
シ
ェ
に
至
る
市
民
社

　
会
の
問
題
」
思
想
、
昭
1
3
。

⑧
ド
イ
ツ
に
お
い
て
近
代
に
其
の
個
人
主
義
と
畏
主
主
義
が
貫
徹
し
得
な

　
か
っ
た
が
故
に
反
っ
て
、
、
中
世
都
市
の
自
治
が
、
共
同
体
意
識
を
強
調
さ

　
れ
、
理
想
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑨
封
建
王
政
に
関
す
る
私
の
問
題
提
起
は
堀
米
庸
三
「
中
世
後
期
に
お
け

　
る
国
家
権
力
の
形
成
」
史
学
雑
誌
6
2
編
第
2
丹
に
基
く
。
同
論
文
が
法

制
史
的
に
取
扱
わ
れ
、
又
専
ら
王
権
の
主
体
性
に
よ
る
権
力
集
申
が
考
え

ら
れ
て
い
る
の
を
、
私
は
都
市
と
農
村
の
王
権
と
の
関
連
に
お
い
て
見
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

闘
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
都
市
類
型
と
そ
の
疑
問
点

　
中
世
都
市
の
包
括
的
な
、
そ
し
て
単
な
る
叙
述
に
と
ど
ま
ら
ず
鋭

い
分
析
と
問
題
提
起
を
な
し
た
研
究
は
、
周
知
の
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
も
の
以
外
に
現
在
で
も
見
当
ら
な
い
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
。
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ェ
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
は
都
市
は
、
市
民
と
い
う
特
殊
な
身
分
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
都
市
共
同
体
ω
訂
鼻
σ
q
Φ
日
Φ
『
q
Φ
で
、
　
そ
の
顕
現

一
i
量
・
質
的
な
一
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
と

　
　
　
　
②

考
え
ら
れ
た
。
彼
は
主
と
し
て
資
本
制
以
前
の
段
階
の
類
比
か
ら

都
市
を
、
古
代
と
中
世
の
二
つ
に
分
け
る
。
古
代
都
市
は
、
　
「
貴
族

都
市
」
O
Φ
ω
o
巨
Φ
o
ぽ
Φ
房
¢
畔
で
あ
る
。
こ
の
種
の
都
市
は
ギ
リ
シ

ア
・
ロ
ー
マ
や
地
中
海
沿
岸
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
初
期
的
形
態
は

近
東
か
ら
中
国
・
日
本
に
至
る
ま
で
広
く
存
在
し
た
が
、
そ
の
完
成

は
氏
族
制
的
タ
ブ
ー
や
法
律
の
根
強
い
存
在
に
よ
り
防
げ
ら
れ
、
い

ず
れ
も
吉
代
帝
国
と
い
う
強
大
な
大
権
力
の
出
現
に
よ
り
そ
の
独
立

性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
ひ
と
り
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
地
ー
ヨ

5　（445）



i
ロ
ッ
パ
ー
の
み
が
、
そ
の
自
治
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
古
代
の
み
な
ら
ず
中
世
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
は
じ
め
と

す
る
貴
族
支
配
の
イ
タ
リ
ア
都
市
や
、
国
王
権
力
に
よ
斡
限
定
づ
け

ら
れ
た
少
数
都
市
貴
族
の
寡
頭
政
治
の
行
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
な
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
③

こ
の
範
礁
に
属
す
る
。
こ
の
貴
族
都
市
の
基
本
的
特
質
は
、
都
市
の

支
配
権
を
、
土
地
所
有
者
で
利
子
生
活
老
た
る
少
数
の
「
門
閥
階
層
」

O
Φ
の
。
賦
Φ
o
窪
Φ
目
が
都
市
の
支
配
権
を
確
実
に
把
握
し
て
い
る
点
に
存

在
す
る
。
O
①
ω
。
巨
①
o
耳
隅
は
商
人
で
は
な
い
。
そ
う
見
え
る
場
合
竜
、
融

都
市
の
社
会
的
変
革
に
自
ら
を
対
応
さ
せ
、
大
衆
の
発
言
権
の
増
加

を
巧
妙
に
自
己
の
支
配
の
中
に
か
か
え
こ
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
に
外

　
　
　
④

な
ら
な
い
。
r
こ
れ
に
対
し
て
「
民
衆
都
市
」
　
匹
①
び
血
Φ
お
欝
騨
が
あ

る
。
そ
れ
は
中
世
の
自
治
都
市
に
典
型
が
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、

特
定
の
時
代
と
地
域
を
明
示
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
論
証
中
の
例
示

か
ら
す
れ
ば
北
東
仏
・
ド
イ
ツ
・
北
半
イ
タ
リ
ア
の
都
市
が
、
そ
れ

と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
民
衆
都
市
で
は
、
都
市
領

主
な
い
し
は
都
市
貴
族
の
支
配
の
時
期
、
そ
れ
に
対
す
る
手
工
業
者

な
ど
の
民
衆
や
8
0
ざ
の
抗
争
と
政
治
参
与
権
の
確
保
－
両
者
の

交
争
過
程
が
、
都
市
借
主
ω
㌶
象
昌
欝
質
巳
ω
の
出
現
を
よ
び
お
こ
す

ー
ー
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
都
市
の
た
ど
っ
た
過
程
は

現
象
的
に
は
古
代
都
市
国
家
の
そ
れ
に
類
似
す
る
が
、
基
本
的
な
ち

が
い
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
過
程
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
中
世

都
市
は
i
完
全
に
主
役
を
演
じ
そ
の
前
段
階
思
し
く
は
担
手
に
な

っ
た
と
は
い
え
な
い
に
し
ろ
一
近
代
国
家
と
資
本
主
義
の
出
現
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。

　
中
世
の
こ
の
都
市
の
特
質
は
ほ
ぼ
以
下
の
数
点
に
集
約
せ
ら
れ
る
。

第
1
に
は
政
治
的
独
立
性
で
あ
る
。
そ
の
と
き
都
市
が
領
地
・
植
民

地
・
従
属
都
市
な
ど
を
持
つ
か
否
か
は
別
と
し
て
、
独
自
な
外
交
政

策
と
戦
争
を
行
う
た
め
独
立
し
た
軍
事
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
共

通
で
あ
る
。
第
2
に
は
独
自
の
法
律
を
持
ち
立
法
権
を
行
使
す
る
。

第
3
に
は
渉
暮
。
冨
嘗
農
Φ
即
ち
独
立
し
た
裁
判
所
・
行
政
官
庁
を

持
つ
。
都
市
裁
判
権
は
都
市
全
体
を
管
区
と
し
下
級
裁
判
権
の
み
な

ら
ず
屡
々
高
級
裁
判
権
を
持
つ
。
第
4
に
は
市
民
は
外
部
か
ら
賦
課

さ
れ
る
こ
と
も
課
税
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
が
、
都
市
は
市
民
に
対
し

て
課
税
権
を
有
す
る
。
第
5
に
は
市
場
法
と
独
自
な
都
市
の
全
体
的

商
工
業
政
策
と
そ
の
実
施
の
た
め
の
警
察
権
を
行
使
し
た
こ
と
。
第

6
に
は
商
工
業
な
ど
に
関
し
自
都
市
の
市
民
以
外
を
抑
圧
、
そ
れ
よ

　
　
　
　
　
　
　
⑥

り
し
め
出
し
た
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
な
都
市
の
特
質
は
そ
の
後
の
都
市
研
究
に
お
い
て
一
応
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承
認
さ
れ
、
都
市
概
念
を
決
定
す
る
た
め
の
基
本
的
な
規
準
と
な
っ

た
。
だ
が
、
こ
れ
だ
け
の
規
定
で
は
、
古
代
の
ポ
リ
ス
酌
都
市
国
家
と

中
世
自
治
都
市
と
の
区
別
が
、
必
ず
し
も
明
確
に
な
ら
な
い
。
そ
し

　
が
シ
ユ
レ
ヒ
タ
コ
　
シ
ユ
タ
ツ
ト

て
貴
族
都
市
と
い
う
範
疇
に
お
い
て
、
イ
タ
リ
ア
都
市
と
古
代

都
市
が
等
麗
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
超
歴
史
的
な
甚
だ
平
面
的
な

把
握
が
な
さ
れ
る
結
果
も
生
む
に
至
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
ウ
ェ
ー

バ
ー
は
そ
の
事
実
に
注
遅
し
、
積
極
的
で
は
な
い
が
こ
の
両
者
間
の

区
別
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
要
約
す
れ
ば
古
代
都
市
が
戦

闘
の
た
め
の
戦
士
集
団
と
し
て
の
市
民
の
そ
れ
で
あ
る
の
に
、
中
世

都
市
は
ま
ず
、
生
産
と
取
引
の
場
で
、
課
題
は
そ
の
担
手
と
し
て
現

れ
る
。
し
た
が
っ
て
中
世
都
市
に
お
い
て
は
、
商
人
対
手
工
業
者
・

職
人
・
農
民
の
対
立
が
見
ら
れ
（
ッ
ソ
フ
ト
闘
争
は
そ
の
一
例
で
あ
る
）

そ
れ
が
資
本
家
対
労
働
者
の
関
係
に
ま
で
発
達
し
た
。
た
だ
中
世
都

　
　
　
　
も
　
　
あ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
る
　
　
へ
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
へ
　
　
う
　
ヒ
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

市
で
は
都
市
住
民
が
一
般
的
に
市
民
身
分
と
し
て
都
市
共
同
体
の
中

へ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

に
解
消
さ
れ
て
行
く
過
程
と
段
階
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
古
代

都
市
で
は
土
地
所
有
者
と
土
地
を
持
た
ぬ
も
の
と
の
対
立
が
あ
り
、

そ
れ
が
後
ほ
ど
激
し
く
な
り
市
民
対
奴
隷
と
い
う
抗
争
も
生
ん
だ
。

　
以
上
の
よ
う
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
類
型
論
は
娠
ド
め
て
示
唆
的
で
は
あ

る
が
、
我
々
に
と
っ
て
尚
二
つ
の
方
向
が
ら
甚
だ
不
充
分
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
⑦

と
が
指
摘
で
き
る
。
即
ち
、
都
市
の
全
社
会
機
構
と
の
関
連
の
仕
方

が
未
だ
不
充
分
な
こ
と
℃
あ
る
。
古
代
・
中
世
の
権
力
と
の
関
係
と
、

そ
の
権
力
を
支
え
る
下
部
の
と
く
に
農
村
と
の
関
係
と
が
問
題
で
あ

る
。
そ
れ
は
史
料
そ
の
他
の
関
係
上
最
も
概
括
の
困
難
な
部
分
な
の

だ
が
、
こ
の
点
を
究
明
し
な
い
限
り
、
都
市
の
歴
史
的
研
究
は
無
意

味
に
終
る
と
さ
え
極
言
し
得
よ
う
。
私
は
こ
の
点
か
ら
ハ
中
世
都
市

を
特
質
づ
け
、
そ
れ
を
結
果
的
野
・
独
・
伊
の
地
域
類
型
に
分
け
、

更
に
そ
の
各
々
に
三
つ
の
発
展
段
階
を
設
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
を
更
に
前
進
さ
せ
得
る
と
思
う
。
未
だ
極
め
て

論
理
的
観
念
的
な
聞
題
設
定
で
あ
る
が
、
次
章
で
そ
の
点
を
追
求
し

て
行
く
こ
と
に
す
る
。

①
ζ
皇
。
職
名
①
び
Φ
炉
9
①
ω
室
魯
（
Φ
戦
鐸
巳
ユ
の
ω
阜
窪
ω
o
臥
劉
爵
8
0
邑
蹄
日
．

　
》
冥
’
≦
陣
二
の
O
げ
”
坤
二
質
島
○
Φ
の
Φ
臨
ω
o
財
9
津
’
塾
。
．
国
緯
び
σ
口
β
P
ω
．
㎝
鼠
～
Q
っ
・

　
①
O
日
）

②
岡
瓢
◎
●
ω
．
欝
ω
地
　
　

③
皆
5
ω
6
㎝
お
｛
。

④
慧
α
・
ω
．
切
O
隠
’
　
　

⑤
三
9
0
り
’
千
竃
．

⑥
笹
葉
ω
’
㎝
冨
～
㎝
c
。
O

⑦
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
立
場
を
紹
介
す
る
増
田
四
郎
氏
の
諸
著
「
西
欧
市
民
意

　
識
の
形
成
」
昭
2
4
と
「
都
市
」
昭
2
7
に
も
、
都
布
を
そ
の
権
力
と
の
関
係
か

　
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
出
て
い
な
い
。
鯖
田
豊
之
「
封
建
都
市
」

　
（
既
出
）
は
こ
の
点
を
分
析
し
た
好
著
で
あ
り
、
筆
者
の
負
う
所
大
で
あ
る
。
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ニ
　
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ
の
都
市
共
同
体
論

　
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
代
都
市
共
同
体
は
征
服
支
配
に
よ
っ
て

成
立
す
る
。
そ
の
場
合
、
そ
こ
に
よ
り
大
な
る
権
力
が
先
在
し
な
い

の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
中
世
都
市
は
そ
こ
に
直
接
上

位
に
は
領
主
と
更
に
そ
の
上
部
の
封
建
王
権
と
の
交
渉
に
お
い
て
は

じ
め
て
自
治
権
を
獲
得
し
、
都
市
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
れ
故
中
世

都
市
の
性
格
づ
け
に
は
何
よ
り
も
先
づ
こ
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ

　
　
　
　
　
①

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
体
中
世
の
都
市
共
同
体
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
共
同
体
を
厳

格
に
定
義
し
て
、
生
産
手
段
の
共
有
も
し
く
は
共
同
管
理
が
基
本
的

条
件
な
ら
ば
、
中
世
自
治
都
市
に
は
殆
ど
そ
れ
を
認
め
得
ず
、
都
市

は
生
産
の
単
位
と
い
う
に
は
余
り
に
も
複
雑
な
構
成
を
持
ち
そ
れ
は

第
一
次
的
な
意
味
で
は
共
同
体
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
城

外
の
共
同
放
牧
地
・
通
路
・
中
央
広
場
・
市
庁
等
は
市
民
の
共
有
と

　
　
　
　
　
◎

も
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
ら
は
生
産
手
段
と
し
て
は
余
り
に
第
二
義
的

で
あ
る
。
ギ
ル
ド
の
館
や
、
船
舶
、
船
着
場
や
港
湾
施
設
さ
ら
し
場

な
ど
は
共
有
に
属
す
る
場
合
も
多
い
が
、
そ
れ
は
市
民
全
体
の
共
有

で
は
な
く
、
特
殊
な
ギ
ル
ド
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
ギ
ル
ド
全
体
を

包
括
す
る
故
に
、
都
市
は
ギ
ル
ド
の
複
合
共
同
体
と
見
ら
れ
る
。
し

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し

か
し
原
則
的
に
は
市
民
は
一
つ
の
ギ
ル
ド
に
し
か
属
し
得
な
い
か
ら
、

こ
の
場
合
こ
れ
ら
の
ギ
ル
ド
を
包
括
す
る
更
に
外
部
の
紐
帯
が
1

共
同
体
的
な
一
1
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
中
世
都
市
は
そ
れ
故
厳
格
な
意
味
で
は
共
同
体
と
規
定
し
得
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

か
竜
知
れ
な
い
。
都
市
は
よ
く
国
家
内
の
第
二
の
国
家
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
国
家
性
は
封
建
国
家
で
は
な
く
、
中
世
都
市
の
末
期
段
階
に
お

け
る
近
代
国
家
の
母
胎
と
し
て
の
新
し
い
支
配
関
係
、
近
代
的
法
秩

序
な
ど
を
指
し
て
云
う
と
き
も
あ
る
。
し
か
し
我
六
が
注
目
す
べ
き

は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
生
む
以
前
の
、
そ
の
基
盤
に
な
っ
た
強
固

な
結
合
で
あ
る
。
商
人
と
手
工
業
者
が
再
生
産
を
し
て
行
く
た
め
に

は
、
彼
ら
が
職
業
を
異
に
し
つ
つ
地
域
的
に
団
結
し
、
フ
ェ
ー
デ
の

禁
止
と
相
互
扶
助
と
共
同
防
禦
の
た
め
結
合
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
の
み
ギ
ル
ド
は
共
同
体
と
し
．
て
再
生

産
を
行
っ
て
行
け
た
。
こ
の
意
味
で
は
都
市
は
第
二
次
的
共
同
体
と

も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
そ
の
団
結
は
極

め
て
強
固
で
あ
り
、
そ
の
団
結
を
乱
す
も
の
に
は
家
屋
破
壊
・
都
市

か
ら
の
追
放
と
い
う
手
工
業
の
生
産
手
段
の
破
壊
i
ギ
ル
ド
に
と

っ
て
も
重
要
な
損
害
i
が
罰
則
と
し
て
課
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

8　（448＞
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こ
に
都
市
が
、
都
市
共
同
体
ω
蟹
象
σ
q
Φ
日
Φ
ぽ
q
①
、
市
民
の
結
合
が
、

共
同
体
結
合
Q
①
日
①
ぼ
山
Φ
く
興
げ
9
。
＆
の
名
を
以
て
理
解
さ
れ
る
理
由

　
　
　
④

が
存
す
る
。
も
っ
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
都
市
の
共
同
体
的

性
格
は
と
く
に
独
自
な
防
禦
権
を
持
ち
、
市
民
全
部
が
兵
役
義
務
を

持
つ
軍
隊
を
持
つ
と
い
う
点
に
存
す
る
と
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
基
本
構
造
の
一
つ
の
現
れ
に
過
ぎ
ぬ
と

　
　
　
　
　
　
⑥

見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
中
世
都
市
の
特
質
は
、
そ
れ
故
、
専
ら
手
工
業
の
生
産
と
商
品
の

交
換
に
従
事
す
る
特
殊
な
身
分
層
が
、
そ
の
職
業
を
異
に
し
、
異
な

っ
た
生
産
と
経
営
の
組
織
に
属
し
つ
つ
一
定
区
劃
内
に
居
住
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

い
う
こ
と
を
基
盤
に
し
て
、
地
縁
的
団
結
を
形
成
し
、
封
建
権
力
体

制
の
中
で
そ
の
体
制
か
ら
あ
る
程
度
遊
離
し
た
地
位
を
保
つ
自
治
権

を
、
獲
得
・
保
持
し
て
活
動
し
て
行
っ
た
と
い
う
点
に
存
す
る
。
こ

こ
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
類
型
論
で
は
理
解
し
難
い
重
要
な
問
題
提
起
が

発
生
す
る
。
中
世
に
お
い
て
も
種
々
な
職
業
の
共
同
体
は
一
不
明

確
な
が
ら
ギ
ル
ド
と
い
う
形
に
お
い
て
も
す
で
に
1
存
在
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
都
市
的
聚
落
も
ぎ
た
至
る
所
に
認
め
ら
れ
る
。
一
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
コ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
へ

如
何
な
る
人
聞
が
、
そ
れ
を
都
市
と
い
う
地
縁
的
結
合
に
ま
で
統
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し

し
、
山
筒
め
、
且
そ
れ
を
領
主
か
ら
自
治
権
獲
得
と
い
う
闘
争
を
通
じ

ルて
な
し
と
げ
て
行
っ
た
か
。
即
ち
そ
う
い
う
重
大
な
歴
史
的
変
化
の

原
動
力
と
指
導
力
は
何
か
と
い
う
問
題
が
必
然
的
に
こ
こ
に
生
じ
て

来
る
の
で
あ
る
。
都
市
の
起
源
が
、
都
市
の
本
質
を
理
解
す
る
問
題

と
な
り
得
る
の
は
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
に
よ
る
以
外
に
あ
り
得
な

⑥い
。
都
市
起
源
の
問
題
を
城
砦
説
、
ロ
ー
マ
都
市
残
存
説
、
荘
園
餌
食
、

市
場
説
、
農
村
共
同
体
説
と
い
う
風
に
、
形
式
的
な
法
理
念
、
法
制

の
連
続
・
継
受
で
以
て
理
解
す
る
こ
と
は
外
的
な
偶
然
的
な
面
に
注

意
を
向
け
す
ぎ
た
立
場
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
先
在
す
る
こ

と
は
馬
鹿
女
々
し
い
ほ
ど
当
然
で
あ
り
、
且
そ
れ
も
問
題
に
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
は
中
世
都
市
即
ち
こ
こ
で
い
う
都
市
共
同

体
は
存
在
し
な
い
。
一
体
誰
人
が
、
そ
れ
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
つ
つ

都
市
共
同
体
と
い
う
新
し
い
も
の
を
作
り
出
し
た
か
と
い
う
歴
史
の

原
動
力
の
問
題
が
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
で
は
欠
落
し

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
史
学
の
「
形
式

主
義
」
を
排
撃
し
、
農
業
と
工
業
の
分
離
と
手
工
業
者
の
都
市
集
住

か
ら
中
世
都
市
を
説
明
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
の
立
場
に
対
し
て

も
云
え
る
。
何
故
そ
し
て
ど
う
い
う
経
過
で
都
市
が
自
治
権
を
得
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
都
市

形
成
の
主
体
と
し
て
遠
距
離
通
商
商
人
の
活
動
を
説
い
た
H
・
ピ
レ
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ソ
ヌ
の
見
解
が
・
今
な
お
生
命
を
持
ち
継
受
発
展
を
さ
せ
ら
れ
て
行
く

　
　
　
　
　
③

所
以
が
存
す
る
。
ピ
レ
ソ
ヌ
の
主
張
の
基
本
的
見
解
は
、
周
知
の
如

く
中
世
都
市
を
、
新
し
く
復
活
し
た
商
業
活
動
の
場
所
と
し
、
そ
れ

を
社
会
的
機
能
に
お
い
て
考
え
、
先
行
の
（
都
市
的
）
聚
落
の
存
否
に

拘
ら
ず
全
く
新
し
く
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
た
。
そ
れ
を
な
し
た
主

体
は
野
人
で
あ
り
、
商
人
が
定
住
し
交
換
を
行
う
場
所
を
作
り
、
そ

れ
を
城
壁
そ
の
他
に
よ
っ
て
固
定
永
続
化
し
た
も
の
が
都
市
で
あ
る

と
す
る
。
都
市
以
前
の
定
期
市
・
城
砦
・
司
教
居
住
地
は
、
中
世
都

市
と
は
1
都
市
が
そ
れ
と
隣
接
し
て
発
展
し
た
の
が
普
通
で
あ
る

こ
と
を
近
時
の
地
誌
学
的
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
－
明
確
に
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
．
へ
て
新
し
い
都
市
で
あ
る
。
こ
の

新
興
商
人
は
農
家
の
二
・
三
男
を
主
体
と
し
、
そ
れ
故
封
建
社
会
に

お
け
る
権
利
も
持
た
ぬ
代
り
農
奴
的
束
縛
か
ら
自
由
で
あ
る
。
こ
の

消
極
的
自
由
を
彼
ら
は
そ
の
活
躍
に
お
い
て
積
極
的
自
由
に
代
え
、

市
民
の
そ
し
て
都
市
の
自
由
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ピ
レ
ソ
ヌ
は
商
人
の
活
動
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
都
市
の
経

済
史
と
法
制
史
を
生
々
と
結
合
し
、
　
「
自
治
団
体
と
し
て
の
都
市
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

O
鴨
σ
q
9
巳
ω
餌
口
○
昌
白
g
巳
。
ぢ
餌
一
Φ
の
成
立
を
経
済
史
の
方
か
ら
説
明
し
た
。

た
だ
こ
の
場
合
、
商
人
が
そ
の
主
体
性
の
竜
と
に
ど
の
よ
う
に
手
工

業
者
を
把
握
し
て
行
っ
た
か
。
商
人
の
自
由
と
市
民
の
自
由
と
都
市

の
自
由
の
結
合
、
即
ち
地
縁
共
同
体
と
し
て
の
自
治
都
市
の
成
立
が
、

ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
過
程
を
経
て
成
立
し
た
か
は
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
。
我
々
の
問
題
は
、
し
か
し
こ
の
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
ピ
レ
ン
ヌ
な
ど
の
説
を
う
け
つ
ぎ
つ
つ
、
法
制
史
の
立
場
か
ら
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
点
を
明
確
に
し
た
の
が
、
H
・
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ
で
あ
っ
た
。
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

学
説
に
対
し
て
も
勿
論
諸
種
の
批
判
は
な
し
得
る
が
、
や
は
り
そ
の

立
論
と
裏
づ
け
の
実
証
性
は
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
が
認
め
た
よ
う
に
「
見

渡
し
の
利
か
ぬ
ほ
ど
下
放
に
存
在
し
た
古
い
文
献
は
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
克
服
さ
れ
、
そ
の
価
値
を
失
う
」
程
に
至
ら
し
め
た
。
荘
園
法
人
、

農
村
共
同
体
説
、
市
場
下
説
な
ど
の
「
古
い
理
論
は
も
う
二
言
す
る

必
要
は
な
く
」
、
　
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
は
「
全
理
論
を
新
し
い
基
礎
の
上

に
置
く
塁
つ
寵
」
と
ま
で
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ
の
基
本
的
見
解
は
こ
う
で
あ
る
。
彼
は
複
雑

を
極
め
る
中
部
ヨ
ー
ロ
ヅ
。
ハ
の
都
市
の
展
開
活
動
の
中
か
ら
、
自
治

都
市
成
立
の
典
型
を
示
す
も
の
と
し
て
ニ
ー
ダ
ー
フ
ラ
ソ
ケ
ソ
地
方

i
ラ
イ
ン
・
セ
ー
ヌ
両
河
間
の
地
域
一
を
え
ら
び
出
し
た
。
こ

の
地
方
に
は
十
一
世
紀
か
ら
何
れ
も
古
い
司
教
都
市
に
隣
接
し
て

－
大
体
は
場
末
の
地
域
一
新
し
い
移
住
者
の
地
域
が
急
速
に
発
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展
す
る
。
そ
れ
は
農
民
の
間
に
社
会
的
分
業
が
発
生
し
、
農
民
の
地

位
が
あ
る
程
度
向
上
す
る
と
共
に
、
商
人
と
手
工
業
者
が
続
友
と
移

住
を
は
じ
め
た
こ
と
に
基
く
。
全
く
新
し
い
基
本
的
な
変
化
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヤ

こ
の
新
地
域
の
住
民
た
ち
は
、
そ
の
周
辺
に
城
壁
を
作
り
、
都
市
領

塾
ー
ー
司
教
と
掛
恥
案
、
そ
の
地
域
の
住
民
が
；
の
蜘
跡
蜘
跡
伽

を
形
成
す
る
に
至
夢
、
防
備
・
裁
判
・
租
税
の
自
主
権
を
獲
得
し
、

国
王
か
ら
自
治
特
権
を
得
た
。
こ
の
運
動
の
指
導
者
と
な
っ
た
の
は

商
人
、
し
か
竜
比
較
的
少
数
の
遠
距
離
通
商
の
大
商
人
達
岡
Φ
き
裁
亭

＆
①
び
司
Φ
旨
騨
窪
ゆ
Φ
暮
⑱
で
あ
る
。
彼
等
は
次
の
二
点
に
お
い
て
手

工
業
を
指
導
支
配
す
る
力
を
持
つ
だ
。
第
一
に
は
遠
距
離
通
商
に
依

存
す
る
度
合
の
比
較
的
強
か
っ
た
当
時
は
流
通
過
程
の
掌
握
が
強
い

支
配
力
を
持
つ
。
第
二
に
は
商
人
は
他
国
人
と
く
に
他
国
の
権
力
と

の
交
渉
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
過
程
に
団
体
組
織
力
な
ど
の
政
治
訓
練

が
な
さ
れ
る
が
手
工
業
者
は
そ
れ
を
全
く
欠
く
か
ら
で
あ
る
。
商
人

は
こ
う
し
て
一
定
地
区
内
の
住
人
－
手
工
業
者
も
ふ
く
ん
で
、
都

　
　
ら
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

市
の
フ
ェ
！
デ
を
禁
止
し
、
　
相
互
扶
助
を
な
す
誓
約
団
体
国
ご
σ
q
甲

昌
。
の
の
①
詳
ω
o
財
≦
窪
α
q
魯
◎
の
の
①
昌
を
作
っ
た
。
そ
れ
は
商
人
ギ
ル
ド
と
手

工
業
者
三
更
に
は
そ
の
ギ
ル
ド
の
前
者
の
主
体
性
の
電
と
に
お
け
る

結
合
で
あ
る
。
こ
こ
に
商
人
ギ
ル
ド
と
い
う
属
人
的
結
合
が
拡
大
さ

れ
、
地
縁
結
合
に
基
く
都
市
共
同
体
が
、
市
場
法
よ
り
都
市
法
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

そ
し
て
市
民
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
基
本
路
線
は
地
域
と
歴
史
的
特
殊
性
に
基
き
種
々
な
偏
差
を

持
つ
。
こ
の
プ
ラ
ニ
…
ツ
の
解
釈
は
実
証
を
基
盤
と
は
す
る
が
、
や

は
り
一
つ
の
理
想
類
型
で
あ
る
が
故
に
、
ど
の
よ
う
な
都
市
で
も
、

そ
れ
に
完
全
に
一
致
す
る
と
い
う
訳
に
行
か
な
い
の
が
当
然
で
あ
る
。

だ
か
ら
本
論
の
よ
う
な
類
型
追
求
に
お
い
て
そ
の
不
一
致
点
を
一
女

あ
げ
つ
ら
う
の
は
無
意
味
に
ち
か
い
。
以
下
私
は
こ
の
原
型
に
基
き
、

ま
ず
そ
の
型
の
時
間
帥
発
展
H
変
型
を
想
定
し
、
更
に
そ
れ
を
一
応

ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
的
基
本
と
し
、
イ
ギ
リ
ス
型
と
イ
タ
リ
ア
型
変

形
と
対
比
さ
せ
て
見
た
い
。

①
ロ
ー
マ
と
闘
争
し
た
エ
ト
ル
ス
キ
ー
も
強
大
で
あ
っ
た
が
、
ロ
ー
マ
と

　
は
質
の
異
な
る
大
権
力
で
は
な
く
、
や
は
り
一
つ
の
部
族
国
家
と
し
て
、

　
そ
の
点
ロ
ー
マ
対
等
の
権
力
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ

　
れ
ば
、
古
代
統
一
国
家
権
力
は
こ
の
都
市
独
立
権
力
の
否
定
の
上
に
展
附

　
す
る
。
　
中
世
都
市
の
自
由
獲
得
の
運
動
は
し
か
し
封
建
権
力
i
封
建
国

　
家
と
の
関
連
の
上
に
展
開
す
る
。
都
市
の
う
ご
き
は
正
に
こ
の
点
の
理
解

　
の
上
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
出
●
嵐
二
審
δ
り
U
Φ
邑
ω
壁
跨
Ω
Φ
ω
切
O
げ
①
⇔

　
竃
博
8
す
犀
①
同
ω
．
↑
Φ
心
。
◎
ω
・
b
o
刈
ω
。

②
　
都
市
を
村
落
共
同
体
か
ら
進
化
し
た
と
す
る
マ
ウ
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
な

　
見
地
に
立
つ
。
ベ
ロ
ウ
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
○
．
く
●
切
Φ
ざ
奄
の
諸
論
文
、
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中
で
も
U
寄
目
馨
ω
器
げ
質
口
σ
Q
α
Φ
邑
O
Φ
艮
ω
o
び
Φ
け
ω
什
9
恥
黄
Φ
鑓
①
ぎ
鳥
①
一
〇
Q
Q
。
㊤
．

　
ベ
ロ
ウ
は
都
市
共
同
体
を
農
村
共
同
体
の
発
展
し
た
も
の
と
考
え
、
城
外

　
の
共
同
放
牧
地
を
外
の
共
有
地
似
ロ
の
ω
Φ
巴
①
》
一
事
Φ
⇔
侮
①
、
　
通
路
、
公
共
広

　
場
を
内
の
共
有
地
ヨ
⇔
角
①
》
昌
ヨ
①
邑
①
と
す
る
。
宮
下
孝
吉
「
ヨ
ー
ロ

　
ッ
パ
に
お
け
る
都
市
の
成
立
」
　
昭
2
8
、
七
二
頁
参
照
。

③
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
増
田
四
郎
「
西
欧
市
畏
意
識
の
形

　
成
」
　
（
既
出
）
参
照
。

④
蜜
舞
妻
①
げ
Φ
ひ
8
．
9
ひ
。
ω
』
卜
。
。
。
●
尚
三
二
α
欝
ω
9
閑
ρ
》
壽
①
日
巴
¢
①

　
タ
N
罵
房
。
げ
勲
ヰ
ω
σ
q
①
の
。
ぼ
。
げ
け
①
α
①
の
竃
搾
富
㌶
犀
①
戦
9
同
Φ
卜
⊃
蔭
●
G
α
●
卜
⊃
瓜
N
で
は

　
そ
の
定
義
は
不
明
確
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
都
市
共
同
体
を
「
経

　
済
的
な
意
味
で
共
同
体
の
最
高
度
に
組
織
化
さ
れ
た
形
態
こ
そ
即
ち
都
市

　
で
あ
る
」
と
強
調
す
る
。

⑤
周
知
の
如
く
、
臼
α
口
巳
ρ
Ω
o
目
Φ
ヨ
ω
畠
p
津
信
．
○
Φ
の
Φ
房
。
冨
坤
で
は

　
近
代
国
家
は
O
①
ω
①
房
冨
酔
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
国
家
契
約
説
の
上
に
立

　
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
近
代
国
家
を
何
時
の
時
代
で
も
全
く
契
約
社
会

　
と
見
る
立
場
は
当
然
不
可
で
あ
ろ
う
。

⑥
国
μ
け
①
ジ
。
℃
・
9
貯
田
巳
①
詳
ρ
け
σ
q
な
ど
参
照
。

⑦
H
’
｝
囚
。
ω
目
ぢ
路
ざ
○
Φ
ω
o
ぼ
。
げ
五
号
ω
竃
糞
9
鉱
審
謎
し
り
q
。
。
ω
』
O
S

⑧
出
・
国
屋
⇔
β
Φ
が
フ
ラ
ン
ド
ル
都
市
に
お
い
て
認
め
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同

　
様
の
意
識
に
立
ち
更
に
イ
タ
リ
ア
都
市
に
お
い
て
結
論
づ
け
全
ヨ
ー
ロ
ッ

　
パ
的
視
野
の
も
と
に
商
人
の
活
動
を
中
世
社
会
の
展
開
を
も
、
た
ら
し
た
重

　
要
な
要
因
と
考
え
る
ω
帥
℃
O
臣
の
最
近
の
研
究
、
と
く
に
い
Φ
蓬
蓬
触
。
げ
P
昌
α

　
騨
巴
δ
P
p
鐸
竃
。
団
⑦
⇔
》
σ
q
①
お
切
b
。
は
注
日
を
要
す
る
。

⑨
耐
労
H
凶
器
℃
寓
巴
δ
＜
巴
9
㎡
δ
ρ
や
器
箪

⑩
　
ブ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
の
主
要
薯
作
は
出
9
⇔
ω
℃
冨
昌
博
斜
U
δ
α
①
三
の
O
犀
Φ

　
ω
邸
α
け
一
葉
鼠
騨
8
ご
詳
Φ
邑
く
O
昌
α
①
目
円
α
日
①
円
N
Φ
緯
ぼ
ω
N
賃
α
Φ
P
N
ρ
め
躊
－

　
閃
p
導
覧
Φ
縫
目
㊤
課
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
綜
合
的
の
概
説
書
で
あ
り
、
彼

　
の
学
説
の
基
本
は
、
　
N
O
騨
ω
O
げ
ユ
津
q
Φ
擁
ω
帥
ぐ
麟
昌
甲
ω
江
噛
ε
β
σ
q
慧
H
園
甲

　
O
算
ω
σ
q
①
ω
O
露
O
ぽ
①
・
○
Φ
目
ヨ
9
郎
『
江
。
。
O
犀
①
》
葺
①
臨
⊆
昌
σ
q
（
以
下
こ
の
雑
誌
を

　
N
謄
ω
厚
く
．
夘
●
O
・
O
》
。
と
略
称
）
に
発
表
さ
れ
た
ヨ
部
作
子
9
鼠
目
節
P
甲

　
α
q
臨
q
Φ
穿
ω
薮
黛
δ
9
お
短
α
σ
q
Φ
口
8
ω
Φ
昌
ω
o
げ
餌
類
営
艮
①
α
Φ
鳳
轟
口
口
ω
o
げ
①
p

　
ω
什
9
3
舞
Φ
一
琶
昌
．
に
●
這
●
闘
F
切
P
①
O
℃
団
巴
偉
び
α
q
Φ
ω
o
ぼ
。
冥
Φ
α
窪
α
①
ロ
酔
甲

　
o
び
Φ
昌
ω
3
臼
脳
×
一
図
H
匂
F
切
α
●
⑰
ω
●
U
δ
創
①
9
ω
o
げ
①
ω
寅
鼻
ぴ
q
①
巨
①
冒
α
①
・

　
切
騨
①
F
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
何
れ
も
、
十
一
、
商
工
世
紀
前
後
の
都

　
市
の
成
立
期
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。

⑪
例
え
ば
同
・
図
け
け
①
弾
（
前
出
）
の
劉
Φ
郎
Φ
お
誤
筈
Φ
冨
揖
N
霞
○
Φ
ω
。
ぴ
㍗

　
o
ぽ
①
仙
Φ
ω
u
o
a
芝
似
の
8
母
8
蝉
δ
9
窪
ω
賦
騨
≦
Φ
ω
窪
巴
日
芝
葺
駄
巴
8
戦
●

　
＜
冨
。
げ
賊
’
惣
民
ω
o
N
・
⊆
●
毒
ぜ
σ
切
巳
麺
津
ω
α
q
①
ω
o
劉
ω
Q
◎
矯
お
お
℃
ω
．
劇
。
◎
～
①
①
4

　
α
Φ
誘
Φ
子
9
司
邑
⇔
げ
㈹
霧
。
ぼ
。
耳
Φ
似
①
賎
①
¢
巴
o
O
藻
ω
o
げ
Φ
u
ω
窮
騨
．
お
朝
も
Q
．
ω
●

　
同
ω
。
。
睦
．
に
見
ら
れ
る
商
人
の
共
同
体
（
ギ
ル
ド
）
と
自
重
共
同
体
と
の
一

　
致
に
関
す
る
「
性
急
な
プ
ラ
ー
二
・
ッ
ッ
の
一
致
」
の
推
定
に
対
し
て
の
批

　
判
等
。
し
か
し
史
料
に
現
わ
れ
る
時
代
の
商
人
は
都
市
貴
族
と
な
っ
て
厨

　
る
。
こ
の
都
布
貴
族
の
中
に
商
人
出
身
で
な
い
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
と

　
い
う
こ
と
で
、
こ
の
ピ
レ
ン
ヌ
の
よ
う
な
推
論
の
基
本
を
ゆ
る
が
し
た
こ

　
と
に
は
な
ら
な
い
。

⑫
出
・
竃
葺
虫
ρ
∪
①
暮
の
。
び
Φ
国
①
o
窪
ω
σ
q
Φ
ω
o
ぼ
。
ぽ
9
這
総
邦
訳
世
良
晃

　
四
郎
訳
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
二
九
八
頁
（
以
下
筈
葺
。
冨
訳
欝
と
略
称
）
。

⑱
　
プ
ラ
ー
ニ
ヴ
ツ
の
最
も
重
要
な
基
本
線
を
呈
示
し
た
論
文
は
注
⑩
の
第
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一
論
文
で
あ
る
が
、
こ
の
要
説
は
、

第
三
論
文
に
し
た
が
っ
た
。

そ
れ
を
拡
大
し
た
比
較
的
概
論
的
な

三
　
都
市
社
会
の
変
化

　
十
一
・
二
世
紀
に
成
立
し
た
都
市
共
同
体
（
都
市
自
治
体
）
は
、
十

三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
至
っ
て
都
市
組
織
の
発
展
と
都
市
内
部
の

社
会
関
係
に
お
い
て
顕
著
な
展
開
を
と
げ
る
。
一
般
に
余
り
注
目
さ

れ
て
い
な
い
こ
の
変
化
は
、
し
か
し
大
変
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
之
私
は
思
う
。
そ
の
変
化
の
基
本
的
方
向
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

　
第
一
、
十
三
世
紀
頃
か
ら
、
都
市
は
一
つ
の
法
人
格
を
獲
得
し
、

都
市
自
体
が
独
立
の
行
為
主
体
と
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
都
市
の
ゲ
ノ

ッ
セ
ソ
シ
ャ
フ
ト
か
ら
ケ
ル
ペ
ル
シ
ャ
フ
ト
へ
の
移
行
と
い
う
現
象
で

あ
る
。
　
「
こ
れ
と
同
時
に
全
会
一
致
の
原
理
は
多
…
数
決
の
原
理
に
よ

っ
て
お
き
代
え
ら
れ
、
都
市
の
内
部
に
は
今
や
政
党
や
派
閥
が
形
成

さ
れ
る
に
至
っ
た
。
最
後
に
政
治
的
領
域
と
私
的
領
域
が
区
別
さ
れ
、

か
く
し
て
都
市
に
お
い
て
最
初
に
、
私
的
領
域
の
保
護
の
た
め
に
自

由
権
の
観
念
が
発
展
し
始
め
た
」
。
　
こ
の
こ
と
は
都
市
の
支
配
が
、

商
人
層
一
般
で
な
く
益
女
少
数
の
商
人
の
手
に
移
り
、
そ
の
商
人
が
、

政
治
家
化
し
商
人
の
支
配
は
公
的
な
支
駕
と
な
り
、
支
配
組
織
が
整

備
さ
れ
、
市
民
大
会
が
開
か
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
市
参
事
会
・
警
．

察
の
権
限
と
市
民
掌
握
の
能
力
が
合
理
化
さ
れ
て
被
支
配
者
の
服
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
義
務
が
明
確
化
さ
れ
法
文
的
に
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
こ
の
現
象
は
次
の
よ
う
な
社
会
関
係
の
展
開
か
ら
生
れ
た
と
推
定

し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
自
治
成
立
の
当
初
の
段
階
に
当
っ
て
は
、

商
人
層
の
優
位
が
そ
の
政
治
的
指
導
権
を
握
ら
せ
た
の
で
あ
る
が
、

商
人
は
次
第
に
生
産
の
統
制
・
支
配
の
方
向
に
進
み
、
イ
タ
リ
ア
な

ど
を
一
方
の
極
点
と
し
て
見
れ
ば
手
工
業
者
の
独
立
性
を
奪
っ
て
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

屋
制
生
産
を
展
開
さ
せ
て
行
く
。
自
治
体
成
立
当
初
は
、
一
応
平
等

な
参
政
権
が
誇
示
さ
れ
、
市
民
の
全
体
会
議
が
都
市
の
最
高
決
定
機

関
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
権
は
次
第
に
、
少
数
商
人
の
み
が
選
挙
権

を
持
つ
都
市
参
事
会
の
手
に
移
行
す
る
。
こ
こ
に
第
二
次
的
な
階
級

関
係
が
明
確
化
し
て
来
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
商
人
の
支
配
が
、

支
配
機
構
と
組
織
の
体
系
化
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
問
屋
制
生
産
の
展
開
は
、
大
都
布
と
し
て
遠
距
離
通
商
が
あ
る
程

度
の
特
産
品
生
産
を
と
も
な
う
場
合
に
、
特
に
毛
織
物
や
麻
織
物
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

産
の
場
合
に
早
く
か
ら
明
確
に
現
わ
れ
る
。
こ
れ
に
伴
い
そ
れ
ら
の

都
市
で
は
地
方
市
場
目
あ
て
の
工
業
生
産
が
展
開
し
同
様
な
結
果
を

　
⑤

生
む
。
こ
の
場
合
農
村
の
純
農
村
化
、
農
民
の
手
工
業
者
兼
業
が
禁
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止
さ
れ
、
農
村
は
都
市
へ
の
食
料
供
給
地
に
な
る
σ
原
料
供
給
地
が

周
辺
農
村
で
あ
る
場
合
は
、
農
村
は
都
市
へ
の
原
料
供
給
地
ま
た
は

婦
女
子
の
内
職
程
度
の
都
市
の
工
業
の
た
め
の
準
備
工
程
を
行
う
以

上
の
手
工
業
生
産
を
禁
止
さ
れ
、
　
都
市
に
隷
属
す
る
。
　
い
わ
ゆ
る

しd

i
P
8
①
蔚
の
設
定
と
そ
の
進
展
の
過
程
が
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
直
接
交
換
を
ふ
く
む
せ
ま
い
市
場
目
蓋
の
生
産
と

交
換
を
主
た
る
対
象
と
す
る
（
中
）
小
都
市
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

か
。
こ
こ
は
商
人
が
手
工
業
者
に
対
し
圧
倒
的
優
位
を
獲
得
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
小
都
市
の
商
人
は
大
（
申
）
都
市
の
商
人
の
系
列

の
中
に
加
え
ら
れ
そ
れ
に
従
属
す
る
と
い
う
過
程
を
と
る
の
で
は
な

い
か
。
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
都
市
法
族
の
生
成
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
業
網

の
成
立
と
一
致
し
て
こ
の
時
代
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
小
都
市

か
ら
大
都
市
へ
の
人
口
の
著
し
い
流
入
な
ど
は
こ
の
よ
う
な
都
市
間

の
、
し
た
が
っ
て
そ
の
支
配
者
で
あ
る
商
人
の
支
配
・
従
属
系
列
の

完
成
を
示
す
間
接
的
で
は
あ
る
が
一
つ
の
証
拠
と
な
る
の
で
は
な
い

④か
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
小
都
市
の
内
部
で
は
手
工
業
者
1
そ

の
都
市
の
存
立
の
基
盤
が
特
産
品
生
産
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
ば
な

い
限
り
一
の
独
立
性
は
比
較
的
保
持
さ
れ
易
く
、
し
た
が
っ
て
ツ

ン
フ
ト
闘
争
に
お
い
て
も
手
工
業
ギ
ル
ド
の
独
立
と
市
政
参
与
権
を

得
る
と
い
う
「
勝
利
」
を
占
め
る
可
能
性
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
方
向
は
、
市
場
の
狭
臆
な
当
時
の
商
業
か

ら
当
然
の
こ
と
と
し
て
生
産
の
独
占
と
制
限
を
ふ
く
み
、
手
工
業
者

と
の
闘
争
が
避
け
難
い
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
来
る
。
商
人
支
配
の

強
化
と
少
数
商
人
へ
の
支
配
権
力
の
集
中
の
過
程
に
お
い
て
い
わ
ゆ

る
ツ
ン
フ
ト
闘
争
が
こ
こ
に
「
荒
れ
狂
う
」
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が

第
二
の
現
象
で
あ
る
。
自
治
都
市
の
成
立
以
来
、
市
参
事
会
を
独
占

し
市
政
を
支
配
し
て
手
工
業
者
の
市
政
へ
の
発
言
を
封
じ
、
ツ
ン
フ

ト
強
制
を
通
じ
て
生
産
を
支
配
b
、
と
く
に
親
方
層
を
制
限
し
て
職

人
・
徒
弟
の
上
昇
の
道
を
ふ
さ
い
で
来
た
大
商
人
層
へ
の
不
満
が
爆

発
し
た
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
親
方
層
の
商

人
ギ
ル
ド
へ
の
加
入
は
自
由
で
あ
り
、
商
人
の
生
産
統
制
も
寛
容
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
は
販
路
の
全
課
さ
が
こ
の
よ
う
な
制
約
を
生

み
出
し
て
来
た
。
親
方
層
は
、
生
産
と
価
格
の
統
制
と
自
ら
の
商
品

を
自
由
に
販
売
で
き
ぬ
不
満
が
あ
る
。
職
人
・
徒
弟
は
親
方
層
に
な

れ
ぬ
不
満
と
さ
ら
に
下
層
労
働
者
と
し
て
の
絶
対
的
な
窮
乏
化
と
絶

え
ざ
る
失
業
一
完
全
失
業
と
周
期
的
な
失
業
一
賃
金
不
払
へ
の

憤
満
が
あ
る
。
　
「
共
同
体
間
分
業
」
が
強
化
さ
れ
農
村
の
手
工
業
者

は
既
述
の
如
く
独
立
の
手
工
業
者
へ
の
成
長
を
弾
圧
さ
れ
て
そ
の
点
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に
大
き
な
不
満
を
持
つ
。
こ
れ
が
市
政
参
与
へ
の
要
求
と
な
っ
て
爆

発
し
た
の
が
ツ
ン
フ
ト
闘
争
の
基
本
過
程
で
あ
る
こ
と
は
い
う
迄
も

な
い
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
、
第
一
に
手
工
業

者
の
同
業
諸
組
合
・
ッ
ソ
フ
ト
は
完
全
に
商
人
の
組
合
・
ギ
ル
ド
か

ら
分
離
し
て
独
自
な
組
合
と
な
り
、
第
二
に
市
参
事
会
は
商
人
と
共

に
こ
れ
ら
ツ
ン
フ
ト
の
代
表
者
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
者
の
過
程
に
関
し
ツ
ン
フ
ト
自
体
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

自
治
行
政
権
を
持
ち
裁
判
権
を
持
つ
に
至
っ
た
例
が
あ
り
、
後
者
に

関
す
る
場
合
に
は
、
市
参
事
会
は
全
く
ッ
ソ
フ
ト
単
位
で
購
成
さ
れ

　
　
⑨

る
例
が
、
ツ
ン
フ
ト
勢
力
の
伸
長
の
極
端
な
も
の
と
し
て
挙
げ
得
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
場
合
ツ
ン
フ
ト
闘
争
の
性
格
と
そ
の
勢
力
伸
長
の
度
合
は
各

地
域
各
都
市
に
よ
っ
て
様
々
な
姿
を
と
る
。
私
は
そ
れ
を
次
の
よ
う

に
鐘
す
べ
き
だ
と
考
え
て
翻
・
ツ
ン
フ
ト
闘
争
は
・
，
そ
の
忠

に
手
工
業
親
方
層
と
商
人
層
と
の
争
い
が
あ
レ
、
こ
の
点
に
お
い
て

問
屋
制
生
産
の
進
展
の
度
合
如
何
に
よ
っ
て
階
級
闘
争
と
し
て
の
性

格
を
ど
の
程
度
遙
持
つ
か
が
規
定
さ
れ
る
。
ま
た
逆
に
云
え
ば
、
問

屋
制
生
産
の
進
展
の
ど
の
よ
う
な
段
階
に
お
い
て
、
独
立
性
を
侵
奪

さ
れ
賃
労
働
者
化
さ
れ
よ
う
と
す
る
手
工
業
者
の
反
撃
が
な
さ
れ
た

か
が
、
そ
れ
を
決
定
す
る
・
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ド
ル
の
よ
う
に
そ
の

生
産
物
が
堂
々
面
的
性
格
を
強
く
持
ち
、
商
業
資
本
の
支
配
が
強
い

と
こ
ろ
で
は
、
手
工
業
者
に
抵
抗
す
る
心
な
く
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

よ
う
に
問
屋
制
生
産
の
順
調
な
展
開
を
見
る
が
、
生
産
都
市
で
手
工

業
者
の
画
竜
多
く
、
．
そ
の
反
抗
力
の
強
い
場
合
こ
の
闘
争
は
一

背
後
に
そ
の
地
位
の
劣
悪
さ
か
ら
た
え
ざ
る
触
発
状
況
に
あ
る
労
働

者
（
職
人
・
徒
弟
）
の
動
乱
を
ま
き
お
こ
し
、
そ
れ
と
か
ら
ん
で
1

激
烈
と
な
り
、
階
級
闘
争
と
し
て
の
性
格
を
強
く
持
つ
。
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
の
チ
ォ
ソ
ピ
一
揆
に
結
果
す
る
一
連
の
闘
争
過
程
は
そ
の
典
型

で
あ
る
。
し
か
し
結
果
的
に
は
、
商
人
層
の
勝
利
を
以
て
終
り
、
都

市
貴
族
化
－
商
人
化
し
た
貴
族
も
入
れ
て
1
政
治
家
化
し
、
利

子
生
活
者
・
地
主
化
し
た
商
人
又
は
大
商
人
の
寡
頭
政
治
が
実
現
す

る
。
フ
ラ
ン
ド
ル
の
都
市
領
主
の
支
配
、
イ
タ
リ
ア
の
貴
族
的
大
商

人
の
支
配
、
ハ
ン
ザ
同
盟
都
市
、
ケ
ル
ン
な
ど
の
前
貸
的
大
商
人
の

支
配
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
外
国
貿
易
が
優
越
し
、
手
工
業
生
産
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ

弱
い
所
で
は
、
手
工
業
者
の
参
加
が
す
く
な
く
、
旧
い
商
人
対
新
興

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

商
人
の
争
い
と
い
う
経
過
だ
け
で
終
っ
た
如
く
見
え
る
場
合
が
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
で
も
、
上
記
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
と
ジ
エ
ノ
ヴ
一
，
、
ハ
ソ
ザ
同

盟
都
市
の
一
部
は
そ
う
で
あ
る
。
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問
題
は
国
際
的
な
奢
修
品
取
引
の
比
重
が
す
く
な
く
、
必
需
品
的

な
地
方
市
場
目
的
の
商
晶
生
塵
を
行
う
都
市
、
い
わ
ば
人
ロ
エ
ー
一

　
　
　
　
　
　
⑪

万
程
度
の
中
都
市
を
中
心
と
す
る
ド
イ
ツ
都
市
群
に
典
型
的
に
現
わ

れ
る
現
象
で
あ
る
。
　
「
田
舎
の
小
都
市
で
は
ツ
ン
フ
ト
が
勝
利
を
占

　
⑫

め
た
。
」
そ
の
典
型
的
な
場
合
と
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
指
摘
す
る
よ

う
に
商
人
・
都
市
貴
族
と
手
工
業
者
の
妥
協
が
行
わ
れ
、
ツ
ン
フ
ト

の
独
立
・
代
表
の
市
参
事
会
参
与
と
い
う
形
で
終
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
と
き
ッ
ソ
フ
ト
を
代
表
し
て
市
参
事
会
に
出
た
も
の
は
、

も
　
　
へ

親
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ツ
ン
フ
ト
の
独
立
と
い
う
こ
と
は
、

生
産
品
の
販
売
、
原
料
の
仕
入
な
ど
に
商
人
の
支
配
か
ら
脱
す
る
こ

と
で
あ
る
。
　
イ
タ
リ
ア
で
は
親
方
自
認
Φ
ω
9
0
に
な
る
た
め
に
は
自

ら
が
、
直
接
生
産
し
な
い
こ
と
を
条
件
づ
け
ら
れ
た
例
が
あ
る
。
か

く
し
て
中
世
末
期
の
「
親
方
は
、
原
料
を
仕
入
れ
、
製
品
を
販
売
す

る
た
め
、
近
い
峨
々
の
地
方
、
近
く
の
町
や
年
市
に
出
か
け
、
度
々

長
期
閻
や
し
ば
ら
く
の
間
仕
事
場
を
離
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

う
し
て
、
親
方
が
、
各
々
の
職
場
で
、
仕
事
場
の
指
導
者
芝
Φ
弓
写

ω
隠
蟹
Φ
詳
①
目
で
あ
る
よ
り
、
企
業
家
d
暮
Φ
讐
①
げ
8
Φ
H
に
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
、
も
は
や
大
部
分
が
親
方
と
な
る
望
み
を
持
ち
得
な
い
職
人

徒
弗
層
と
の
間
の
分
裂
は
大
き
く
な
つ
緬
」
・
荒
故
ッ
ソ
フ
ト
闘

争
が
、
手
工
業
者
の
勝
利
ま
た
は
手
工
業
の
市
政
参
与
に
終
っ
た
と

こ
ろ
で
、
ツ
ン
フ
ト
闘
争
と
は
手
工
業
者
の
上
層
部
に
分
出
し
て
来

た
と
こ
ろ
の
生
産
を
直
接
支
配
す
る
商
人
化
し
つ
つ
あ
る
親
方
層
と
、

古
い
流
通
過
程
に
従
事
す
る
比
重
の
大
き
い
貴
族
化
し
た
商
人
と
の

争
い
で
、
そ
の
勝
利
と
は
前
者
の
支
配
に
外
な
ら
ず
、
結
局
中
（
小
）

工
業
都
市
も
商
人
層
の
支
配
を
結
果
し
た
。
た
だ
そ
の
商
人
の
性
格

に
手
工
業
者
の
「
敗
北
」
に
終
っ
た
都
市
と
の
異
り
が
見
ら
れ
る
と

い
う
に
過
ぎ
な
い
。
直
接
生
産
者
と
親
方
「
商
人
層
」
と
の
矛
盾
対

立
は
こ
の
結
果
で
は
何
等
解
決
さ
れ
な
い
。
不
安
と
窮
乏
に
満
ち
た

「
大
衆
」
・
直
接
生
産
者
の
反
抗
は
い
わ
ゆ
る
「
ッ
ソ
フ
ト
闘
、
争
」

と
か
ら
み
合
い
、
又
は
独
自
な
暴
動
と
し
て
ひ
ん
発
す
る
が
－
最

も
著
名
な
一
例
と
し
て
囚
巴
巳
9
δ
弓
市
の
パ
ン
焼
職
人
ス
ト
（
一
四
九

五
年
）
が
あ
る
一
そ
れ
は
そ
の
矛
盾
を
激
発
し
周
辺
の
村
落
の
手

工
業
生
産
を
圧
迫
す
る
と
い
う
結
果
を
生
ん
だ
だ
け
で
あ
り
、
こ
の

．
労
働
問
題
は
遂
に
中
世
末
期
に
何
の
解
決
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
の

　
　
⑭

で
あ
る
。

　
以
上
結
論
的
に
云
え
ば
、
ツ
ン
フ
ト
闘
争
は
都
市
内
の
階
級
分
化

の
過
程
に
現
わ
れ
、
遠
距
離
通
商
の
商
業
的
都
市
で
は
古
い
都
市
貴

族
と
新
商
人
、
生
産
的
都
市
で
は
商
人
と
、
商
人
化
し
よ
う
と
す
る
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親
方
層
の
争
い
が
中
心
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
基
本
的
矛
盾
は
な
く
、

上
に
は
対
都
市
貴
族
と
下
に
は
対
直
接
生
産
者
・
労
働
者
層
と
の
対

立
に
お
い
て
一
そ
れ
が
封
建
的
資
本
制
的
両
階
級
関
係
の
重
層
性
、

即
ち
都
市
貴
族
・
領
主
層
に
対
し
て
は
商
人
と
手
工
業
者
は
全
体
と

し
て
被
支
配
階
級
を
な
し
、
商
人
・
親
方
に
対
し
て
職
人
・
徒
弟
、

問
量
制
の
下
で
は
商
人
に
対
し
親
方
・
職
人
・
徒
弟
は
被
支
配
階
級

と
い
う
重
層
を
構
成
し
i
都
市
貴
族
・
領
主
と
商
人
・
親
方
両
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

配
者
間
の
妥
協
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
以
て
す
く
な
く
と
も
自
治
都
市
の
成
立
か
ら
、
ツ
ン
フ
ト

闘
争
を
経
た
中
世
都
市
の
発
展
の
歴
史
は
次
の
二
段
階
に
区
別
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
段
階
は
新
興
商
人
の
指
導
の
も
と

に
、
市
民
全
体
が
共
通
の
一
定
区
劃
内
に
住
む
こ
と
で
団
結
し
、
平

和
の
維
持
を
目
的
と
し
て
自
治
権
を
行
「
顕
し
て
行
っ
た
段
階
。
こ
こ

に
は
貧
富
の
差
、
身
分
的
差
異
は
あ
っ
て
も
、
商
人
と
手
工
業
者
、

親
方
と
職
人
・
徒
弟
の
間
に
搾
取
関
係
は
見
ら
れ
な
い
。
い
や
存
在

は
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
対
都
市
領
主
、
対
封
建
領
主
と
の
闘
争
に
お

　
　
あ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ
　
　
も

い
て
共
同
の
利
害
が
そ
れ
に
優
先
す
る
、
す
く
な
く
と
も
優
先
す
る

と
意
識
ざ
れ
た
。
第
二
の
段
階
は
、
問
屋
制
の
進
展
に
よ
り
、
手
工

業
者
が
そ
の
独
立
性
を
失
っ
て
賃
労
働
者
に
な
る
か
、
親
方
層
の
生

産
か
ら
の
遊
離
・
商
人
化
に
よ
り
、
資
本
制
生
産
関
係
が
、
一
多

分
に
封
建
的
関
係
を
残
し
つ
つ
1
明
白
に
な
っ
て
来
た
段
階
。
し

か
も
都
市
は
こ
の
新
し
い
関
係
を
う
み
つ
つ
、
自
治
は
組
織
化
さ
れ
、

都
市
自
治
体
は
法
人
格
を
備
え
る
に
至
る
。
こ
の
場
合
、
共
同
体
と

い
う
前
近
代
的
要
素
は
次
第
に
稀
薄
と
な
り
、
後
代
に
な
る
に
つ
れ

そ
の
自
治
は
行
政
自
治
だ
け
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
都
市
の
推
移
と
そ
の
上
部
権
力
と
の
関

係
、
そ
れ
に
基
く
上
部
権
力
構
造
の
変
化
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
都
市
の
変
化
に
対
応
・
関
連
す
る
農
村
の
変
化
は
ど
う
認

め
る
聡
き
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
の
第
四
節
に
お
い
て
、
農
村
の
変
化

を
展
望
し
、
第
五
節
に
お
い
て
都
市
と
権
力
の
関
係
を
見
、
そ
れ
を

い
く
つ
か
の
類
型
に
分
類
す
る
こ
と
を
試
み
よ
う
。
本
節
に
お
い
て

果
す
べ
き
で
あ
っ
た
英
独
伊
と
い
う
都
市
の
類
型
区
分
は
そ
こ
に
お

い
て
、
権
力
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

①
　
こ
の
展
開
を
も
つ
と
も
見
事
に
概
括
し
た
の
は
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
で
あ
ろ

　
う
。
以
下
こ
こ
で
は
k
ピ
試
騨
帯
㎞
の
”
∪
Φ
q
誘
。
ぴ
Φ
潟
Φ
o
鐸
の
α
q
Φ
の
。
『
o
酎
酔
9
◎
℃
．

　
o
罫
囚
餌
O
・
図
×
×
H
＜
及
び
℃
す
巴
欝
℃
∪
δ
U
Φ
三
の
。
げ
Φ
o
っ
け
9
α
轄
。
℃
．

　
鼠
叶
・
卜
3
’
臼
①
出
に
よ
り
つ
つ
概
説
を
こ
こ
ろ
み
る
。

②
　
竃
津
審
6
輸
笹
峯
．
訳
書
三
〇
七
頁
句
O
艮
ω
識
ω
O
犀
Φ
℃
Φ
吐
の
O
昌
と
し
て
の
都

　
市
の
組
織
に
関
す
る
整
序
さ
れ
た
見
解
は
経
済
史
家
よ
り
法
制
史
家
に
見
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ら
れ
、
と
く
に
匹
巴
レ
詳
舘
。
唱
．
o
罫
ω
・
卜
∂
8
融
●
は
こ
の
時
代
の
都
市
機

　
欝
に
関
す
る
集
大
成
。
更
に
市
参
事
会
の
機
構
の
完
成
等
に
つ
い
て
ほ

　
閏
臨
。
げ
し
d
Φ
o
犀
Φ
ひ
O
Φ
量
①
冒
蝕
一
〇
げ
Φ
ω
巴
び
ω
宕
興
零
巴
窪
昌
σ
q
・
同
．
↓
Φ
P
O
㍗

　
郎
β
画
N
燭
σ
Q
Φ
0
2
α
Q
Φ
ヨ
①
ぎ
臼
ざ
げ
①
＜
①
塊
器
。
α
質
ゆ
σ
q
詔
霧
。
ぼ
。
げ
け
ρ
お
塗
・
ω
●

　
『
O
や
ま
た
以
下
の
叙
述
に
は
国
．
b
d
①
o
匿
①
甜
三
三
ω
o
冨
坤
詔
Φ
ω
o
ぼ
。
馨
①

　
U
Φ
9
ω
o
げ
鼠
β
O
ω
ρ
し
d
繕
ピ
ω
●
帥
ω
幽
～
ω
α
O
か
ら
参
照
す
る
所
が
多
か
っ
た
。

　
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
十
三
一
五
世
紀
の
間
に
お
け
る
　
「
大
都
市
」
　
「
大
商

　
人
」
の
急
速
な
伸
長
と
社
会
関
係
の
変
化
、
政
治
と
の
関
連
を
最
も
よ
く

　
と
ら
え
た
叙
述
だ
と
思
う
。

③
④
　
ヒ
ロ
①
o
馨
Φ
ど
ま
蓋
し
U
Ω
・
回
。
6
鰺
．
ω
．
Φ
り
塗
も
つ
と
も
私
が
問
屋
制

　
と
い
う
の
は
毛
識
物
、
麻
織
物
、
武
器
、
造
船
、
葡
萄
酒
な
ど
の
特
産
品

　
生
産
の
場
合
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
他
の
場
合
は
商
人
の
手

　
工
業
老
統
制
と
い
っ
て
も
よ
い
。
弱
質
α
欝
ω
。
罫
0
繭
紬
Φ
8
蝕
昌
Φ
芝
㌣

．
房
。
冨
津
ω
σ
q
Φ
の
。
注
。
茸
①
鳥
Φ
ω
鼠
葺
三
巴
8
誘
量
一
紹
ト
な
ど
こ
の
時
代
－

　
或
は
す
．
こ
し
前
の
一
に
お
け
る
問
屋
制
生
産
は
例
外
と
し
か
認
め
て
い

　
な
い
が
（
ω
．
α
○
。
Q
O
）
問
屋
制
生
産
を
余
り
に
資
本
主
義
的
に
規
定
し
て
い

　
る
の
で
そ
れ
は
受
け
入
れ
難
い
。
も
っ
と
も
彼
は
大
中
小
都
市
を
以
て
す

　
る
流
通
網
の
完
成
を
十
蕊
一
十
五
世
紀
に
は
認
め
て
い
る
。
　
（
ω
・
㎝
＄
）

⑤
地
方
目
的
の
生
産
の
工
揚
制
へ
ま
で
の
伸
長
展
開
は
（
港
都
市
だ
け
で

　
な
く
）
遠
距
離
陣
通
壷
皿
の
拠
点
と
な
っ
た
「
大
都
市
」
に
お
‘
い
て
の
み
こ
の

　
五
代
に
は
先
ず
見
ら
れ
る
と
私
は
思
う
。

⑥
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
展
開
し
た
都
市
法
族
の
鐙
α
窪
8
ぼ
ω
獄
臼
－

　
隷
陣
Φ
昌
に
つ
い
て
は
勺
監
⇔
ぱ
N
・
O
℃
・
O
博
。
ω
●
Q
o
蔭
駆
。
参
照
。
都
市
法
鼓
と
は

　
大
都
市
の
自
治
都
市
の
法
を
自
己
の
都
市
が
真
似
て
自
治
権
を
入
れ
、
訴

　
厭
関
係
に
お
い
て
母
都
市
、
娘
都
市
の
開
係
に
入
る
こ
と
を
い
う
。
後
の

　
例
は
切
Φ
o
ぼ
Φ
r
o
や
・
9
r
ω
・
P
α
⑩
参
照
。

⑦
・
ッ
ソ
フ
ト
闘
争
を
特
に
そ
の
政
治
的
意
味
に
お
い
て
高
く
評
価
す
る
学

　
説
の
代
表
者
は
冒
ぢ
し
d
H
Φ
跨
四
⇔
o
で
あ
り
、
そ
れ
は
○
β
跨
①
霞
馨
。
艶

　
望
め
α
U
①
＜
①
ざ
日
日
①
艮
o
h
9
冠
即
p
め
α
固
目
①
○
見
齢
営
o
h
日
養
創
甲
φ
巳
。
ロ
ω
・

　
お
O
㎝
穿
障
O
鶴
膠
に
見
ら
れ
る
、
ま
ず
そ
れ
を
ρ
の
鴎
。
の
の
”
日
ぽ
①
○
律
α

　
《
①
肚
。
び
p
）
P
け
。
一
Q
Q
り
O
が
ブ
レ
ン
タ
ノ
の
説
を
特
に
英
国
に
適
用
で
き
な
い

　
と
し
て
、
以
下
諸
学
者
が
二
派
に
分
れ
て
論
争
を
く
り
か
え
し
た
。
た
だ

　
私
は
こ
の
論
争
を
そ
れ
が
た
ど
っ
た
過
程
で
見
る
よ
う
な
ツ
ン
フ
ト
闘
争

　
が
成
功
を
お
さ
め
た
か
否
か
の
点
で
、
経
過
さ
せ
る
だ
け
で
は
余
り
意
味

　
が
な
い
と
思
う
。
ツ
ン
フ
ト
闘
争
の
諸
性
格
を
そ
の
個
々
の
持
つ
社
会
的

　
諸
関
係
と
関
連
さ
せ
て
性
格
づ
け
る
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
り
、
そ

　
れ
か
ら
全
体
的
歴
史
評
価
に
及
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑧
「
彼
ら
は
独
立
し
た
政
府
を
持
ち
、
彼
ら
の
商
売
に
関
し
て
は
独
立
し

　
た
裁
判
権
を
も
つ
て
い
た
」
し
d
巴
Φ
艮
①
U
ρ
O
℃
・
9
け
。
心
」
円
Q
Q
．
寓
詳
8
δ
●
訳
書

　
露
〇
六
頁
。
ツ
ン
フ
ト
総
会
認
。
茜
Φ
け
の
O
吐
9
0
げ
。
が
そ
の
自
治
機
関
で
あ

　
つ
た
。
又
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
ッ
ソ
フ
ト
（
ア
ル
テ
）
独
自
な
裁
判
権

　
を
持
ち
、
同
時
に
警
察
権
も
所
有
し
、
成
員
は
そ
の
旗
の
も
と
に
軍
役
す

　
る
義
務
を
持
つ
（
そ
れ
が
合
し
て
市
民
兵
と
な
る
）
よ
う
な
独
立
的
権
能

　
を
持
つ
。
組
備
献
的
な
ッ
ソ
フ
ト
総
ム
瓜
は
凹
兄
ら
れ
な
い
が
、
ア
ル
テ
は
大
体

　
に
お
い
て
ア
ル
テ
の
O
o
¢
⇔
o
博
（
聴
①
O
醇
O
暁
①
o
◎
）
を
持
ち
、
独
自
な
立
場
か

　
ら
諸
統
制
を
行
っ
た
。
　
ρ
ω
。
の
暮
昇
ぼ
9
0
0
ω
ぽ
昌
。
伽
Φ
．
ζ
①
費
o
r
℃
彗
①
邑

　
弓
9
貫
冨
Φ
嵩
。
。
O
～
置
①
野
馳
〇
ω
。
。
●
渉
宕
①
口
写
諸
く
H
H
．
8
げ
①
跨
同
自
参
照
。

　
と
く
に
そ
の
組
織
に
つ
い
て
は
鳴
．
卜
⊃
刈
ω
団
。
問
題
は
こ
の
ツ
ン
フ
ト
裁
…
判
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剛倹市都世
・
中

　
パ

　
ツ

　
ロ

　
一

　
ヨ

　
が
強
化
さ
れ
る
方
に
進
む
か
、
商
業
ギ
ル
ド
の
裁
覇
権
が
そ
の
上
級
の
都

　
市
裁
判
権
に
ま
で
上
昇
、
そ
れ
ら
を
圧
倒
す
る
方
向
を
持
つ
か
で
あ
る
。

⑨
竃
鋒
鼠
9
訳
書
三
〇
六
頁
。

⑩
　
こ
の
整
理
は
国
¢
嵩
ω
O
げ
Φ
ひ
諺
漏
σ
q
Φ
目
Φ
ぼ
①
嶺
貯
叶
ω
O
げ
P
坤
ω
α
q
①
ω
α
欝
O
窪
O

　
に
見
ら
れ
る
が
、
増
田
・
宮
下
・
高
村
・
小
松
・
五
島
「
西
洋
経
済
史
」

　
有
斐
閣
昭
和
3
0
上
巻
の
宮
下
孝
吉
氏
の
執
筆
に
か
か
る
一
五
九
頁
の
整

　
理
が
も
っ
と
も
適
切
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
も
っ
と
論
理
的
に
分

　
類
し
て
見
た
い
。
以
下
の
本
文
は
そ
れ
故
私
の
整
理
で
あ
る
。

⑪
　
こ
の
・
甲
都
市
と
い
う
規
定
は
ベ
ヒ
テ
ル
に
従
う
。
　
国
。
b
ご
Φ
o
犀
審
一
》
≦
甲

　
属
の
。
げ
鉱
お
α
q
①
ω
o
ぼ
。
罫
①
U
Φ
欝
ω
o
匡
簿
β
α
ω
し
d
9
8
●
お
α
一
◎
ω
●
卜
⊃
呂
隔
・
彼

　
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
人
ロ
ー
0
万
以
上
の
大
都
市
1
2
1
1
5
、
2
1
1
万
の
中

都
喪
1
2
・
、
人
旱
－
二
千
の
小
都
轟
、
人
・
m
－
㎜
の
極
小
町
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
千
八
菖
を
挙
げ
て
い
る
。

⑫
宮
下
孝
吉
上
掲
戴
皇
五
九
頁
、
こ
の
場
合
小
都
市
と
い
わ
れ
て
い
る

　
の
は
、
中
・
小
都
市
で
余
り
小
さ
い
も
の
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

⑬
じ
d
①
9
琶
℃
β
鼻
・
ω
』
。
。
①
噛
．

⑭
笹
5
ω
●
b
⊃
8
晒
こ
の
手
工
業
労
働
者
の
問
題
は
、
社
会
的
分
業
が
進

　
行
し
、
都
市
の
手
工
業
労
働
者
が
、
そ
れ
以
外
に
生
活
を
充
足
す
る
手
段

　
を
持
た
ず
全
く
手
工
業
の
み
に
依
存
す
る
も
の
が
、
都
市
内
で
大
き
い
比

　
重
を
し
め
る
に
至
る
と
極
度
の
矛
盾
状
態
に
達
す
る
。
（
貯
置
）
私
が
申
都

　
市
を
挙
げ
た
の
は
そ
れ
故
で
あ
る
。

⑯
　
都
二
巾
の
こ
の
よ
う
な
変
化
を
も
つ
と
も
よ
く
示
し
た
邦
語
文
献
は
、
望

　
月
溶
司
「
巾
世
ロ
シ
ュ
ト
ッ
ク
市
の
手
工
業
者
闘
争
i
H
・
ベ
ル
ニ
ッ
ト

　
『
ロ
シ
ュ
ト
ヅ
ク
市
史
』
朝
禰
介
」
慮
り
修
議
く
学
監
醐
碓
軍
お
号
で
あ
る
。

四
　
農
村
及
び
小
都
市
の
変
化

　
都
市
の
如
上
の
構
造
の
変
化
は
、
当
然
農
村
社
会
の
変
化
に
対
応

し
て
、
正
確
に
い
う
な
ら
農
村
の
変
化
を
基
軸
と
し
て
、
行
わ
れ
来

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
数
年
間
私
た
ち
が
行
っ

て
い
る
農
村
共
同
体
の
共
同
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
こ
の

よ
う
な
農
村
の
時
間
的
経
過
に
お
け
る
変
容
過
程
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が

ら
で
も
大
観
し
得
る
ま
で
に
は
．
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
な
さ
れ
る

た
め
に
は
尚
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
個
別
研
究
が
つ
み
重
ね
ら
れ
、

そ
の
紹
介
と
我
々
の
視
角
よ
り
す
る
研
究
が
加
わ
っ
て
の
ち
は
じ
め

　
　
　
　
　
　
　
①

て
可
能
で
あ
ろ
う
。
私
は
ヒ
こ
で
は
、
む
し
ろ
都
市
か
ら
の
推
定
を

基
礎
に
し
て
、
農
村
共
同
体
を
標
尺
に
し
つ
つ
、
極
め
て
大
胆
粗
雑

で
あ
る
が
一
つ
の
展
望
を
試
み
て
み
よ
う
。

　
か
つ
て
ベ
ロ
ウ
は
都
市
共
同
体
の
農
村
共
同
体
よ
り
の
発
生
説
を

主
張
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
は
批
判
が
あ
っ
た
。
そ
の
理
論
構
成

は
と
に
か
く
、
史
料
の
操
作
に
問
題
が
あ
る
つ
即
ち
、
農
村
共
同
体

の
存
在
と
そ
の
構
造
が
、
ヴ
紳
ノ
イ
ス
テ
ユ
ー
マ
ー
な
ど
か
ら
、
あ
る

程
度
明
確
に
指
摘
さ
れ
分
析
さ
れ
る
の
は
、
大
体
十
三
・
四
世
紀
以

後
の
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ロ
ウ
の
農
村
共
同
体
の
推
定
は
こ
こ
か
ら
出
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て
い
る
。
と
こ
ろ
が
都
市
共
同
体
自
治
は
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
十

一
世
紀
末
か
ら
急
速
に
展
開
成
立
し
て
い
る
。
都
市
共
同
体
が
農
村

共
同
体
に
起
源
を
も
つ
と
す
る
な
ら
、
す
で
に
そ
れ
以
前
に
、
十
三
・

四
世
紀
に
見
ら
れ
る
の
と
同
様
な
農
村
共
動
体
が
存
在
し
な
け
れ
ば

　
　
　
②

な
ら
な
い
。
し
か
し
正
に
こ
の
間
に
こ
そ
、
農
村
は
大
開
墾
や
漏
斗

利
用
、
型
・
な
ど
の
改
良
に
よ
っ
て
著
し
く
生
産
力
を
高
め
、
黒
死
病

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
よ
る
農
民
の
大
量
死
亡
、
農
民
反
乱
な
ど
の
大
事
件
が
重
な
っ
て
、

ヴ
ィ
リ
カ
テ
ィ
オ
ソ
制
の
全
面
的
後
退
が
行
わ
れ
そ
の
相
貌
を
一
変

し
て
い
る
筈
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
変
化
が
如
何
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
一

般
的
・
具
体
的
に
明
確
化
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
私
は
こ
こ
で

は
次
の
点
だ
け
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
十
二
世
紀
前
後
に
お
い
て
、

一
方
で
は
古
い
自
由
農
民
層
に
も
領
主
、
と
く
に
分
散
領
地
を
持
つ

領
主
で
は
な
く
、
　
一
円
的
軍
規
権
を
持
つ
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
、
裁
判
領

主
、
城
主
。
げ
脚
翠
黛
。
ぽ
の
支
配
が
及
ん
で
行
く
過
程
が
進
行
し
て
、
一

方
に
は
奴
隷
的
農
罠
層
の
耕
地
保
有
農
へ
の
上
昇
が
あ
っ
て
、
　
一
般

農
奴
層
が
形
成
さ
れ
た
、
と
い
え
な
く
て
も
、
そ
の
傾
向
が
現
わ
れ

て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
十
四
世
紀
以
後
に
お
い
て
は
、
直
営

地
の
減
少
と
物
・
金
納
の
進
展
に
よ
っ
て
農
民
層
の
地
位
向
上
が
認

め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
今
度
は
農
民
相
互
の
間
に
お
け
る
階
層
分

化
が
著
し
く
進
ん
で
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い

ろ
い
ろ
の
角
度
か
ら
も
い
え
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
一
応
共
同
体
規
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
面
か
ら
考
え
て
見
よ
う
。
十
四
世
紀
以
後
の
農
村
共
同
体
は
マ
ル

ク
ス
の
指
摘
す
る
如
く
共
同
体
の
実
質
的
意
義
を
喪
失
し
て
著
し
く

規
制
的
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
農
民
層
は
単
に
富

　
　
　
　
　
　
！

農
・
貧
農
の
区
別
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
支
配
と
被
支
配
・
搾
取
と

被
搾
取
の
階
級
関
係
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
地
主
・
小
作
の
関

係
か
農
業
資
本
象
・
農
業
労
働
者
の
関
係
か
否
か
は
判
明
せ
ず
、
地

域
差
が
著
し
い
と
は
い
え
、
農
地
や
立
木
な
ど
の
共
同
体
農
民
の
先

買
梅
…
や
商
品
（
農
業
及
び
工
業
生
産
）
　
が
共
同
体
を
通
じ
て
の
み
盛
冗
却

、
さ
る
べ
き
規
定
、
或
は
賃
労
働
の
対
象
が
先
ず
共
同
体
内
に
限
定
さ

れ
且
そ
の
賃
銀
額
が
制
限
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
事
実
を
知
り
得
る
が
、

そ
れ
ら
は
明
ら
か
に
階
級
関
係
の
存
在
の
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。

農
村
共
同
体
は
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
分
解
の
性
格
の
如
何

を
問
わ
ず
、
階
層
分
解
し
つ
つ
あ
る
農
村
社
会
関
係
の
維
持
確
保
の

手
段
で
あ
り
、
そ
れ
は
村
落
裁
判
に
よ
り
共
同
体
規
制
に
反
す
る
も

の
は
村
独
自
の
立
場
か
ら
処
断
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
保
た
れ
て
い

た
と
い
攣
る
。
こ
の
場
合
共
同
体
の
支
配
権
を
農
民
が
握
る
と
い
う

20　’ i460）
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こ
と
は
、
正
に
こ
の
新
し
い
分
解
の
方
向
を
促
進
さ
せ
る
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
農
民
層
の
最
下
底
に
は
殆
ん
ど
或
は
全
く
保
有
地

を
持
た
ず
再
生
産
の
基
盤
を
殆
ん
ど
他
人
の
た
め
に
労
働
す
る
こ
と

に
よ
る
報
酬
か
ら
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
達
が
発
生
し
て
い

る
。
共
同
体
は
賃
銀
労
働
の
場
合
は
彼
ら
が
そ
の
労
働
力
を
他
村
へ

売
る
こ
と
を
妨
げ
、
賃
銀
を
で
き
る
だ
け
や
す
く
す
る
規
制
を
果
し

た
。
た
だ
し
こ
の
場
合
日
本
な
ど
の
現
象
と
異
る
点
が
あ
る
。
即
ち

彼
ら
が
奴
隷
的
存
在
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、
　
個
女
の
（
上
層
）
農
民

に
直
接
隷
属
し
て
い
た
と
い
う
積
極
的
証
明
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の

こ
と
は
結
局
彼
ら
が
共
同
体
規
制
を
通
じ
て
共
同
体
内
の
上
層
農
民

一
土
地
保
有
農
民
三
共
同
体
の
成
員
一
般
に
隷
属
す
る
状
態
に
あ
っ

た
と
い
う
推
定
へ
導
か
．
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
農
村
が
交
換
経
済
に
接
触
し
て
い
た
と
し
て
も
当
然
市
場
に
関
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
り

す
る
も
の
は
こ
の
上
層
農
民
だ
け
、
と
き
に
よ
っ
て
は
直
接
関
与
す

る
電
の
は
、
更
に
そ
の
一
部
だ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
。
下
層
農
民
が
貨

幣
で
そ
の
労
賃
を
受
・
取
っ
て
い
た
と
き
も
、
再
生
産
に
必
要
な
も
の

は
、
こ
の
よ
う
な
上
層
農
民
の
手
を
経
て
掛
入
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
こ
う
み
る
と
き
十
二
世
紀
前
後
ま
で
の
農
村
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

こ
こ
に
は
共
同
体
に
関
す
る
資
料
を
殆
ん
ど
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
共
同
体
の
諸
規
約
が
単
に
農
民
相
互
の
慣
習
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
て
い
る
段
階
に
は
、
そ
れ
を
成
文
化
し
書
き
と
ど
め
て
置

く
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
史
料
が
残
存
し
な
い
か
ら

と
い
っ
て
そ
こ
に
農
村
共
同
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
事
情
は
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
い
う
必
要

は
な
い
が
、
こ
の
こ
ろ
は
共
同
体
が
村
落
共
同
体
と
し
て
新
し
い
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
と
っ
て
出
現
し
た
時
代
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
十
四
世
紀
に
お
い

て
も
尚
農
民
は
再
生
産
の
た
め
共
同
体
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
れ

以
前
に
お
い
て
そ
れ
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

こ
に
べ
ロ
ウ
の
立
場
が
も
・
り
工
皮
新
に
見
直
さ
る
よ
う
に
な
っ
て
来

た
所
以
が
存
す
る
。
農
村
共
同
体
が
再
生
産
の
た
め
に
必
要
な
全
農

民
の
生
産
手
段
の
共
有
と
共
同
利
用
か
ら
離
れ
、
一
部
農
民
の
利
益

の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
点
が
強
く
な
っ
て
来
て
こ
そ
、
そ
の

利
益
を
独
占
す
る
た
め
に
そ
の
利
用
の
限
定
を
書
き
と
ど
め
明
確
に

す
る
必
要
が
生
れ
て
来
る
。
そ
し
て
農
民
層
の
階
級
分
化
を
促
進
す

る
た
め
に
も
、
又
そ
れ
以
上
下
層
農
民
が
上
昇
す
る
こ
と
を
妨
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
め
に
も
、
必
要
な
条
件
が
、
附
加
さ
れ
て
共
同
体
の
規
約
と
い
う

仮
面
を
つ
け
て
現
わ
れ
て
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
共
同
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体
の
成
文
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
は
、
活
動
体
の
成
文
は
農
村
内
の

支
配
関
係
を
示
す
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て

そ
こ
の
農
民
層
は
身
分
と
し
て
は
と
に
か
く
、
経
済
的
に
一
応
の
平

等
が
達
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
逆
証
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　
都
市
の
発
展
段
階
に
対
応
す
る
濃
村
の
変
化
は
私
は
次
の
様
に
推

定
し
た
い
。

　
都
市
が
自
治
権
獲
得
に
成
功
し
つ
つ
あ
っ
た
段
階
は
、
領
主
層
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
闘
争
を
通
じ
、
村
落
裁
判
権
を
か
ち
得
て
農
村
も
又
事
実
上
の
共

同
体
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。
十
二
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
オ
ソ
ネ

ピ
P
§
P
跳
ω
地
区
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
数
（
十
）
ケ
村
が
結
合
し
て
自

治
特
許
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
な
例
は
そ
の
特
殊
相
で
あ
り
、
ド
イ
ツ

の
南
部
の
マ
ル
ク
共
同
体
も
そ
う
で
あ
る
。
都
市
が
農
村
か
ら
の
移

住
民
に
よ
っ
て
膨
脹
し
つ
つ
あ
る
事
か
ら
推
し
て
こ
の
地
域
の
こ
の

時
代
の
農
民
は
、
賦
役
地
代
が
著
し
く
軽
減
し
名
目
的
な
電
の
に
な

っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
農
村
の
自
治
を
推
進
さ
せ
た
基
盤
は
い

う
ま
で
も
な
く
比
較
的
上
層
部
の
農
民
で
あ
り
、
彼
ら
は
い
わ
ゆ
る

共
沸
体
農
民
と
し
て
共
同
体
的
諸
権
利
を
所
有
し
た
。
彼
ら
の
間
に

も
貧
富
の
差
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
で
法
制
上
は
平
等
で
あ
っ
た
。

問
題
は
そ
の
下
部
に
存
在
し
、
共
同
体
諸
権
利
に
あ
ず
か
り
得
な
か

っ
た
ろ
う
保
有
地
を
持
た
ぬ
貧
富
層
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
　
鋤

と
で
あ
物
・
讐
が
領
主
嘉
応
の
賦
役
農
民
と
し
達
意
的
存
在
但

で
あ
っ
た
と
き
は
蕎
楚
學
茎
又
一
餐
民
と
の
間
に
関
、
羽

係
が
な
か
っ
た
ろ
う
か
ら
こ
れ
は
対
領
主
関
係
に
お
い
て
は
一
般
農

民
と
同
様
で
あ
っ
た
と
し
て
一
応
捨
象
す
る
。
問
題
は
も
し
彼
ら
が

一
般
共
同
体
農
民
と
の
問
に
何
か
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
き
、
又
一

般
農
民
に
従
属
す
る
保
有
地
を
持
た
ぬ
か
、
持
っ
て
い
て
も
全
く
そ

れ
だ
け
で
は
再
生
産
が
不
可
能
な
農
民
層
の
広
範
な
存
在
が
予
測
さ

れ
る
場
合
で
あ
る
。
彼
ら
と
上
層
農
民
と
の
問
は
、
都
市
の
商
人
対

手
工
業
者
と
は
異
っ
て
、
お
そ
ら
く
は
領
主
的
な
関
係
も
推
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
⑦

る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
そ
の
関
係
は
そ
れ
程
厳

重
な
も
の
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
貧

農
層
は
身
分
的
に
も
経
済
的
に
も
上
昇
す
る
道
を
閉
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
か
っ
た
。
十
一
、
二
世
紀
に
お
い
て
都
市
へ
移
住
し
た
人
々
、

の
ち
の
商
人
・
手
工
業
者
は
農
奴
と
し
て
登
録
さ
れ
移
動
し
難
い
一

般
農
民
で
は
な
く
か
え
っ
て
こ
れ
ら
の
人
々
が
中
心
に
な
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
共
同
体
諸
権
利
か
ら
除
外
さ

れ
て
い
て
も
、
共
同
体
規
…
制
は
尚
不
充
分
で
あ
り
、
彼
ら
が
、
領
主
の

直
営
地
の
賦
役
す
る
の
み
の
農
民
を
ふ
く
め
て
、
開
墾
な
ど
に
よ
り



ヨ＿・ツパ中骸都市（会田）

共
同
体
農
民
と
し
て
の
資
格
を
得
る
道
を
制
約
せ
ず
、
ま
た
共
同
体

諸
権
利
か
ら
の
疎
外
は
、
反
面
そ
の
義
務
の
免
除
で
あ
り
、
共
同
体

　
　
　
へ
　
　
も

規
制
の
外
側
に
お
い
て
行
動
す
る
自
由
を
保
持
し
て
い
た
。
即
ち
彼

ら
は
一
般
の
農
奴
（
隷
農
）
層
へ
の
上
昇
過
程
に
あ
っ
た
、
す
く
な

く
と
も
論
理
的
に
は
そ
う
推
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
段
階
の
共
同
体
は
、
農
民
の
力
に
お
い
て
事
実
上
の

自
治
を
獲
得
も
し
く
は
附
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
都
市
と
の
関
係

は
未
だ
そ
れ
へ
の
従
属
で
は
な
い
。
ま
た
農
民
相
互
は
即
ち
共
同
体

農
民
間
は
平
等
で
あ
り
、
　
一
部
の
保
有
地
を
持
た
ぬ
農
民
と
一
般
農

民
の
間
に
も
、
階
級
関
係
は
存
在
せ
ず
、
も
し
く
は
存
在
し
た
と
し

て
も
共
同
体
の
諸
規
制
の
維
持
強
化
を
目
ざ
し
て
う
ち
出
さ
れ
て
い

る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
都
市
の
第
二
次
的
発
展
段
階
に
な
る
と
こ
こ
に
新
な
関
係

　
　
　
　
　
⑨

が
生
じ
て
来
る
。
都
市
の
商
人
の
問
屋
制
の
展
開
に
つ
れ
て
、
農
村

も
そ
れ
と
対
応
す
る
。

　
㈲
ま
ず
遠
距
離
商
業
が
発
達
し
、
し
か
も
そ
の
も
と
で
の
手
工
業

生
産
の
展
開
が
不
充
分
な
地
域
で
は
一
例
え
ば
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
や

ハ
ソ
ザ
同
盟
都
市
地
域
一
商
業
資
本
は
土
地
投
資
に
転
用
さ
れ
る

度
合
が
強
い
。
そ
の
場
合
商
人
は
寄
生
地
主
化
し
、
広
範
に
農
村
を

支
配
す
る
。
理
論
的
に
考
え
れ
ば
こ
の
と
き
農
村
に
お
い
て
穀
物
や

酪
農
品
な
ど
の
増
産
に
よ
っ
て
農
民
の
抵
抗
力
が
強
い
と
い
う
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
事
実
上
そ
れ
は
こ
の
段
階
で
は
見
ら
れ
ず
、
、
も

っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
場
合
な
ど
、
商
人
が
実
権
を

持
つ
都
市
裁
判
権
が
農
村
を
被
い
商
人
が
封
建
領
主
化
す
る
。
領
主

が
都
市
に
存
在
し
自
ら
．
商
業
を
行
う
過
程
が
、
こ
の
場
合
一
致
し
て

1
時
間
的
に
は
後
者
が
早
く
旨
旨
行
わ
れ
る
。
十
一
！
i
三
世
紀

主
と
し
て
都
市
（
商
人
）
の
主
体
性
に
お
い
て
解
放
さ
れ
た
農
民
は
、

十
四
世
紀
以
後
再
び
商
人
の
も
と
に
圧
服
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
と

き
農
村
共
同
体
o
o
日
日
二
p
①
h
薮
巴
Φ
の
支
配
者
は
農
民
で
な
く
商

人
で
あ
る
。

　
⑧
遠
距
離
通
商
用
の
特
産
晶
生
産
を
伴
う
都
市
の
場
合
は
も
う
す

こ
し
事
態
は
複
雑
で
あ
る
。
武
器
生
産
な
ど
周
辺
農
村
が
手
工
業
の

も
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
ら
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

原
料
生
産
を
伴
わ
ぬ
場
合
は
前
者
の
如
く
な
る
。
毛
織
物
・
麻
織
物

の
よ
う
な
工
業
が
展
開
す
る
と
き
は
農
民
は
原
料
の
供
給
者
、
手
工

業
の
準
備
的
工
程
を
行
う
立
場
に
あ
る
。
彼
ら
は
何
れ
も
次
第
に
そ

の
全
工
程
を
自
ら
行
い
畢
生
産
品
を
販
売
す
る
ま
で
に
生
長
し
よ
う

と
す
る
。
そ
し
て
当
然
都
市
の
商
人
と
対
立
闘
争
す
る
に
至
る
。
ヅ

ソ
フ
ト
闘
争
や
農
民
一
揆
に
ユ
」
れ
が
見
ら
れ
る
。
農
艮
の
自
立
化
が
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早
く
農
村
工
業
が
展
開
し
て
い
た
と
き
ほ
ど
こ
の
闘
争
は
激
し
く
な

る
が
、
そ
の
反
面
農
民
の
中
か
ら
都
市
商
人
と
な
り
、
あ
る
い
は
そ

れ
に
吸
着
し
、
農
民
と
対
立
す
る
層
も
多
く
な
る
。
し
か
し
結
局
は

一
す
く
な
く
と
も
大
陸
に
お
い
で
は
1
商
人
が
勝
利
を
得
、
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

人
が
地
主
と
な
り
村
を
支
配
す
る
。
農
村
工
業
が
か
な
り
展
開
し
て

い
た
フ
ラ
ン
ド
ル
の
毛
織
物
工
業
地
帯
で
も
商
人
と
の
闘
争
は
激
し

か
っ
た
が
商
人
支
配
と
い
う
帰
着
点
は
年
代
が
す
こ
し
お
く
れ
る
だ

け
で
同
様
で
あ
る
。
一
般
に
こ
う
い
う
過
程
が
基
本
で
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
商
人
は
在
村
地
主
で
は
な
い
。
そ
し
て
農
民
の

間
に
竜
著
し
い
階
層
分
化
が
あ
り
、
農
村
が
都
市
に
完
全
に
従
属
し

た
段
階
で
は
、
そ
れ
が
固
定
化
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
場
合
村
の
農

民
上
層
部
に
は
都
市
の
問
屋
商
人
の
系
列
の
末
端
を
う
け
持
ち
村
で

の
消
費
物
資
を
販
売
す
る
も
の
、
或
は
原
料
の
集
荷
者
、
或
は
支
配

機
構
の
末
端
を
司
る
も
の
な
ど
が
形
成
さ
れ
、
商
人
と
共
に
村
を
支

配
す
る
。
彼
ら
は
農
民
上
層
部
と
共
に
、
農
村
共
同
体
を
支
配
し
、

　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

共
同
体
制
約
を
拡
大
し
、
下
層
農
罠
の
上
昇
を
禁
止
す
る
。
離
村
の

制
約
、
自
由
な
労
働
力
市
場
の
制
限
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

　
◎
都
市
の
支
配
の
弱
い
地
域
。
こ
こ
に
農
村
工
業
と
資
本
制
農
業

へ
の
志
向
の
芽
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
十
五
・
六
世
紀
に
は
未
だ

全
社
会
的
に
発
言
す
る
だ
け
の
方
は
持
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
イ

ギ
リ
ス
の
場
合
は
特
殊
で
あ
る
。
こ
こ
は
羊
毛
産
地
で
あ
り
な
が
ら
、

都
市
の
毛
織
物
工
業
の
発
展
が
お
く
れ
、
強
力
な
そ
の
下
に
生
産
を

従
属
さ
せ
る
商
人
の
支
配
を
う
け
な
か
っ
た
。
十
四
世
紀
末
ま
で
原

毛
は
イ
タ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ド
ル
に
送
ら
れ
、
そ
の
地
の
商
人
は
、
当

然
農
民
が
毛
織
物
生
産
者
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
を
制
約
で
き
な
か

っ
た
。
農
民
の
自
立
化
は
進
み
、
十
五
・
六
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

交
換
経
済
の
波
が
イ
ギ
リ
ス
を
被
っ
た
と
き
、
農
民
中
堅
た
る
自
営

農
民
層
は
都
市
商
人
に
対
抗
で
き
る
力
を
持
っ
て
い
た
。
農
民
層
の

独
立
化
の
進
展
は
、
そ
こ
に
剰
余
価
値
の
畜
積
を
も
た
ら
し
、
奢
修

論
生
産
に
適
さ
な
い
農
村
毛
織
物
の
た
め
に
先
ず
広
い
国
内
市
場
を

与
え
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
農
村
共
隠
蟹
は
、
そ
れ
故
、
都
市

商
人
の
地
主
化
の
道
は
乏
し
く
、
農
民
の
上
層
部
が
、
共
同
体
を
把

握
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
資
本
制
へ
の
展
開
の
契
機
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
特
色
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
経
済
学
的
範
疇
区
分

は
と
に
か
く
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
進
展
が
、
何
時
で
も
必
ず
封
建

諸
関
係
の
排
除
と
共
に
進
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
思
わ
な
い
。

表
か
ら
見
れ
ば
寄
生
地
主
が
、
う
ら
か
ら
見
れ
ば
資
本
家
で
あ
る
場

合
も
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
地
主
・
小
作
関
係
が
、
低
賃
銀
労
働
の
支
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え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
予
想
し
得
る
。
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
よ
う
な
粗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

放
農
業
地
帯
に
お
い
て
純
然
た
る
寄
生
地
主
制
が
支
配
す
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
ず
、
寄
生
地
主
は
同
時
に
都
市
の
商
人
ー
ー
高
利
貸
で
あ

ろ
う
と
貴
族
化
し
た
商
人
で
あ
ろ
う
と
一
で
あ
る
場
合
が
多
く
、

地
代
収
入
は
彼
ら
の
主
要
財
源
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ

ス
に
お
い
て
は
尚
更
で
あ
る
。

①
　
先
に
あ
げ
た
汽
．
ω
．
b
d
巴
Φ
ひ
U
鋤
ω
送
露
①
『
に
黛
一
ざ
犀
Φ
U
o
篤
巴
ω

　
局
臨
①
α
Φ
ロ
甲
β
ロ
画
図
Φ
O
げ
緩
ぴ
①
吐
Φ
ざ
山
妻
り
㎝
『
に
お
い
て
も
、
ヨ
ー
μ
ッ
パ

　
　
の
農
村
研
究
が
個
々
別
凌
で
立
場
も
異
り
、
統
一
は
も
ち
ろ
ん
概
括
を
も

　
容
易
に
な
し
難
い
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。

②
　
＜
‘
じ
u
の
δ
嬉
”
U
δ
国
艮
の
8
げ
償
β
σ
q
α
霞
O
の
呉
の
。
げ
。
β
ω
寅
Q
霞
①
箆
の
言
q
①
”

　
一
Q
。
。
。
り
。
8
・
o
鋭
の
見
解
に
つ
い
て
は
宮
下
孝
吉
氏
上
掲
誰
の
論
詐
参
照
。

③
黒
死
病
の
影
響
を
極
め
て
大
き
く
評
価
し
て
い
る
ピ
捧
σ
q
P
U
器
目
ミ

　
葛
蜜
び
戦
び
ロ
ロ
山
①
属
ぽ
恥
興
ω
o
N
ご
甲
環
ロ
幽
　
ぐ
誤
二
ω
o
げ
既
ヨ
α
q
Φ
ω
o
ぼ
。
罧
Φ

　
（
智
げ
昌
麟
9
理
凄
H
名
彗
δ
昌
簿
δ
屏
。
口
。
巳
δ
∬
昌
α
ω
3
菖
ω
目
上
噂
b
ご
9
δ
込
⊃
℃

　
目
O
㎝
O
）
黒
死
病
と
い
う
偶
然
に
農
村
の
変
革
の
す
べ
て
の
原
困
を
求
め
る

　
　
説
に
一
応
疑
問
は
多
く
投
げ
か
け
得
る
も
の
の
、
歴
史
の
必
然
的
発
展
論

　
　
者
は
、
リ
ュ
ト
ゲ
の
提
起
し
た
．
事
実
と
そ
の
解
釈
に
は
つ
き
り
答
え
ね
ば

　
　
な
ら
な
い
ほ
ど
、
そ
の
叙
述
は
説
得
的
で
あ
る
。
敢
て
こ
の
論
述
に
付
加

　
　
し
た
所
以
で
あ
る
。

　
④
　
所
謂
中
緻
末
期
の
英
・
仏
・
独
学
の
共
同
体
規
制
の
具
体
例
に
つ
い
て

　
　
更
に
ば
農
村
構
造
の
変
化
の
具
体
的
叙
述
は
、
来
年
初
に
発
刊
さ
れ
る
京

　
都
大
学
人
交
科
学
研
究
所
報
告
、
浩
水
盛
光
篇
「
封
建
共
同
体
の
研
究
」

　
の
清
水
盛
光
・
中
村
賢
二
郎
・
越
智
武
臣
・
富
岡
次
鄭
氏
ら
の
各
篇
を
倹

　
た
れ
た
い
。
そ
の
他
物
が
主
と
し
て
得
た
知
識
は
踏
．
芝
δ
の
ω
β
①
が
し
σ
①
苧

　
窪
9
3
α
q
Φ
嫡
犀
H
O
①
ω
o
霞
。
馨
Φ
伽
①
ω
U
o
村
h
①
ω
鶏
己
Ω
興
U
o
臥
σ
q
①
B
①
首
α
①
貯

　
○
ω
8
畦
①
阿
。
げ
・
目
潔
①
●
国
．
O
話
ω
ω
、
℃
壁
珪
臥
じ
揖
α
O
Φ
鑑
Φ
け
◎
①
一
ヨ
い
営
Φ
σ
q
鉱

　
島
興
甫
Φ
真
盛
露
理
↓
搾
9
の
噛
H
逡
ρ
妻
●
ρ
》
巳
♂
＜
臼
9
斜
Φ
b
d
二
二
≦
ω

　
げ
繁
O
o
露
玉
。
嵩
O
o
β
の
①
艮
畳
G
り
娼
①
o
縦
ざ
鰻
鳩
く
。
ド
ト
。
ρ
一
Φ
漣
剛
伊
藤
栄
「
中

　
世
後
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
村
落
共
問
体
の
資
料
に
つ
い
て
」
西
洋
史
学
2
9

　
そ
の
他
に
よ
っ
て
い
る
。
農
村
内
部
に
お
け
る
支
配
・
被
支
配
更
に
は
階

　
級
関
係
の
成
立
は
容
易
に
実
証
さ
れ
ず
（
特
に
仏
・
英
に
お
い
て
）
上
級

　
農
民
の
性
格
…
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
私
は
そ
れ
が
成
立
し
た
所
に
裁
判
権

　
を
持
つ
村
落
自
治
が
明
確
に
出
現
す
る
の
だ
と
思
う
σ

⑤
　
私
は
む
し
ろ
こ
の
十
一
・
十
二
世
紀
に
お
い
て
、
一
円
的
支
配
領
主
の

　
拍
頭
、
賦
役
の
廃
止
も
し
く
は
著
し
い
軽
減
等
の
現
象
を
通
じ
て
、
そ
れ

「
ま
で
の
自
主
と
そ
の
奴
隷
的
農
奴
問
、
自
由
農
民
間
に
見
ら
れ
た
擬
制
血

　
縁
的
な
共
同
体
に
代
っ
て
地
縁
的
な
村
落
共
同
体
が
明
確
な
相
貌
を
と
つ

　
て
登
場
し
た
時
代
と
思
う
。

⑥
乙
川
晶
朗
氏
の
最
近
の
諸
論
文
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
私
は

　
こ
れ
が
一
地
域
だ
け
で
な
く
、
広
く
存
在
し
た
状
態
で
あ
る
こ
と
を
一
義

　
的
に
否
定
で
き
な
い
と
思
う
。
た
だ
問
題
は
こ
の
よ
う
な
奴
隷
（
的
農
民
）

　
と
（
上
級
）
二
二
と
の
具
体
的
関
係
と
且
つ
そ
れ
が
将
来
ど
う
い
う
風
に

　
変
化
し
て
行
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
が
充
分
に
示
さ
れ
な
い

　
と
こ
の
問
題
提
起
は
生
産
的
に
な
ら
な
い
と
考
え
た
い
。

⑥
上
掲
℃
す
雲
霞
の
諸
論
文
参
照
。

⑨
　
こ
う
い
う
点
で
各
園
に
お
け
る
都
市
の
特
色
を
う
ち
出
し
て
い
る
も
の
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は
、
概
説
葛
綱
に
数
多
い
が
、
こ
こ
で
は
｝
応
胃
。
ω
目
口
の
段
ざ
O
①
ω
o
ぼ
。
馨
①

傷
Φ
の
累
葺
蝕
9
。
洋
Φ
屋
を
挙
げ
て
お
く
、
日
本
で
は
上
掲
、
宮
下
孝
吉
圏
割

「
西
洋
経
済
史
」
上
巻
　
昭
3
0
が
、
こ
の
と
き
も
n
蚊
も
比
較
史
的
把
握
と

い
う
点
で
す
ぐ
れ
て
い
る
。

五
　
権
力
形
態
の
諸
段
階

　
既
述
の
よ
う
な
都
市
・
農
村
の
発
展
に
対
し
、
封
建
権
力
は
ど
の

よ
う
に
対
応
し
た
か
。
集
中
的
な
封
建
権
力
1
一
最
終
的
に
は
（
集

中
的
）
封
建
王
政
1
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
、
等
族
制
を
通

じ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
絶
対
主
義
権
力
に
生
長
し
た
か
。
こ
の
問

題
を
、
都
市
と
農
村
に
対
す
る
封
建
王
権
と
絶
対
主
義
の
結
合
の
仕

方
と
い
う
点
に
焦
点
を
合
せ
つ
つ
、
一
応
の
図
式
を
先
ず
考
え
て
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

よ
う
と
す
る
の
が
本
論
の
私
の
問
題
提
起
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
封
建
王
権
成
立
の
前
段
階
に
、
王
権
を
最
大
の
も
の
と

す
る
一
円
的
支
配
領
主
層
一
般
の
拾
頭
が
あ
り
、
そ
の
間
の
闘
争
を

通
じ
て
王
権
が
伸
長
、
権
力
を
集
中
し
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ

ス
で
は
王
権
が
強
く
そ
の
様
な
領
主
層
の
存
在
が
強
く
ク
ロ
ー
ズ
・

ア
ッ
プ
さ
れ
ず
、
ド
イ
ツ
で
は
王
権
が
弱
く
そ
の
よ
う
な
領
主
層

ー
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
ー
が
小
君
主
権
力
と
し
て
最
終
酌
に
結
末
す

る
が
こ
こ
で
は
封
建
王
権
の
成
立
を
グ
ル
ソ
ド
ヘ
ル
と
一
円
支
配
領

主
両
者
に
対
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
見
た
。
私
の
図
式
的
考
察
に

関
す
る
限
り
、
そ
れ
は
論
理
的
に
許
さ
れ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
成
立
期
の
封
建
王
権
は
下
部
の
封
建
領
主
に
対
し
、
封
建
義
務
の

忠
実
な
履
行
を
う
な
が
し
、
つ
い
で
そ
の
権
力
を
収
奪
し
自
己
の
手

に
集
中
す
る
た
め
に
、
領
主
に
対
す
る
支
配
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
後
段
へ
の
志
向
な
し
に
封
建
王
権
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
思
う
。
農
民
と
の
関
係
で
い
え
ば
自
国
内
の
農
民
を
直
接
支
配
し

よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
領
主
の
H
送
諺
g
山
面
9
、
誉
を
破
壊
し
な

く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
手
段
と
し
て
領
主
権
力
の
核
心
で
あ
る
領
主

裁
判
権
を
奪
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
王
権
は
領
主
の
属
人
支
配
に
対
し

て
属
地
支
配
の
、
上
級
所
有
権
の
優
位
を
ふ
り
か
ざ
し
、
自
己
の
裁

判
権
を
拡
大
し
て
そ
の
領
地
の
分
散
性
故
に
ま
と
ま
っ
た
地
域
を
被

い
得
な
い
領
主
裁
判
権
の
不
備
を
狙
い
、
そ
の
領
罠
へ
裁
判
権
を
行

使
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
と
共
に
、
国
玉
裁
判
を
し
て
領
主
裁
判
が

不
満
の
場
合
農
民
の
上
訴
を
う
け
つ
け
る
上
級
資
料
た
ら
し
め
よ
う

と
す
る
。
王
権
の
場
合
、
そ
の
下
に
一
円
支
配
の
領
主
群
が
存
在
し

て
も
、
領
主
に
対
し
て
も
同
じ
立
場
で
権
力
を
集
中
し
て
行
っ
た
と

い
え
よ
う
。

　
こ
の
場
合
当
然
の
こ
と
と
し
て
そ
の
基
底
に
農
民
の
領
主
に
対
す
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る
抵
抗
が
前
提
さ
れ
る
。
農
民
は
こ
の
と
き
既
に
存
在
し
て
い
る
共

同
体
を
以
て
抵
抗
の
一
基
盤
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
王
権
は
彼

ら
に
対
し
自
治
を
認
め
更
に
は
村
落
裁
判
権
を
与
え
そ
れ
の
後
盾
と

な
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
と
結
合
し
、
そ
し
て
そ
の
代
償
と
し
て
地

租
を
課
す
、
又
は
臨
時
賦
課
を
恒
久
化
し
、
確
実
に
収
入
を
得
る
も

の
と
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
農
民
間
が
平
等
で
あ
る
と
き
、
日

常
的
な
統
治
事
務
に
訓
練
さ
れ
て
い
な
い
武
士
集
団
で
も
つ
て
広
大

な
地
域
に
分
布
す
る
農
民
を
如
何
に
し
て
恒
常
的
に
、
そ
し
て
既
存

封
建
的
諸
関
係
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
把
握
す
る
か
が
困
難
な
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
な
る
。
私
は
封
建
王
権
は
、
こ
の
農
民
を
全
体
的
に
把
握
一
即

ち
移
譲
の
公
的
裁
判
権
の
確
立
、
公
的
賦
課
の
組
織
的
取
立
が
一

で
き
る
だ
け
の
支
配
組
織
即
ち
官
僚
制
を
充
分
整
備
し
得
な
か
っ
た

段
階
と
規
定
し
た
い
。
そ
れ
は
同
時
に
農
民
側
も
対
権
力
闘
争
に
お

い
て
盲
目
的
で
あ
り
、
王
権
と
結
合
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
な
か
っ

た
た
め
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に
絶
対
王
政
と
の
一
つ
の
相
違
が
見
ら

れ
る
。
王
権
は
そ
れ
ま
で
自
生
的
に
発
生
し
て
来
た
下
部
の
権
力
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
セ
　
　
へ

係
の
変
化
に
対
応
依
存
し
、
そ
れ
を
不
明
確
な
形
で
利
用
す
る
よ
り

仕
方
が
な
か
っ
た
と
思
う
。
封
建
王
権
が
そ
の
権
力
集
中
の
手
段
と

し
て
封
建
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
下
部
の
変
化
に
対

応
し
つ
つ
、
そ
の
対
応
が
新
し
い
志
向
を
自
覚
し
得
な
か
っ
た
こ
と

に
存
在
す
る
と
い
い
得
よ
う
。
し
た
が
っ
て
封
建
王
政
の
段
階
で
は

直
領
地
で
な
い
限
り
農
村
の
把
握
は
極
め
て
不
充
分
で
あ
っ
た
。
む

し
ろ
こ
の
点
で
は
↓
円
支
配
的
領
主
の
方
が
農
村
を
直
接
把
握
し
や

す
く
、
そ
れ
が
発
達
し
た
と
こ
ろ
は
封
建
王
政
の
成
立
を
一
時
的
に

も
阻
止
し
た
と
い
え
よ
う
。
ド
イ
ツ
の
玉
や
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
の
租
税

が
懇
願
し
d
①
α
Φ
と
い
う
言
葉
で
行
わ
れ
、
容
易
に
恒
常
化
し
な
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
こ
と
は
王
権
力
の
滲
透
の
困
難
性
を
物
語
っ
て
い
る
。
更
に
封
建

王
権
力
が
農
村
と
結
合
し
な
か
っ
た
こ
と
は
そ
の
兵
制
が
物
語
っ
て

い
る
。
王
権
は
尚
封
建
武
士
兵
力
の
動
員
に
依
存
し
、
農
民
丘
ハ
を
組

織
し
統
率
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
目
標
は
た
だ
封
建
武
士

兵
力
を
動
員
す
べ
き
財
力
を
如
何
に
し
て
得
る
か
に
向
け
ら
れ
た
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
封
建
王
政
が
も
う
一
つ
の
、
そ
し
て
主
た
る
目
的
と
し
た
の
は
都

市
の
把
握
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
領
主
層
に
対
し
逆
接
に
力
強
い
闘
争

を
行
っ
て
お
り
把
握
し
た
場
合
の
社
会
的
基
盤
か
ら
も
、
経
済
上
の

利
益
か
ら
竜
農
村
以
上
で
あ
り
、
何
よ
り
も
把
握
し
や
す
か
っ
た
。

ど
い
う
の
は
、
こ
こ
に
は
少
数
商
人
の
圧
倒
的
指
導
が
進
行
中
で
あ

り
、
そ
れ
と
交
渉
す
れ
ば
よ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
都
市
の
方
で
も
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領
主
層
と
対
立
し
、
特
に
そ
の
私
関
税
に
苦
し
め
ら
れ
公
法
的
な
統

一
権
力
を
要
望
し
て
い
た
。
彼
ら
は
王
と
結
合
ル
、
そ
の
保
護
を
得

て
王
の
支
持
者
と
な
っ
た
。
王
権
は
商
人
よ
り
の
貸
付
金
に
依
存
し
、

又
関
税
徴
集
権
・
貨
幣
鋳
造
権
・
護
送
権
・
鉱
業
権
・
ユ
ダ
ヤ
人
保

護
権
な
ど
、
そ
れ
に
都
市
裁
判
の
罰
金
の
一
部
を
収
入
と
し
て
保
証

し
得
た
。
都
市
へ
の
課
税
免
除
が
王
の
保
護
と
し
て
存
在
す
る
場
合

も
認
ら
れ
る
が
、
又
一
方
戦
闘
の
場
合
の
臨
時
賦
課
を
都
市
が
引
き

受
け
る
例
も
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
結
合
に
王
の
主
体

性
も
認
め
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
逆
に
都
市
の
、
特
に
遠
距
離
通
商
の

要
求
す
る
統
一
関
税
、
平
和
、
通
貨
の
統
一
へ
の
切
実
な
要
求
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
何
よ
り
も
強
力
な
統
一
王
権
を
推
進
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
約
言
し
よ
う
。
封
建
王
権
は
都
市
と
農
村
の
両
脚
の
上
に
立
っ
て

そ
れ
で
権
力
を
集
中
じ
ょ
う
と
し
た
。
し
か
し
官
僚
組
織
と
軍
隊
組

織
を
充
足
し
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
と
く
に
所

謂
σ
器
雪
a
け
＆
昌
ω
導
と
い
う
形
の
、
　
金
銭
納
入
に
よ
る
諸
侯

の
軍
役
義
務
の
免
除
制
の
進
展
に
よ
り
、
そ
の
金
に
よ
る
臨
時
の
動

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ
　
　
も

員
は
で
き
て
も
i
常
備
傭
兵
軍
の
創
設
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
と

く
に
農
村
の
把
握
は
不
充
分
で
あ
り
、
い
わ
ば
都
市
し
か
も
相
当
発

展
し
自
治
権
を
獲
得
し
得
る
程
度
の
大
中
都
市
群
の
把
握
と
い
う
一

本
の
足
の
上
に
立
ち
、
農
村
に
は
そ
れ
を
の
せ
よ
う
と
し
つ
つ
語
言

だ
そ
れ
が
地
に
つ
い
て
い
な
い
、
或
は
ふ
ま
え
て
は
い
な
い
段
階
で

あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
の
特
殊
性
に
論
及

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
王
権
は
最
初
か

ら
強
く
一
円
支
配
的
領
主
は
王
権
以
外
に
展
開
し
な
か
っ
た
。
　
一
般

領
主
の
独
立
権
は
弱
く
、
都
市
の
発
達
も
弱
く
且
領
主
へ
の
抵
抗
が

見
ら
れ
ず
、
上
述
の
よ
う
な
発
展
の
図
式
を
画
一
に
適
用
し
難
い
。

そ
れ
故
王
権
が
都
市
を
把
握
し
た
段
階
に
お
い
て
す
で
に
、
そ
の
都

市
の
自
治
権
は
弱
く
、
遠
距
離
通
商
商
人
は
最
初
か
疹
生
産
者
層
と

対
立
し
て
居
り
、
国
王
か
ら
行
政
権
の
一
部
を
与
え
ら
れ
、
国
王
の

租
税
徴
集
を
請
負
い
の
役
目
を
果
す
一
部
の
市
民
と
く
大
商
人
や
都

市
貴
族
層
が
、
－
国
王
の
官
僚
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は

イ
ギ
リ
ス
で
は
最
初
か
ら
（
封
建
）
王
権
が
強
く
、
都
市
の
領
主
へ

の
抵
抗
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
王
権
の
権
力
集
中
に

都
市
が
そ
の
支
持
勢
力
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
さ
な
か
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
絶
対
王
権
が
農
民
層
（
上
級
農
民
）
の
把

握
に
重
点
を
お
い
た
の
は
そ
の
点
に
あ
ろ
う
。

　
ド
イ
ツ
の
場
合
権
力
の
側
の
方
に
特
異
な
点
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
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国
王
一
皇
帝
と
そ
の
下
部
の
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
が
、
独
自
の
小
封
建
王

権
た
ら
ん
と
し
て
抗
争
す
る
。
結
果
的
に
見
れ
ば
十
六
世
紀
に
は
ラ

ソ
デ
ス
ヘ
ル
が
領
域
国
家
を
形
成
し
、
各
々
小
絶
対
主
義
権
力
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
十
一
・
二
世
紀
都
市
の
自
治
権
獲
得
闘
争
の
過

程
で
は
う
ソ
デ
ス
ヘ
ル
の
勢
力
は
未
だ
充
分
で
な
く
都
市
は
皇
帝
と

結
合
し
た
こ
と
が
多
い
。
帝
国
都
市
や
建
設
都
市
な
ど
は
そ
う
で
あ

る
。
こ
れ
は
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
解
釈
は

こ
う
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
国
王
は
封
建
王
権
と
し
て
ド
イ
ツ
の
統
二

王
権
を
目
指
す
面
と
、
イ
タ
リ
ア
の
東
方
貿
易
と
ド
イ
ツ
都
市
の
連

結
が
密
接
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
都
市
を
勢
力
下

に
持
つ
こ
と
を
望
み
、
同
時
に
イ
タ
リ
ア
と
ド
イ
ツ
ー
特
に
南
西

部
の
司
教
・
商
業
都
市
一
都
市
を
結
合
し
て
い
る
教
会
と
連
合
し

よ
う
と
す
る
面
と
の
二
面
を
持
つ
た
。
そ
れ
故
そ
の
政
策
に
は
そ
の

矛
盾
が
交
代
し
て
現
わ
れ
る
。
著
し
い
例
は
、
ケ
ル
ン
の
自
治
化
を

推
進
さ
せ
よ
う
と
し
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
一
彼
は
法
王
と
闘
争
し

封
建
王
権
の
確
立
を
目
ざ
し
た
代
表
的
国
王
で
も
あ
る
一
と
法
王

と
ケ
ル
ン
の
都
市
領
主
た
る
大
司
教
と
結
合
し
そ
の
自
治
を
弾
圧
し

た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
で
あ
る
。
十
一
・
二
世
紀
都
市
と
の
結
合
に
お

廿
る
国
王
は
封
建
王
権
へ
の
志
向
を
持
つ
た
。
し
か
し
十
四
・
五
世

紀
に
至
っ
て
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
の
権
力
の
方
が
伸
長
し
て
来
る
。
王
権

（
皇
帝
）
は
ド
イ
ツ
の
利
害
関
係
か
ら
遊
離
し
、
国
王
と
結
合
し
た

葉
方
貿
易
に
関
連
を
持
つ
大
商
人
の
支
配
す
る
都
響
－
例
え
ば
ア

ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
ー
は
例
外
課
役
臼
を
果
す
が
、
基
本
的
に
は
都
市

は
こ
の
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
と
結
合
す
る
。
時
に
見
ら
れ
た
都
市
と
ラ
ソ

デ
ス
ヘ
ル
と
の
対
立
抗
争
は
大
体
十
四
世
紀
を
以
て
終
り
、
結
合
関

　
　
　
　
④

係
が
強
ま
る
。
国
内
市
場
の
発
達
が
、
東
方
貿
易
の
比
重
を
減
じ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
得
よ
う
。
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
王
権

に
対
比
す
べ
き
は
、
領
邦
国
家
へ
生
長
す
べ
き
こ
の
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル

で
あ
ろ
う
。
何
故
こ
の
よ
う
な
小
君
主
が
独
立
し
た
絶
対
王
権
に
な

り
得
た
か
と
い
う
原
因
は
、
普
通
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
国
王
権
力
の

弱
さ
で
な
く
都
市
の
繁
栄
に
あ
る
。
都
市
は
イ
タ
リ
ア
の
よ
・
ワ
に
そ

れ
自
体
独
立
国
家
た
り
得
る
程
の
力
を
持
た
ぬ
が
、
そ
の
よ
う
な
都

市
の
い
く
ら
か
を
統
合
し
得
た
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
は
財
政
的
に
は
小
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

立
集
権
国
家
と
し
て
存
在
し
得
る
可
能
性
を
持
ち
得
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
城
主
的
（
一
円
支
配
的
）
領
主
権
力
は
そ
の
支
配
下
の

都
市
が
余
り
に
弱
か
っ
た
こ
と
が
、
国
王
の
権
力
集
中
、
封
建
王
政

か
ら
絶
対
主
義
の
展
開
を
容
易
に
さ
せ
た
基
本
的
一
因
で
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
。
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絶
対
王
権
は
、
先
の
比
喩
を
取
る
な
ら
、
都
市
と
農
村
の
両
脚
の

上
に
立
つ
と
い
う
点
で
先
ず
封
建
王
権
と
区
別
さ
れ
る
。
し
か
も
こ

の
両
地
盤
の
把
握
の
仕
方
が
異
な
る
こ
と
が
注
音
心
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
王
権
が
完
全
に
両
者
を
把
握
し
た
暁
に
は
、
都
市
も
農
村
も

そ
の
共
同
体
自
治
の
性
格
を
失
う
よ
う
な
把
握
の
仕
方
で
あ
る
。

　
絶
対
王
政
へ
の
進
行
に
対
応
す
る
都
市
の
変
化
は
、
上
述
の
如
く

商
人
の
寡
頭
政
へ
の
そ
れ
で
あ
る
。
市
街
拡
大
の
限
界
に
到
達
し
た

商
業
は
、
自
ら
の
支
配
を
政
治
に
よ
っ
て
維
持
し
よ
う
幽
す
る
。
し

か
し
、
手
工
業
者
や
小
商
人
の
反
抗
は
強
く
商
人
自
体
で
は
そ
れ
を

実
行
し
得
る
力
を
持
た
ぬ
。
こ
こ
に
商
人
は
更
に
絶
対
王
権
と
の
結

合
を
密
接
に
し
ょ
う
と
す
る
。
彼
ら
は
も
は
や
国
王
の
支
持
者
と
し

て
局
外
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
が
、
或
は
支
配
下
の
都
市

役
人
を
し
て
絶
対
主
義
官
僚
機
序
の
一
部
た
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
場

合
の
商
人
は
、
し
か
し
既
に
生
産
力
の
担
手
で
は
な
く
、
そ
れ
の
発

展
を
抑
圧
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
か
ら
遊
離
し
た
存
在
で
あ
る
。
彼
ら

は
こ
の
意
味
に
お
い
て
都
市
（
市
罠
）
と
の
共
同
意
識
…
を
持
た
な
い
。

彼
ら
は
都
市
の
自
治
の
犠
牲
に
お
い
て
絶
対
王
権
と
の
結
合
を
い
と

わ
な
い
。
絶
対
王
権
の
成
長
に
と
も
な
う
身
分
制
議
会
の
召
集
停
止

が
大
し
た
抵
抗
な
く
行
わ
れ
得
る
の
は
こ
の
よ
う
な
舟
入
の
基
本
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

姿
勢
を
物
語
る
竜
の
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
都
市
大
商
人
層
を
自
己
の
中
に
結
合
す
る
こ
と
は
、

絶
対
王
権
に
と
っ
て
次
の
三
つ
の
点
で
好
都
合
で
あ
る
。
既
述
の
よ

う
に
絶
対
王
権
と
結
合
す
る
大
都
市
の
商
人
は
、
小
地
方
都
市
を
そ

の
問
屋
系
列
に
お
い
て
支
配
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
領
邦
国
家
禽
族
議

会
に
お
い
て
最
初
は
小
都
市
の
代
表
も
出
席
し
た
が
後
に
な
る
に
つ

れ
て
都
市
隻
語
讐
ω
寅
象
の
そ
れ
だ
け
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
そ
の
；
の
証
拠
で
も
あ
勧
・
第
2
に
ヒ
の
大
商
人
層
は
・
地

主
の
立
揚
に
お
い
て
、
農
村
工
業
に
対
す
る
金
融
と
流
通
に
基
ず
く

支
配
に
お
い
て
、
周
辺
農
村
を
支
配
し
て
い
る
。
第
3
に
王
権
は
膨

脹
し
つ
つ
あ
る
歳
費
を
租
税
に
よ
っ
て
の
み
で
は
充
当
し
得
ず
、
都

市
の
大
商
人
か
ら
の
借
入
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
金

融
資
本
家
化
し
た
商
人
も
王
権
を
よ
い
得
意
先
と
し
た
。

　
絶
対
王
権
は
更
に
農
村
を
支
配
す
る
。
農
村
は
租
税
を
負
担
す
る

だ
け
で
な
く
、
独
立
性
の
強
い
都
市
か
ら
期
待
で
き
な
い
兵
力
の
根

源
で
あ
っ
た
。
絶
対
主
義
を
支
え
た
新
常
備
軍
の
下
部
兵
士
は
農
村

か
ら
の
徴
募
兵
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
十
四
世
紀

に
至
っ
て
こ
の
農
村
支
配
が
認
め
ら
れ
る
。
共
同
体
を
支
配
し
得
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

竜
の
は
領
主
よ
り
も
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
又
そ
の
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結
び
つ
く
竜
の
は
、
農
民
全
体
で
は
な
く
そ
の
上
層
部
中
で
も
そ
の

一
部
で
あ
る
。
権
力
と
終
局
的
結
合
を
な
す
も
の
は
、
そ
の
以
前
に

或
は
そ
の
過
程
に
商
人
（
寄
生
地
主
）
・
村
役
人
的
性
格
を
帯
び
る
に
至

っ
た
農
村
の
上
層
部
で
、
彼
ら
は
農
業
か
ら
遊
離
し
た
存
在
で
あ
っ

た
ろ
う
。
ツ
ソ
ブ
ト
闘
争
と
同
じ
く
絶
対
主
義
は
、
農
民
層
の
階
級

分
化
の
過
程
に
お
け
る
闘
争
農
民
の
対
領
主
闘
争
と
関
与
し
そ
れ
に

大
き
い
役
割
を
は
た
す
。
ド
イ
ツ
の
大
農
民
戦
争
の
過
程
は
そ
れ
を

明
確
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
闘
争
の
目
標
は
、
グ
ル
ソ
ド
ヘ

ル
に
も
う
ソ
デ
ス
ヘ
ル
に
も
、
大
商
人
層
へ
も
向
け
ら
れ
た
。
闘
争

は
全
農
民
の
一
致
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
結
局
的
に
は
、
周

知
の
よ
う
に
富
農
層
と
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
の
結
合
と
で
般
農
民
H
貧
農

と
手
工
業
者
・
労
働
者
の
徹
底
的
敗
北
に
終
っ
た
。
農
村
と
都
市
と

に
お
け
る
階
層
分
化
は
こ
の
よ
う
な
闘
争
を
ひ
き
お
こ
し
、
そ
し
て

そ
の
分
化
の
固
定
化
と
、
上
層
階
級
が
権
力
と
結
合
し
支
配
者
化
す

る
こ
と
を
確
定
す
る
。
封
建
王
政
か
ら
絶
対
王
政
へ
の
移
向
は
、
こ

の
意
味
で
の
大
規
模
な
農
民
一
揆
を
必
然
的
に
経
過
す
る
。
大
農
民

戦
争
は
そ
の
典
型
だ
つ
た
と
い
え
る
。
こ
の
状
勢
は
雲
客
帝
権
の
後

退
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
前
述
の
如
く
東
方
貿
易
に
関
与
し
た
大
都

市
の
大
商
人
層
は
皇
帝
の
側
に
立
つ
傾
向
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
か
ら

で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
都
市
と
農
村
の
あ
り
方
が
絶
対
主
義
の
性
格
を
決
定

す
る
。
都
市
の
農
村
支
配
の
強
い
と
こ
ろ
は
、
絶
対
主
義
は
都
市
把

握
に
基
き
、
そ
の
絶
対
主
義
は
安
定
す
る
（
例
え
ば
ド
イ
ツ
の
一
部
と

イ
タ
リ
ア
）
。
農
民
の
階
層
分
化
の
あ
り
方
は
一
般
に
も
っ
と
強
い
影

響
力
を
持
つ
。
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
絶
対
主
義
の
拠
点
と
し
て
の
都

市
が
弱
い
と
こ
ろ
は
尚
更
で
あ
る
。
農
民
上
層
部
が
、
農
村
工
業
の

担
手
と
し
て
前
進
し
て
行
く
な
ら
、
そ
の
絶
対
主
義
は
早
く
反
動
性

を
明
ら
か
に
し
、
且
動
揺
す
る
。
農
村
の
支
配
者
が
、
農
業
経
営
者

の
性
格
を
犠
狩
つ
に
至
っ
た
新
し
い
領
主
層
（
そ
れ
が
旧
い
領
主
層
の
変

貌
で
あ
ろ
う
と
下
級
荘
官
、
農
斑
の
上
昇
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
）
で
あ
れ

ば
、
そ
の
絶
対
主
義
は
永
ら
く
強
く
持
続
し
、
こ
の
農
村
を
反
動
の

拠
点
と
し
て
残
存
し
て
行
く
（
ダ
ー
ツ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
）
。
　
寄
生
地
主

（
貴
族
）
・
商
人
の
場
合
、
王
権
は
、
彼
ら
を
工
業
の
推
進
力
た
ら

し
め
る
。
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
を
押
し
す
す
め
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

す
く
な
く
と
も
初
期
に
は
進
歩
的
な
指
導
者
た
る
の
役
割
も
果
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
フ
ラ
ン
ス
）
。
こ
れ
ら
の
分
析
は
全
く
私
の
能
力

で
も
な
い
し
、
又
太
・
稿
の
冒
的
で
も
な
い
。

　
こ
の
場
合
た
だ
絶
対
主
義
の
成
立
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
と
そ
れ
に
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対
瞭
的
な
イ
タ
リ
ア
の
特
殊
性
に
つ
き
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
都
市
の
自
治
権
の
成
立
は
不
充
分
で
あ
る
。
私

は
イ
ギ
リ
ス
王
権
の
対
農
村
関
係
を
概
括
す
る
能
力
を
持
た
な
い
が
、

都
市
に
対
す
る
関
連
か
ら
見
る
限
り
封
建
王
政
と
絶
対
主
義
と
の
区

分
は
明
確
で
は
な
い
。
王
権
が
最
初
か
ら
都
市
の
支
配
層
と
結
合
し
、

都
市
の
支
配
層
が
フ
ラ
ン
ド
ル
・
イ
タ
リ
ア
へ
の
原
毛
輸
出
と
い
う

遠
距
離
通
商
に
一
致
す
る
大
商
人
層
で
、
そ
れ
が
農
村
毛
織
物
工

業
・
都
市
手
工
業
の
発
展
に
対
立
し
、
商
人
層
は
最
初
か
ら
生
産
力

の
担
手
と
し
て
も
、
現
状
打
破
の
新
勢
力
と
し
て
も
作
用
す
る
所
が

少
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
王
権
竜
絶
対
主
義
も
彼
ら
と
結
合
す
る
と

き
反
動
的
な
性
格
を
、
彼
ら
を
圧
し
農
民
と
結
合
す
る
と
き
進
歩
的

な
性
格
を
、
そ
の
時
六
に
示
し
つ
つ
進
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
イ
タ
リ
ア
の
場
合
は
二
つ
の
目
立
つ
た
型
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に

は
、
す
で
に
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
強
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
お
よ

そ
国
民
的
な
る
も
の
と
相
容
れ
な
い
法
王
庁
権
力
と
、
ド
イ
ツ
皇
帝

の
た
め
に
、
封
建
王
権
の
存
在
成
長
は
不
可
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め

一
方
に
は
、
ミ
ラ
ノ
を
典
型
的
な
例
と
し
て
ド
イ
ツ
の
領
邦
国
家
の

よ
う
な
、
小
絶
対
主
義
諸
国
が
成
長
す
る
。
そ
れ
に
対
し
も
う
一
方
、

ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
・
ジ
エ
ノ
ヴ
㎡
、
・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
な
ど
の
大
商
業
都

市
に
お
い
て
は
十
五
世
紀
に
至
る
と
そ
の
都
市
を
圧
倒
的
に
支
配
す

る
少
数
の
遠
距
離
通
商
・
金
融
商
人
が
絶
対
主
義
的
権
力
と
し
て
、

傭
兵
隊
と
整
備
さ
れ
た
都
市
役
人
に
よ
る
支
配
機
構
を
も
ち
、
周
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

広
範
囲
の
都
市
農
村
を
支
配
し
て
一
国
家
を
形
成
す
る
。
商
人
は
単

に
大
所
領
の
所
有
者
だ
け
で
は
な
く
、
都
市
の
支
配
権
を
通
じ
て
、

都
市
領
地
領
の
統
治
者
と
な
る
。
お
よ
そ
ニ
ニ
○
○
年
を
境
と
し
て
、

都
市
共
同
体
の
内
部
の
問
屋
制
が
確
立
し
、
手
工
業
者
の
独
立
性
は

度
重
な
る
反
抗
に
も
拘
わ
ら
ず
一
四
世
紀
後
半
に
は
完
全
と
い
っ
て

よ
い
程
失
わ
れ
て
行
っ
た
こ
と
は
既
に
の
べ
た
。
こ
の
商
人
の
支
配

は
経
済
的
な
る
も
の
で
は
な
く
、
商
人
は
同
時
に
政
治
家
で
あ
り
、

そ
の
地
位
は
公
的
組
織
に
よ
り
維
持
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
と
異

な
っ
て
イ
タ
リ
ア
で
は
、
農
村
の
社
会
的
諸
関
係
の
近
代
的
変
革
は

そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
都
市
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
そ
の
特

長
と
す
る
。
し
か
し
十
五
世
紀
以
後
に
お
い
て
商
人
の
土
地
所
有
は

領
主
的
土
地
所
有
へ
の
逆
行
を
見
せ
、
農
村
工
業
の
成
長
が
徹
底
的

に
お
さ
え
ら
れ
た
こ
と
に
私
が
敢
え
て
都
市
絶
対
主
義
と
い
う
甚
だ

奇
妙
な
る
術
語
で
呼
ぶ
、
イ
タ
リ
ア
都
市
の
一
つ
の
特
質
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
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①
　
こ
の
点
を
広
い
視
野
の
も
と
で
考
察
し
た
論
文
に
は
殆
ん
ど
私
は
知
り

　
得
な
い
。
私
の
叙
述
は
僅
か
に
踏
’
竃
坤
け
蝕
9
U
①
吐
ω
貯
暮
◎
Φ
の
寓
。
ロ
①
昌

　
ζ
禅
8
蜀
詳
。
誘
』
逡
Q
。
噂
P
＜
●
じ
d
巴
。
窯
噌
6
①
置
犀
。
巴
冨
罠
¢
昌
α
ω
富
象
●
お
8

　
を
参
照
に
し
て
砦
え
た
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
囚
．
潤
●
ρ
巳
泣
ジ
国
Φ
7

　
ω
O
ロ
鋤
捧
β
β
α
の
①
嘆
盆
山
俳
①
質
拶
O
び
日
出
酔
£
畠
①
¢
冨
O
げ
①
⇒
ρ
¢
臨
一
①
昌
鳥
Φ
ω

　
冨
山
。
。
ら
鍔
耳
皆
空
鳥
Φ
隣
の
・
H
㊤
㎝
b
。
　
も
私
の
よ
う
な
見
地
か
ら
対
撃
力
関
係

　
に
お
い
て
整
理
せ
ず
、
例
証
を
墨
示
し
な
い
。
た
だ
余
り
は
っ
き
り
し
な

　
い
領
主
権
力
を
前
提
し
、
そ
れ
に
了
す
る
共
岡
体
内
都
の
機
構
の
説
明
に

　
は
詳
し
い
。
．
切
Φ
O
犀
Φ
ご
。
℃
．
．
息
叶
．
も
一
般
叙
述
で
あ
る
が
、
上
部
権
力
の

　
変
化
に
対
応
し
て
共
同
体
（
都
市
・
農
村
）
を
と
ら
え
て
い
な
い
。
宗
教

　
的
共
同
体
を
論
じ
た
ω
9
羅
鉱
ぴ
①
ひ
○
㊦
鑓
①
ぎ
ω
o
ロ
節
津
Φ
μ
α
①
ω
竃
搾
8
『
一
－

　
8
嗜
ω
．
お
蒔
○
。
も
権
力
関
係
は
殆
ん
ど
ふ
れ
な
い
し
、
共
同
体
の
概
念
が
混

　
乱
す
る
。
結
局
こ
れ
は
堀
米
庸
三
氏
の
上
掲
論
文
に
鋭
く
呈
示
さ
れ
た
問

　
題
提
起
に
つ
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

③
　
ミ
ッ
タ
イ
ス
訳
書
　
二
九
甑
頁
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
王
の
租
税
け
鉱
嵩
①
が

　
定
期
化
し
農
村
に
入
り
こ
む
の
は
十
四
世
紀
後
半
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

③
堀
米
庸
竃
氏
の
主
張
す
る
統
一
王
権
成
立
の
条
件
と
し
て
の
平
和
運
動

　
の
こ
と
に
ふ
れ
れ
ば
、
王
の
平
和
運
動
を
推
し
た
原
動
力
の
　
つ
と
し
て

　
都
市
の
存
在
が
あ
る
。
同
氏
論
文
上
掲
に
よ
れ
ば
、
権
利
闘
争
の
当
事
者

　
が
私
闘
を
回
避
し
て
く
。
δ
◎
①
鳥
。
騨
よ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
双
方
が
国

　
王
・
領
主
・
都
市
役
人
の
面
前
で
一
切
の
暴
力
を
さ
し
控
え
る
誓
約
を
行

　
う
こ
と
を
要
す
る
（
＝
一
穴
頁
）
と
あ
る
。
聾
9
巳
鼠
の
上
掲
論
文
は
都

　
宙
が
平
和
の
誓
約
団
体
と
し
て
地
縁
共
同
体
に
な
っ
た
こ
と
が
都
市
共
同

　
体
の
成
立
の
塞
盤
な
の
で
あ
り
、
こ
の
運
動
が
統
一
王
権
を
め
ざ
す
社
会

　
運
動
の
原
動
力
で
あ
っ
た
と
い
う
莚
本
的
見
解
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

④
じ
d
①
。
ぽ
9
8
・
簿
電
ω
・
も
。
ミ
融
．

⑤
＜
●
切
①
δ
ぎ
8
．
o
搾
ω
．
8
庸
．
等
族
議
会
に
お
け
る
都
市
の
圧
倒
的

　
指
導
は
そ
れ
を
物
語
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
は
官
僚
制
の
充
分
展
開
し
な

　
か
っ
た
領
邦
国
家
で
は
充
分
認
め
ら
れ
な
い
。
＜
。
切
①
ざ
毒
℃
o
娼
。
o
罫
尚

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
し
d
①
o
ぽ
亀
●
O
娼
・
息
賞
罰
9
ピ
ω
．
卜
⊃
濠
躁
’
参
照
Q

⑥
b
ご
o
o
鐸
Φ
ピ
等
5
ω
．
卜
。
O
μ
喩
●
　
⑦
彗
9
ω
．
置
・

⑧
ま
5
ω
」
。
。
①
共
岡
体
を
か
こ
み
得
た
も
の
は
多
く
ラ
ソ
デ
ス
ヘ
ル
で

・
あ
る
。

⑨
イ
タ
リ
ア
都
市
は
か
つ
て
誤
．
ω
9
導
一
は
い
Φ
黛
⊃
ω
の
o
o
㌶
陪
。
巳
陣
⇔

　
犀
巴
罫
・
冨
り
①
等
で
、
イ
タ
リ
ア
の
特
殊
性
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
そ
れ

　
が
所
謂
都
市
的
伝
統
な
ご
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
都
市
の
発
展
が
農
村

　
生
産
力
の
伸
展
に
先
行
と
、
流
通
過
程
の
都
市
及
び
農
業
生
産
に
お
け
る

　
圧
倒
的
優
位
を
正
視
す
る
と
い
う
基
本
的
見
地
に
立
つ
限
り
正
し
い
把
握

　
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
≦
・
ω
は
σ
①
戦
の
。
げ
高
州
け
の
U
δ
切
①
α
Φ
仁
ε
β
四
Ω
①
↓

　
○
出
創
ρ
置
ω
9
ω
o
昌
α
2
Φ
鳥
Φ
↓
君
家
⇔
O
Φ
H
ω
σ
q
臣
α
ρ
凄
吐
象
①
園
鴇
誇
8
げ
自
昌
σ
Q

　
α
①
邑
　
一
一
P
犀
①
昌
一
の
O
び
Φ
⇔
　
ω
叶
似
α
件
①
隠
縫
O
一
げ
Φ
一
『
　
N
●
ω
鋤
く
・
男
○
・
∩
甲
》
●
㎝
圃
・
　
H
Φ
ω
H

　
は
都
市
発
展
過
程
の
学
説
的
整
理
と
い
う
点
か
ら
は
進
歩
で
あ
る
が
、
ゲ

　
ル
マ
ン
法
伝
統
な
ど
を
持
ち
冠
し
た
と
こ
ろ
か
え
っ
て
イ
タ
リ
ア
の
特
殊

　
性
の
本
質
的
把
握
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
私
の
イ
タ
リ
ア
都
市

　
の
特
色
づ
け
は
》
●
U
O
巳
Φ
詳
H
直
門
Φ
艮
ω
O
び
Φ
≦
一
心
房
O
げ
節
津
ω
σ
q
①
ω
O
ぼ
。
げ
審
．

　
同
O
ω
藤
の
随
所
に
見
ら
れ
る
結
論
的
概
括
都
分
に
教
え
ら
れ
る
乏
こ
ろ
が

　
多
い
。

⑩
U
。
巳
魯
」
三
幽
●
○
っ
．
卜
。
δ
塗
α
絵
龍
．
特
に
ω
．
認
①
等
。
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あ
　
と
　
が
　
き

　
以
上
の
章
草
は
、
封
建
体
制
か
ら
集
権
的
な
封
建
王
政
が
成
長
し
、

更
に
絶
対
王
政
が
成
立
し
て
行
く
過
程
を
、
都
市
と
の
関
係
に
焦
点

を
合
せ
て
考
察
し
て
見
た
も
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
そ
れ
は
一
つ
の

抽
象
的
な
歴
史
的
と
い
う
よ
り
論
理
的
な
そ
し
て
平
面
的
な
整
理
に

す
ぎ
な
い
。
固
有
名
詞
や
特
殊
な
用
語
を
で
き
る
限
り
省
略
し
普
通

の
概
念
語
に
変
え
た
の
は
整
理
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
信
ず
る
か

ら
で
あ
る
。
他
人
の
片
　
　
口
隻
句
を
ひ
い
て
も
つ
ま
ら
な
い
と
思
っ
て

参
考
文
献
竜
で
き
る
だ
け
へ
ら
し
た
。
整
理
に
必
要
な
基
礎
的
研
究

の
読
み
方
が
足
り
な
い
と
か
、
概
念
規
定
が
厳
格
で
な
い
と
か
の
批

判
は
甘
ん
じ
て
受
け
た
い
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
よ
う
な
形
の
整
理

は
、
何
を
対
象
と
し
て
も
、
何
時
で
も
実
証
研
究
と
平
行
し
て
行
わ

れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。
何
時
で
も
と
い
っ
た
の
は
次
の
意
味

で
あ
る
。
細
い
実
証
研
究
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
い
く
ら
集
積
し
て
も

綜
合
は
も
ち
ろ
ん
概
観
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
今
綜
合
整
理

の
時
期
に
達
し
た
と
い
う
よ
う
な
そ
の
よ
う
な
時
期
は
存
在
し
な
い
。

何
時
で
も
整
理
が
必
要
だ
。
更
に
は
ま
た
巨
視
的
視
野
と
微
視
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

本
来
的
に
立
場
が
異
る
。
一
つ
の
微
視
的
研
究
は
巨
視
的
結
論
と
直

接
つ
ら
な
る
も
の
で
は
な
い
潭
如
何
な
る
典
型
的
事
実
も
デ
フ
ォ
ル

マ
シ
オ
ン
を
ふ
く
ま
ぬ
限
り
理
想
類
型
と
な
り
得
な
い
。
し
か
も
歴

史
は
両
者
が
早
梅
っ
て
初
め
て
そ
の
発
達
が
期
待
し
得
る
か
ら
で
あ

る
。
　
私
の
こ
の
整
理
が
、
　
中
世
都
市
研
究
と
成
立
期
の
絶
対
主
義

…
最
後
に
こ
こ
に
こ
と
わ
っ
て
お
く
と
成
立
期
と
い
う
の
は
等
族

制
を
絶
対
主
義
の
中
に
敢
て
入
れ
て
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
一
の
研
究
に
、
何
ら
か
の
問
題
提
起
を
な
し
得
た
な
ら
望
外
の

幸
せ
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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　　　　　European　Cities　in　the　Middle　Ages

in　the　connection　of　the　feudal　monarchy　with　the　absolutism

　　　by

Yuji　Aida

　　The　object　of　this　article　consists　in　establishing　a　graphic　formula．

The　establishment　of　urban　and　rural　communities　is　prerequisite　to

the　formation　of　the　feudal　monarchy，　which　finishes　its　task　of　cen－

tra工ization　by　grasping　cities；the　formation　of　the　absolute　monarchy

is　fixed　by　grasping　cities　and　countries　where　the　differentiation　of

status　proceeds　and　relation　of’the　governing　and　the　governed，　that

ef　exploitation，　and　that　of　government　and　rivalry　between　cities　and

minor　cities　or　countries　have　been　formed．　What　the　absolutism

grasps　is　the　upper　of　these，　and　how　it　grasps　and　what　cities　are

should　be　a　great　factor　to　explain　the　degree　of　absoluteness　in　the

absolutism．

An　Aspect　of　Local　T6wns　in　the　Sung〈宋）Dynasty

　　　　　　　　　　　　development　and　history　of　CIL6π（鎮）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

Kaoru　Umehara

　　Most　of　the　larger　cities　in　China　were　seat　of　old　Chou－chih（州治）

and　Hsien－chih　（県治）　and　rather　rnore　of　political　character．　In　the

period　from　the　T’ang（唐）to　S2｛ng（宋）dynasty　including　陥4－tai

（五代）aremarkable　change　took　place　in　c呈ties；after　the　Sung

dynasty，　besides　old　political　cities　constructed　around　the　Chou　and

Hsien－Clz’動8　（羽並），　a　good　many　of　smaller　towns　called（rhEn

（鎮）Qr　Shih（市）prospered　by　mainly　commercial　activities　were

growing　along　traffic　routes　or　within　villages．　lt　is　essential　to　ana－

lyse　the　character　o’f　these　smaller　cities　and　to　study　their　relation

to　the　then　society　which　yieid　them，　foir　the　development　of　these

1ocal，　commercial　towns　seems　to　be　important　in　iater　Chinese　soci：

ety．
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