
歴
史
に
お
け
る
「
構
造
」

西
ド
イ
ツ
史
学
界
の
一
傾
向

岡

部

健

彦

歴史におけるヂ壌薄雲雀」　（岡部）

…
【
義
ご
三
・
籏
の
闘
に
・
尊
イ
・
峯
界
翠
蔓
の
「
嚢
」
…
三
・
舞
と
か
「
構
造
史
」
・
い
義
禁
提
堪
れ
・
皆
さ
れ
て

∵
．
⇔
．
．
」
の
馨
は
、
フ
ー
フ
ソ
・
の
藝
譜
第
の
影
響
受
け
て
ギ
ソ
で
も
腿
に
戴
・
れ
は
、
め
た
の
で
あ
・
の
が
、
民
謡
の
ギ
ッ
峯
界
の
薪
∴

瓢
嫉
糟
吻
謙
灘
騰
蜘
籔
醗
肪
簾
磐
絃
禦
獄
黙
黙
福
聯
諮
…

…
現
在
の
正
統
派
を
継
ぐ
政
治
峯
派
の
中
堅
的
指
慧
の
中
に
は
・
む
し
ろ
積
橋
に
他
の
精
神
科
学
や
後
会
科
学
に
門
戸
を
開
こ
う
与
る
態
度
が
見
ら
　

　
れ
る
。
そ
の
も
っ
と
も
著
し
い
傾
向
が
シ
ー
ダ
ー
教
授
や
コ
ン
ツ
ェ
教
授
達
の
桂
会
学
・
社
会
史
学
へ
の
接
近
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
私
が
指
導
を
受
け
た

　
シ
ー
ダ
ー
の
所
説
を
中
心
と
し
て
、
あ
わ
せ
コ
ン
ツ
算
、
ブ
ル
ソ
ナ
ー
の
意
見
を
紹
介
し
、
最
近
の
西
ド
イ
ツ
史
学
界
の
新
し
い
傾
向
と
し
て
の
歴
史
の

　
　
「
構
造
」
理
論
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
歴
史
家
に
と
っ
て
、
切
実
な
期
待
で
あ
り
不
安
で
あ
っ
た
ろ
う
。
何
故
な
ら
、

　
　
　
　
　
醐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
イ
ツ
の
鷹
史
主
義
こ
そ
は
、
歴
史
家
の
生
と
そ
の
判
断
を
内
奥
か
ら
か
き
た

　
簾
二
次
大
戦
後
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
界
は
変
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ラ
ン
ケ
以
来

「
学
闘
と
し
て
の
歴
史
学
」
を
確
立
し
、
近
代
史
学
の
正
続
を
自
他
と
も
に
認

め
て
い
た
ド
イ
ツ
史
学
は
、
ナ
チ
の
貯
溜
と
大
戦
を
ど
う
漁
る
の
で
あ
ろ
う
か

一
こ
う
し
た
問
題
は
、
少
く
と
も
歴
史
主
義
の
理
念
を
深
く
体
験
し
た
臼
本

の
歴
史
家
、
否
お
そ
ら
く
は
ヂ
イ
ッ
の
運
命
に
関
心
を
よ
ぜ
る
す
べ
て
の
外
蕃

て
る
魂
の
源
泉
で
あ
っ
た
か
ら
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
関
心
は
決
し
て
心
地
よ

い
誤
審
的
環
境
に
は
ぐ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
敗
戟
日
本
の
激
動
の
中
に
あ
っ
て
、

ド
イ
ツ
の
歴
史
は
過
去
の
日
本
の
歩
み
と
対
姥
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
「
後
進
性
」

を
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
史
学
の
保
守
性
や
敢
治
史
・
理
念
更
の
偏

重
を
指
摘
さ
れ
、
飽
面
、
社
会
経
済
史
や
階
級
史
観
の
流
蕎
の
前
に
、
歴
史
主
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へ義
へ
の
関
心
は
し
ば
し
ば
軽
視
さ
れ
、
時
に
は
日
蔭
春
あ
つ
か
い
を
受
け
る
傾

向
が
あ
っ
た
。
ま
た
戦
後
に
復
刊
さ
れ
た
憐
ド
イ
ツ
の
一
歴
史
学
雑
誌
翫
を
手

に
し
て
、
そ
れ
が
戦
蒲
と
趣
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
史
学
界
は

注
罪
す
べ
き
変
化
を
示
し
て
は
い
な
い
と
語
る
人
込
も
あ
る
。
し
か
し
は
た
し

て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
ご
く
わ
ず
か
の
研
究
者
が
、
そ
れ
に
も
物
ら
ず
戦
後
西

ド
イ
ツ
史
学
の
重
要
な
動
向
を
紹
介
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
F
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
、

G
・
リ
ッ
タ
ー
、
L
・
デ
ヒ
オ
、
W
・
ホ
ー
フ
ァ
…
、
さ
ら
に
H
・
ロ
ー
ト
フ

ェ
ル
ス
主
催
に
な
る
「
現
代
史
研
究
所
」
等
の
業
蹟
に
つ
い
て
適
切
な
紹
介
あ

る
い
は
翻
訳
の
労
を
と
っ
た
矢
賑
俊
隆
、
酒
繕
頁
二
、
島
田
雄
二
郎
、
中
山
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
、
岸
田
達
也
、
林
健
太
鄭
と
い
っ
た
諸
氏
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
現
在
の
西
ド
イ
ツ
史
学
界
に
お
い
て
は
、
大
略
次
の
よ
う
な
二
つ
あ
る
い
は

三
つ
の
特
徴
的
な
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
思
う
。

　
e
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
を
念
め
て
、
ド
イ
ツ
の
過
去
の
発
展
を
政
治
的
・
倫
理
的

精
神
を
も
っ
て
厳
し
く
反
省
し
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
は
先
に
挙
げ
た
ド
イ
ツ
の

歴
史
家
全
て
に
共
通
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ナ
チ
の
玉
文
化
性
（
野
蛮
）
や
ド

イ
ツ
軍
国
主
義
の
仮
借
な
き
摘
発
、
砒
雛
力
思
想
の
反
省
等
は
そ
の
代
表
的
な
も

の
で
、
就
中
リ
ッ
タ
…
が
そ
の
最
筋
線
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現
在
の

ド
イ
ツ
の
青
年
層
の
ψ
に
は
、
こ
れ
等
の
指
導
的
な
歴
史
家
達
が
、
余
り
に
慮

分
達
の
過
去
を
苛
酷
に
断
罪
し
て
お
り
、
青
年
の
霞
民
的
・
歴
史
的
生
活
へ
の

慧
欲
を
濃
喪
さ
せ
る
と
感
ず
る
春
が
相
当
多
く
い
る
。
こ
れ
ら
の
歴
史
家
が
、

遜
去
の
反
省
に
お
い
て
自
ら
に
癌
み
を
感
じ
な
が
ら
、
国
鶏
と
敵
治
家
に
指
し

示
し
要
請
し
て
い
る
国
民
的
可
生
へ
の
希
墾
の
よ
び
か
け
が
、
逆
に
激
し
い
調

子
を
帯
び
た
批
判
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
充
分
深

く
は
理
解
さ
れ
な
い
面
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
等
の
ド
イ
ツ
史
に
対

す
る
反
省
は
、
政
治
的
・
倫
理
的
判
断
を
極
端
な
拙
象
的
人
道
主
義
へ
と
お
し

や
る
こ
と
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
ド
イ
ツ
人
が
自
分
達
の
生
と

文
化
の
伝
統
・
財
宝
と
し
て
誇
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
臼
で
は
芸
園
か
ら

不
識
に
批
判
さ
れ
、
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
ド
イ
ツ
的
悪
の
根
源
で
あ
る
と
き
め

つ
け
ら
れ
た
ド
イ
ツ
の
過
去
の
中
に
、
彼
等
西
ド
イ
ツ
の
歴
史
照
影
は
救
う
べ

き
も
の
は
救
い
、
窯
弄
す
べ
き
こ
と
は
霊
張
す
る
。
た
と
え
ば
、
ル
タ
…
の
キ

リ
ス
ト
教
二
二
由
は
、
権
力
と
権
威
に
対
す
る
人
民
の
嘱
従
や
盲
従
を
教
え
、

ド
イ
ツ
人
の
奴
隷
意
志
的
義
務
感
の
伝
統
を
形
成
し
た
と
か
、
あ
る
い
は
ド
イ

ツ
入
は
近
代
史
の
出
発
以
来
つ
ね
に
営
繕
主
義
を
も
っ
て
ヨ
i
厭
ッ
パ
の
他
の

諸
霞
畏
を
脅
か
し
て
来
た
犯
罫
者
的
国
民
で
あ
る
と
か
、
さ
ら
に
、
ビ
ス
噌
、
ル

ク
に
お
い
て
既
に
ヒ
ト
ラ
…
の
野
蛮
へ
の
架
橋
は
予
定
さ
れ
て
い
た
と
か
等
々

の
、
諸
外
岡
で
喧
伝
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
（
原
聯
非
）
論
・
性
悪
説
に
対
し
て
は
、

わ
る
び
れ
る
こ
と
な
く
ド
イ
ツ
の
過
去
を
弁
明
し
て
い
る
。
ま
た
ナ
チ
に
対
す

る
ド
イ
ツ
人
自
身
の
抵
抗
運
動
に
関
す
る
研
究
も
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
・
倫

理
的
立
場
か
ら
す
る
濁
幾
へ
の
慰
め
と
勇
気
づ
け
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
ろ
う
。
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選ミdiiC：鉢（づ一恐　「餐彗黄憲」　（1磯｝罵）

　
⇔
ド
イ
ツ
史
学
の
中
に
句
．
現
代
史
篇
N
O
津
σ
Q
O
u
・
O
諏
9
訴
O
と
い
う
概
念
が
定

蔚
さ
れ
た
こ
と
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
ロ
ー
ト
フ
ェ
ル
ス
の
功
績
に
負
う
と
こ

　
　
　
　
◎

う
が
大
き
い
．
、
彼
の
主
催
に
よ
リ
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
に
は
現
代
史
研
究
醒
が
設
け

ら
れ
、
そ
こ
か
ら
、
周
知
の
よ
う
に
機
関
誌
と
し
て
「
季
調
現
代
史
」
が
繊

さ
れ
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
期
や
ナ
チ
独
裁
期
に
関
す
る
史
料
・
研
究
論
交

が
続
々
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
e
に
述
べ
た
政
治
酌
。
倫
理
的
な
反
省

と
撚
め
て
欝
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
も
う
一
つ
重

要
な
要
騰
を
持
っ
て
い
る
。
　
「
現
代
史
」
の
時
期
区
分
は
、
今
日
繭
ド
イ
ツ
史

学
界
で
は
、
　
一
九
一
七
年
か
ら
現
在
ま
で
を
含
む
も
の
と
了
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
十
月
革
命
に
よ
る
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ロ
シ
ア
の
成
立
と
ア
メ
リ
カ
の
第
一
次

大
戦
へ
の
滲
戦
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
原
理
が
根
本
的
に
変
動
し
た
一
：
も

は
や
ヨ
ー
μ
ッ
パ
が
、
藤
ヨ
i
獄
ッ
バ
を
中
心
と
し
た
一
つ
の
統
が
的
で
完
結

約
な
批
界
史
と
し
て
は
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
意
識
に
塞
つ
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
国
際
関
係
史
的
な
い
し
は
轍
界
史
的
意
識
の
変
化
は
、
例
え
ば
デ
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

オ
や
故
シ
ュ
タ
…
ゲ
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
も
語
ら
れ
て
お
り
、
ラ
ン
ケ
以
来
の
「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
国
家
系
」
を
軸
と
す
る
ヨ
…
ロ
ッ
パ
理
念
i
O
。
三
屋
乱
掘
ε
累

…
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
と
い
う
歴
史
的
意
識
が
、
西
ド
イ
ツ
の
「
現
代

史
」
研
究
に
対
す
る
強
い
関
心
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。
　
（
織
ド
イ
ツ
で
は

現
．
代
史
研
究
潜
の
数
が
非
常
に
多
い
。
そ
れ
に
較
べ
て
、
臼
竃
の
歴
史
学
界
は
、

そ
の
遜
去
へ
の
反
省
の
強
烈
さ
に
も
拘
ら
ず
、
幌
代
史
の
史
料
覇
纂
は
貧
弱
で

あ
り
、
ま
た
そ
の
研
究
表
が
何
と
少
数
な
こ
と
よ
。
こ
の
領
域
は
素
人
や
ジ
暫

ー
ナ
リ
ス
ト
に
ま
か
せ
て
お
こ
う
と
い
う
の
が
日
本
史
学
界
の
意
向
な
の
だ
ろ

う
か
。
）
な
お
、
脱
代
史
の
研
究
所
は
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ソ
に
あ
る
前
記
の
も
の
ば
か

り
で
は
な
い
。
ボ
ン
に
は
一
九
五
五
年
い
ら
い
『
ド
イ
ツ
対
外
政
策
研
究
会
』

U
2
駐
。
ぴ
o
O
窪
。
に
ω
o
｝
誉
h
け
密
陀
ン
堅
約
解
試
α
q
o
℃
9
一
平
げ
と
い
う
機
関
が
あ

り
、
こ
こ
で
は
特
に
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
関
係
に
闘
す
る
研
究
と
史
料
の
蒐

集
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
機
関
誌
と
し
て
〈
円
ξ
o
勺
？
診
匿
｝
凱
ぐ
〉

が
月
二
繊
発
行
さ
れ
、
ま
た
研
究
文
献
の
ほ
か
に
ベ
ル
リ
ン
問
題
や
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
統
合
な
ど
に
関
す
る
史
料
集
を
出
版
し
て
い
る
。
さ
ら
に
現
在
酉
ド
イ
ツ
で

は
東
ヨ
ー
慨
ッ
バ
研
究
も
盛
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
「
現
代
史
」
研
究
の

根
抵
に
あ
る
前
述
の
よ
う
な
世
界
史
無
意
識
と
二
丁
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
、

あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
㈹
蕉
統
史
学
の
「
歴
史
像
の
根
本
的
改
訂
」
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
先

に
も
ラ
ン
ケ
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
理
念
（
世
界
史
）
に
対
す
る
批
判
が
現
れ
て
来

て
い
る
こ
と
に
触
れ
た
が
、
敗
戦
後
ま
も
な
く
老
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、
彼
の
全
生

涯
の
清
算
害
と
も
い
う
べ
き
講
演
「
ラ
ン
ケ
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
」
を
発
表
し
て
、

「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
後
に
歴
史
を
研
究
す
る
者
に
と

っ
て
も
、
勉
砺
高
州
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
｛
カ
が
ラ
ン
ケ
よ
り
も
い
っ
そ
う
雷
潮
瀬
な
も

の
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
提
案
し
て
い
る
。
　
「
勉
学
時
代
こ
の
か
た

ラ
ン
ケ
ぱ
い
わ
ば
導
き
の
星
で
あ
っ
た
」
と
自
認
し
て
い
る
マ
イ
ネ
躰
ケ
が
、

127　（995）



族
長
の
よ
う
な
年
齢
に
な
っ
て
か
ら
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
方
を
ラ
ン
ケ
よ
り
も

重
視
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
糠
紀
前
半
を
通
じ
て
彼
が
ド
イ
ツ
史
学
界
に
お

い
て
し
め
て
い
た
立
場
を
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
革
命
的
と
も
い
う
べ
き
発

雷
と
し
て
、
世
界
の
歴
史
家
達
か
ら
注
口
さ
れ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ

る
。
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
何
時
か
ら
そ
の
よ
う
な
歴
史
学
的
思
惟
の
転
換
を
懐
き
は

じ
め
た
か
、
ま
た
彼
の
こ
の
よ
う
な
歴
史
像
形
戊
の
た
め
の
基
礎
の
変
動
は
、

ラ
ン
ケ
的
正
統
史
学
に
対
す
る
「
反
乱
」
　
「
背
教
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る

の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
宿
払
一
つ
の
歴
史
思
想
的
研
究
テ
ー
マ
と

し
て
論
じ
う
る
し
、
ま
た
実
際
論
議
を
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の

点
に
深
入
り
し
な
い
。
こ
こ
で
は
た
だ
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
「
ラ
ン
ケ
と
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
漏
の
中
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
世
界
観
体
系
の
二
類
型
（
客
観
駒
理
想
主
義

と
自
由
の
理
想
主
義
）
を
援
痢
し
て
、
ラ
ン
ケ
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
を
両
極
に
据

え
な
が
ら
、
両
者
の
関
係
を
単
純
に
対
立
反
回
す
る
も
の
で
は
な
く
、
根
互
に

対
峙
し
衝
突
し
な
が
ら
補
い
舎
う
関
係
を
保
ち
得
る
も
の
と
し
て
、
意
味
深
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

論
述
し
て
い
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
で
は
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
暗
示
し
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
達

は
そ
の
後
の
十
年
間
に
ど
ん
な
意
味
を
三
体
的
に
学
び
と
ろ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
こ
そ
、
私
の
ド
イ
ツ
へ
赴
く
際
の
、
そ
し
て
ド
イ
ツ

滞
在
中
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。

　
①
　
こ
の
点
に
関
し
て
諸
氏
の
主
な
業
蹟
を
誉
げ
る
な
ら
、
翻
訳
で
は
、
マ

　
　
イ
ネ
ッ
ケ
（
矢
田
訳
）
『
．
ド
イ
ツ
の
悲
劇
』
・
（
中
山
・
岸
田
訳
）
　
『
ラ
ソ

　
ケ
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
一
、
リ
ッ
タ
ー
（
画
村
訳
）
　
『
権
力
指
翻
身
史
「
∵
『
ド

　
イ
ッ
の
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
』
、
　
（
島
漏
訳
）
　
に
。
教
育
力
と
し
て
の
歴
史
』
、
論

　
文
・
紹
介
で
は
、
岸
田
「
マ
イ
ネ
ッ
ケ
に
お
け
る
ラ
ン
ケ
…
批
判
の
…
問
題
」

　
　
（
『
西
洋
史
学
』
繁
㈱
○
輯
）
、
島
田
「
ヒ
ス
ト
ウ
リ
ッ
シ
ェ
・
ツ
ア
イ
ト

　
シ
ュ
リ
フ
ト
の
回
想
」
　
（
『
史
学
雑
誌
」
　
五
九
編
Y
「
戦
後
の
ド
イ
ツ
史

　
罪
す
田
介
に
「
つ
い
て
の
覚
激
口
」
　
（
『
吏
学
籍
冊
悲
馳
』
　
第
｛
ハ
閃
H
婚
糊
）
、
　
西
村
　

「
リ
ッ
タ

　
一
の
焔
惟
噺
刀
の
撫
㎜
瑚
狸
関
門
題
」
　
　
（
潮
岬
愚
Ψ
雑
翰
冊
扁
第
癌
ハ
こ
編
）
・
　
「
幽
詩
史
蝉
字
の

　
動
向
」
（
『
思
想
」
一
九
五
七
年
五
月
号
）
、
林
「
戦
後
ド
イ
ツ
の
ラ
ン
ケ

　
研
究
」
　
（
一
緬
史
学
雑
聾
恥
』
第
六
一
鵬
帽
欄
）
　
紬
寺
を
謀
孚
げ
｝
の
こ
と
が
で
、
尋
卵
の
。
　
な

　
お
成
瀬
治
氏
が
リ
ッ
タ
ー
の
講
演
を
翻
介
し
た
「
ド
イ
ツ
歴
史
学
界
の
現

　
況
と
今
後
の
課
題
」
　
（
門
史
学
雑
誌
」
第
六
〇
編
）
幽
村
氏
の
紹
介
に
よ
る

　
ヴ
ィ
ッ
ト
ラ
ム
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
と
し
て
の
濁
疑
的
な
る
も
の
』
（
『
史

　
学
雑
誌
U
六
五
編
）
も
重
．
笈
な
も
の
で
あ
る
。

②
　
労
9
謀
色
ρ
累
こ
N
①
答
σ
q
o
ω
〇
一
は
。
客
①
a
ω
諺
鼠
α
q
拶
σ
o
噌
ご
副
噛
ノ
．
δ
ヰ
○
劉

　
す
プ
窃
プ
。
津
O
囲
［
㌶
N
o
淳
α
q
O
㎝
o
｝
凱
O
げ
仲
ρ
至
重
。
津
鮒
H
¢
朝
Q
◎
■
な
お
こ
の
論

　
説
は
鋪
筆
さ
れ
て
彼
の
論
文
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
Q
Q
ヨ
誹
β
衆
一
〉
∬
や

　
α
q
p
ぴ
。
伽
鍵
N
Φ
淳
σ
Q
Φ
。
。
〇
三
2
μ
梓
ρ
騨
　
N
o
淳
σ
q
霧
〇
三
2
戸
鎮
げ
『
①
6
ゴ
暮
養
0
7

　
陸
ζ
窪
σ
Q
①
P
H
綜
P

③
　
O
o
三
ρ
賢
㌧
○
｝
鼠
。
プ
α
q
o
ノ
ユ
。
｝
善
。
臨
2
訟
ゆ
◎
q
o
諺
。
臥
。
」
逡
。
。
．
創
①
誘
0
8
P

　
O
o
呉
ω
〇
三
聖
義
臼
雛
象
Φ
づ
げ
詳
℃
o
｝
三
貯
一
ヨ
臥
。
O
．
｝
鋤
卍
巴
酎
g
鐸
曾
答
噌

　
お
0
1
α
．
ω
3
自
9
露
騨
昌
P
菊
こ
謡
①
σ
q
Φ
冨
6
巳
Φ
毎
胤
○
δ
ざ
び
σ
q
⑦
二
陣
。
暮
・

④
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
壷
マ
イ
ネ
ッ
ヶ
（
申
出
・
岸
田
訳
）

　
『
ラ
ン
ケ
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
』
と
呼
て
の
訳
読
解
…
説
、
お
よ
び
解
悟
眼
弧
醐
文
『
マ

　
イ
ネ
ッ
ケ
に
お
け
る
ラ
ン
ケ
批
判
の
問
題
』
参
照
。
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二

　
マ
イ
ネ
ッ
ケ
を
し
て
ラ
ン
ケ
よ
り
．
も
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
方
を
割
鐘
さ
せ
る
に

至
っ
た
軍
門
は
、
後
者
の
方
が
結
局
に
お
い
て
は
同
時
代
と
将
来
（
十
九
世
紀
・

二
〇
世
紀
）
の
発
展
に
対
し
て
適
確
な
予
見
を
懐
く
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ラ
ン
ケ
は
彼
の
時
代
の
指
導
的
傾
向
と
し
て
二
つ
の
勢
力
、

す
な
わ
ち
「
復
古
的
な
君
主
制
と
人
酷
主
権
の
二
．
原
理
の
対
立
㎏
と
「
物
質
力

の
無
際
の
発
展
」
を
挙
げ
、
人
民
主
権
（
大
衆
幾
戸
主
羨
）
の
革
命
的
諸
勢
力

に
対
し
て
は
こ
れ
を
「
無
界
史
の
規
則
的
発
展
」
を
さ
ま
た
げ
る
異
常
な
も
の

と
感
じ
、
君
主
制
の
存
続
す
る
ド
イ
ツ
の
そ
の
後
の
発
展
に
安
心
し
た
。
ま
た

物
質
力
の
展
開
に
対
し
て
も
楽
天
約
な
信
頼
を
よ
せ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
は
案
人
民
主
権
・
革
命
勢
力
は
異

常
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
十
九
・
二
〇
世
紀
の
運
命
を
規
制

す
る
門
購
黒
な
規
則
」
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
八
七
一
年
秋
（
す
な
わ
ち

ド
イ
ツ
統
一
の
完
成
後
）
、
冬
学
期
の
開
講
に
際
し
て
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
革
命

時
代
の
講
義
の
緒
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
二
体
、
今
珊
に
至

る
す
べ
て
の
こ
と
ば
、
根
本
的
に
は
革
命
時
代
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ

し
て
我
々
は
、
恐
ら
く
は
や
っ
と
そ
の
開
幕
の
場
か
、
あ
る
い
は
第
二
幕
の
と

こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
あ
の
一
八
　
五
年
か
ら
一
八
幽
八
年
ま
で

の
外
見
上
は
平
穏
だ
っ
た
三
〇
年
問
と
い
う
も
の
は
、
壮
大
な
ド
ラ
マ
の
中
の

あ
る
一
つ
の
幕
問
に
す
ぎ
ぬ
よ
う
な
様
子
を
し
め
し
た
か
ら
。
こ
の
ド
ラ
マ
は
、

地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
既
知
の
過
去
に
対
立
す
る
一
つ
の
運
動
に
な
ろ
う
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
一
。
　
そ
し
て
機
械
・
石
炭
．
・
鉄
、
す
な
わ
ち
物
質
力
の

無
限
の
展
開
（
要
す
る
に
産
業
革
命
）
が
そ
れ
に
編
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
「
権
力
騒
動
や
金
銭
騒
ぎ
や
享
楽
騒
ぎ
が
生
じ
、
こ
れ
が
人
聞
を
奈
落
の
底

へ
お
い
や
ウ
、
国
寂
は
貧
暇
な
ひ
と
び
と
の
欲
望
を
み
た
さ
ん
が
た
め
に
大
衆

の
要
求
に
応
じ
て
ま
す
ま
す
強
大
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

と
い
う
恐
怖
的
予
感
を
い
だ
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
同
時
代
糟
…
握
は
、
ナ
チ
と
第
二
次
大
戦
を
経
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
は
い
よ
い
よ
確
か
な
も
の
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
に
感

ぜ
ら
れ
た
。
大
衆
民
主
霊
義
と
機
械
技
術
文
明
　
　
こ
の
二
つ
の
波
浪
は
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
草
命
い
ら
い
ヨ
…
ロ
ッ
パ
史

を
動
か
す
原
理
と
な
り
、
十
八
世
紀
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
構
成
を
根
本
的

に
破
る
も
の
と
し
て
理
．
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
斎
す
れ
ば
、
十
九
世

紀
か
ら
今
田
ま
で
の
時
代
は
、
　
「
革
命
欝
代
価
力
。
／
d
ξ
怠
£
あ
N
o
諜
巴
富
鴎
と
し

て
概
念
づ
け
ら
れ
る
ご
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
雁
史
的
状
況
を
よ
り
ょ
く
理
解

し
得
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
見
解
に
し
た
が
う
と
き
、
我
々
は
次
の
よ
う

な
こ
と
を
反
省
し
て
晃
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ω
こ
れ
ま
で
は
十
九
世
紀
史
を
欝

曲
主
義
と
掴
属
主
義
の
時
代
と
し
て
と
ら
丸
、
こ
の
ナ
シ
．
ナ
リ
ズ
ム
を
噛
癖

ユ29　　（997）



形
成
の
最
も
中
核
的
力
と
し
て
楽
観
的
に
批
為
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
い
ま
や
厳
し
い
反
省
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
ビ
ス
囎
、
ル
ク

の
撫
業
（
と
く
に
瞬
続
一
二
三
質
業
－
）
な
ど
も
、
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
立
欝
切
に
よ
マ
胸

ば
、
そ
れ
は
一
つ
の
大
衆
民
主
主
義
的
革
命
勢
力
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ゆ
フ
ラ
ン
ス
草
命
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
現
在
に
対
す
る
影
響
・
意
味

に
つ
い
て
は
、
最
近
わ
が
国
な
ど
で
も
、
産
業
革
命
の
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い

て
、
と
か
く
聞
接
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
評
働
が
あ
る

が
（
産
業
革
命
は
そ
れ
に
卜
し
て
今
日
に
お
い
て
も
な
お
継
続
し
て
い
る
と
考

え
る
）
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
両
者
は
軽
重
の
差
置
な
く
、
と
も
に
現
代
史
を

規
翻
し
展
開
せ
し
め
る
原
動
力
で
あ
る
と
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
と
も
か
く
自
由
主
義
も
躍
民
主
義
も
、
ま
た
社
会
主
義
や
羽
重
主
義
も
、
そ

し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
三
界
戦
争
も
、
こ
れ
ま
で
麗
史
学
の
難
上
に
上
げ
ら
れ
た

譲
々
の
十
九
世
紀
・
二
十
激
紀
の
世
界
史
的
発
展
・
傾
向
は
、
お
そ
ら
く
次
の

よ
う
な
立
場
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
馬

紀
以
来
歴
史
の
「
構
造
」
は
根
木
的
に
変
っ
た
、
こ
の
歴
史
．
の
構
造
変
化
は
、

歴
史
と
人
問
に
と
っ
て
危
機
を
ま
ね
く
暗
い
要
旨
を
つ
ね
に
孕
ん
で
お
り
、
そ

の
よ
5
な
意
識
な
し
に
は
、
現
在
の
我
々
の
立
っ
て
い
る
歴
史
的
位
置
を
知
り
、

歴
史
の
中
に
我
々
が
生
き
て
行
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、

　
こ
の
よ
う
な
観
点
が
、
今
日
藤
ド
イ
ツ
史
学
界
に
お
い
て
注
鶏
さ
る
べ
き
…

つ
の
大
き
な
影
向
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
で
は
こ
の
歴
史
の
「
構
造
鳳
ψ
鍾
囲
二
容
ξ
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
、
西
ド
イ

ツ
の
歴
史
家
は
何
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を

史
学
史
的
に
叙
述
し
て
い
る
歴
史
家
は
1
7
・
ワ
グ
ナ
…
で
あ
り
、
ま
た
「
構
造
」

問
題
を
最
初
に
提
唱
し
た
の
は
社
会
炎
家
の
0
・
ブ
ル
ソ
ナ
ー
で
あ
る
が
、
と

く
に
歴
史
的
「
構
造
鳳
の
理
解
に
正
醐
か
ら
と
り
組
ん
で
い
る
指
導
的
代
表
的

　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

な
人
物
は
贋
・
シ
…
ダ
ー
と
“
・
コ
ン
ツ
ギ
［
で
あ
ろ
う
。
私
は
と
く
に
シ
ー
ダ

…
教
授
の
指
導
を
受
け
、
ま
た
コ
ン
ッ
ェ
教
授
と
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
話
し

合
う
機
会
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
山
人
を
中
心
に
少
し
く
ド
イ
ツ
史
学
界
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

け
る
「
構
造
」
理
論
に
つ
い
て
紹
介
し
て
兇
た
い
。

　
④
｝
W
霞
。
h
ひ
髪
葺
こ
；
震
脇
ε
ユ
㏄
。
9
鳴
鑓
σ
q
諺
窪
件
p
残
。
。
三
野
ノ
、
。
祭
飯
讐

　
　
一
り
㎝
メ
。
ら
■
ト
ニ
①
ρ

　
②
　
寓
。
ぎ
o
c
疑
。
℃
M
‘
冗
費
瓢
（
o
竃
鼠
切
霞
。
餓
｝
母
無
り
貯
例
〉
困
）
財
。
識
話
峯
嵩

　
　
毎
益
Q
り
三
N
N
2
ピ
u
臼
’
一
餌
．
（
中
由
・
準
田
訳
、
　
一
九
．
農
）

　
③
西
ド
イ
ツ
史
学
界
の
「
構
造
論
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
岡
題
意
識
に
関
し

　
　
て
岸
限
達
也
氏
が
は
じ
め
て
適
切
な
紹
介
を
託
さ
れ
た
（
西
洋
史
学
第
五

　
　
十
六
輯
）
。
た
だ
リ
ッ
タ
ー
の
「
鑓
造
史
」
に
鰐
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
、
後

　
　
で
触
れ
る
よ
う
に
、
山
序
田
無
と
泓
と
は
多
．
少
異
っ
た
考
え
を
も
っ
て
い
る

　
　
（
木
稿
一
四
憲
頁
参
照
）
．
し
か
し
こ
の
小
稿
で
は
、
「
構
叢
論
」
そ
の
も
の

　
　
の
内
容
、
と
く
に
社
会
学
と
歴
史
学
の
協
力
を
説
．
張
す
る
シ
…
ダ
ー
、
コ

　
　
ン
ツ
ェ
達
が
、
従
来
の
歴
史
学
と
三
会
学
と
の
鰐
立
的
関
係
を
如
何
に
し

　
　
て
提
携
閏
係
に
導
こ
う
と
す
る
か
を
、
方
法
諭
に
た
も
入
っ
て
紹
介
す
る

　
　
こ
と
に
軍
点
を
お
き
た
い
。
な
お
く
㏄
簿
三
准
二
◇
と
い
う
…
冒
葉
は
、
日
本
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語
と
し
て
「
構
造
」
の
他
に
「
毅
織
」
と
か
「
構
成
」
等
と
訳
し
た
方
が
適
当

な
建
議
も
あ
与
た
が
、
本
稿
て
は
あ
え
て
「
憐
浩
…
」
の
一
議
に
統
一
し
た
。

三

　
「
構
造
」
論
は
、
正
統
史
学
の
歴
史
．
叙
述
の
基
準
・
編
史
（
嵩
騨
叶
G
門
ご
α
ミ
捧
－

℃
ぼ
⇔
）
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
国
家
の
領
域
に
お
け
る
歴
史
的
人
物
の
行
動
と
決

断
に
関
係
し
て
い
た
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
の
立
場
で
は
、
歴
史
は
「
行
動
す

る
個
人
の
英
雄
史
詩
・
ド
ラ
マ
と
し
て
造
形
的
に
」
眺
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

指
摘
す
る
。
と
こ
ろ
が
今
日
で
は
、
歴
史
を
個
難
℃
o
湊
（
ぼ
副
巳
弊
。
諄
の
正
夢

劇
場
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
画
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
理
想
空
義
哲
学
の
中
に

見
出
さ
れ
る
よ
う
な
情
熱
を
も
っ
て
共
鳴
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
．
、

た
と
え
ば
、
大
戦
中
に
発
表
さ
れ
た
ホ
イ
ッ
ィ
ン
ガ
の
講
演
は
、
そ
の
最
も
典

型
的
な
告
白
で
あ
．
ろ
う
。
　
「
歴
史
の
筋
書
が
客
観
的
に
変
っ
た
こ
と
が
問
題
で

あ
る
…
…
最
近
の
歴
史
．
は
も
は
や
個
々
の
刷
的
入
物
の
行
動
と
し
て
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
…
…
わ
れ
．
わ
れ
の
集
金
主
義
的
（
｝
ハ
○
＝
o
高
欄
≦
簿
冨
2
回
）
慧
識
、
す

な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
い
わ
ゆ
る
現
実
主
義
（
涛
o
ρ
溺
影
繧
）
が
そ
う
す
る
こ
と

を
妨
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
か
つ
て
は
鷹
史
の
数
々
の
果
実
を
み
の
ら
せ
、

き
わ
め
て
簸
刺
と
し
て
い
た
木
は
、
　
遜
れ
て
し
密
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
、
わ
れ
わ
れ
の
雛
…
想
力
が
欠
．
け
て
い
る
た
め
で
は
な
く
、
歴
史
そ
れ
自
身
の

あ
り
方
が
惑
う
た
た
め
に
、
そ
の
咲
き
ほ
こ
っ
た
花
ほ
か
れ
し
ほ
ん
だ
の
で
あ

①
る
」
。
　
こ
の
よ
う
に
ホ
イ
ツ
ぜ
ン
ガ
は
、
伝
統
的
歴
史
の
秋
に
哀
悼
の
辞
を
さ

さ
げ
た
の
で
あ
っ
た
、
彼
も
ま
た
個
性
的
な
歴
史
理
解
が
意
馬
空
窓
的
意
識
に

と
っ
て
か
わ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
な
げ
い
た
。
現
代
の
歴
史
掘
握
は
、
か
く
て

細
性
や
事
件
で
は
な
く
、
　
「
構
造
」
と
い
う
集
合
主
義
的
（
反
個
性
的
）
な
い

し
は
超
個
性
的
な
概
念
へ
と
中
心
が
移
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
伝
統
的
な
歴
史
学
は
、
超
飼
性
的
な
力
を
歴
史
の
中
に
認
め
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
、
シ
：
ダ
…
は
十
九
世
一
麗
の
歴
史
思
想
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

　
ま
ず
歴
史
学
研
究
法
を
体
系
立
て
た
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
つ
い
て
見
る
に
、
彼
は

歴
史
を
「
道
義
的
世
界
の
運
動
」
で
あ
る
と
見
る
．
、
道
義
約
世
界
と
は
、
こ
の

世
界
の
側
か
ら
兇
れ
ば
、
意
志
と
個
人
的
な
掬
由
な
意
欲
と
い
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
ド
ロ
イ
ゼ
ン
は
個
々
の
人
間
の
意
志
行
為
を
道
義
的
世
界
の

絶
対
的
な
自
己
規
制
の
要
素
と
は
解
さ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
は
「
道
義
的
権

力
」
と
し
て
我
々
を
麦
甘
し
て
い
る
　
「
道
嚢
的
共
通
性
」
　
巴
ρ
島
魯
。
　
O
？

諺
。
ぎ
器
コ
爵
。
欝
の
中
に
個
人
を
位
置
づ
け
る
。
　
「
わ
れ
わ
れ
は
道
識
的
権
力

を
道
義
的
義
務
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
を
或
配
し
て
い

る
道
義
的
権
力
が
わ
れ
わ
れ
の
自
己
規
制
と
融
和
す
る
の
を
感
ず
る
」
。
　
そ
れ

故
個
人
は
、
道
，
函
渠
撰
力
の
そ
の
時
そ
の
時
の
担
い
手
で
あ
り
ア
ル
バ
イ
タ
…

と
し
て
存
在
し
、
こ
の
権
力
の
連
続
関
係
と
共
通
性
の
中
に
存
す
る
に
過
ぎ
な

い
．
し
か
も
道
、
義
的
共
通
性
の
表
現
と
し
て
彼
は
宏
族
、
罵
族
、
挫
会
、
公
共
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禰
…
祉
、
法
、
筋
力
等
々
を
挙
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ド
鐸
イ
ゼ
ソ
に
あ
っ
て

は
、
理
…
想
輩
義
暗
晦
…
鎮
と
闘
連
せ
し
め
ら
れ
た
携
母
野
概
念
が
論
ぜ
ら
れ
て
溶
㌦
ワ
、

そ
れ
鮫
決
し
て
栓
会
学
的
・
集
合
的
霧
在
と
し
て
の
溝
造
が
問
題
に
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
彼
に
あ
っ
て
も
超
飼
性
的
綴
…
念
が
歴
吏

の
糧
抵
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
後
の
さ
ま
ざ
、
ま
な
続
念
に
算
す
る
最
下

が
渡
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ラ
ン
ケ
も
ま
た
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
と
は
憾
一
る
け
れ
ど
も
、
附
鷹
史
の
熾
泥
岨
理
．
ム
芯
を

も
っ
て
い
る
。
　
「
客
観
的
世
界
関
連
」
と
か
「
事
柄
の
津
大
な
進
行
」
と
か

「
必
然
姓
」
さ
ら
に
は
「
理
念
」
　
「
傾
聴
に
　
「
運
動
」
と
い
っ
た
用
語
（
し
か

も
こ
れ
ら
の
娼
藷
は
近
代
史
学
の
最
も
重
要
な
｛
樹
語
に
な
っ
て
い
る
）
は
、
彼

の
樵
…
造
理
念
を
表
現
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
歴
．
史
そ
れ
自
体

が
欄
人
を
圧
倒
す
る
運
動
と
変
化
と
い
う
力
を
使
う
「
各
時
期
に
お
け
る
溝
造
」

（
o
づ
o
o
プ
巳
。
り
っ
ヰ
ニ
葺
舞
）
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
「
各
時
期
に
綴

有
な
へ
神
に
直
接
す
る
）
、
各
時
期
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
的
病
識
を
指

定
す
る
理
念
」
こ
そ
、
歴
史
主
義
的
観
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
「
生

成
の
規
範
」
（
＆
。
ヵ
。
σ
q
鼠
O
窪
ノ
ノ
．
賃
（
圏
e
峯
）
を
発
見
す
る
こ
と
が
最
も
電
設

な
課
題
で
あ
ろ
う
と
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
の
展
附
進
行
す
る
過
程
の

中
に
「
動
的
な
構
造
」
の
法
則
を
求
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
彼
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
は
、
こ
の
構
造
の
法
則
は
普
遍
的
な
ハ
時
間
と
空
両
を
超
え
た
）
も
の
や
、
ま

し
て
や
人
為
的
に
お
き
か
え
得
る
も
の
で
は
’
、
砥
／
＼
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
な
生

歳
遇
程
に
掘
有
な
原
理
獄
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ラ
ン
ケ
の
言
う
八
口
慈
蓉
〉
軍
鎧
〉

で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
構
造
原
理
は
、
踊
家
の
歴
史
的
生
に
表
韻
さ

れ
る
と
彼
は
考
え
る
。
阿
故
な
ら
、
気
無
こ
そ
「
鋤
度
と
祉
会
の
あ
ら
ゆ
る
様

式
に
生
気
を
与
え
、
人
閲
拙
会
の
諸
形
式
を
規
制
す
る
原
理
・
実
体
」
で
あ
る

と
思
わ
れ
た
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
贋
書
の
・
生
成
の
中
に
お
け
る
個
性

の
独
立
的
な
役
割
に
恩
し
て
は
終
始
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
と
も
か
く
「
各
時
期

に
お
け
る
講
造
」
と
「
国
領
の
政
治
約
構
造
」
と
が
、
ラ
ン
ケ
に
あ
っ
て
は
人

間
を
歴
史
の
中
で
規
制
す
る
最
高
の
「
必
然
性
」
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、

歴
史
的
運
動
そ
の
も
の
が
即
題
を
呉
体
的
な
形
と
し
て
示
し
て
行
く
最
も
強
力

な
力
で
あ
っ
て
、
凶
寒
は
そ
の
力
の
独
特
な
原
動
機
な
の
で
あ
る
。

　
日
賦
を
動
か
す
超
鋸
挫
的
・
な
力
に
対
す
る
評
価
の
し
か
た
で
、
ラ
ン
ケ
と
は

違
っ
て
い
る
が
、
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
も
ま
た
重
要
「
で
あ
ろ
う
．
彼
は
、
「
社
会
の
状

態
」
一
．
簿
㌶
の
○
鼠
a
が
、
諸
民
族
の
あ
り
方
を
規
定
し
て
い
る
法
律
・
習
慣
・
理

念
の
第
一
の
根
源
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
彼
の
「
社
会
の
状
艦
幽
し
な
る
も
の

は
、
精
神
的
に
鯛
造
さ
れ
た
構
成
体
で
あ
り
、
”
、
ル
ク
ス
の
よ
う
な
イ
デ
姦
臣

ギ
…
約
上
部
構
造
で
は
な
い
。
　
彼
は
、
　
自
分
の
時
代
の
精
神
的
四
郷
を
平
等

凋
農
搭
で
あ
る
と
醸
4
3
え
、
こ
の
平
等
と
い
う
構
造
理
念
の
力
に
は
、
何
人
も

抵
抗
阻
掛
…
し
ま
た
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
予
言
す
る
。

　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
も
ま
た
、
ラ
ン
ケ
や
ト
ッ
ク
ヴ
ぞ
ル
と
ほ
別
の
構
造
を
考
え

て
い
る
。
彼
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
支
醍
的
原
裡
．
が
潤
題
な
の
で
獣
な
く
、
歴
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史
の
舞
台
に
は
三
つ
の
「
力
」
℃
箕
2
撮
す
な
お
ち
国
家
・
宗
教
・
文
化
（
社

会
は
附
属
的
な
も
の
と
し
て
文
化
の
中
に
含
ま
れ
る
）
が
登
場
す
る
。
こ
の
三

つ
の
南
刀
は
、
。
フ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
歴
山
人
的
ル
出
の
士
詣
馴
翼
転
砥
馴
合
児
阻
弔
」
轟
め
h
ソ
、
そ
あ
舳

ら
は
相
互
に
衝
突
し
、
絡
み
合
い
規
妬
し
合
い
、
縮
み
合
わ
さ
れ
な
が
ら
、
歴

史
的
運
動
の
そ
の
時
々
の
方
向
を
繰
つ
。
こ
れ
ら
三
つ
の
力
は
器
楽
挫
約
な
力

で
あ
る
が
、
し
か
し
我
々
に
は
個
性
的
な
い
し
は
人
間
類
型
の
よ
う
に
見
え
る
。

そ
し
て
個
人
は
、
こ
れ
ら
の
「
力
」
　
℃
O
な
護
に
対
し
て
な
お
個
有
の
力
を
保

持
す
る
。
し
た
が
っ
て
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
三
つ
の
カ
は
、
　
「
現
在
・
過
去
・
未

来
に
わ
た
っ
て
常
に
耐
え
7
1
跡
び
、
努
力
し
、
行
動
す
る
入
聞
」
に
対
し
て
あ
る

調
節
を
と
る
機
能
を
は
た
す
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
な
る
。

　
な
お
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
力
の
う
ち
、
圏
家
と
家

教
は
七
三
的
で
「
嘉
定
的
な
」
力
で
あ
る
の
に
濃
し
、
文
化
は
圏
発
的
で
「
変

化
す
る
」
力
で
あ
り
、
し
か
も
結
局
は
前
二
者
よ
り
も
筒
い
価
他
を
も
ち
、
歴

史
家
が
浄
業
の
中
で
確
認
し
得
る
最
も
重
要
な
基
本
構
造
と
見
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
文
化
の
強
調
は
、
や
か
て
、
鮭
会
的
紐
織
を
墓
礎
と
し
て
そ
の
上

に
建
て
ら
れ
る
最
高
の
構
造
形
態
と
い
う
観
念
に
ま
で
文
化
概
念
を
上
昇
さ
せ

る
道
を
窪
く
こ
と
に
な
る
（
た
と
丸
ば
ト
イ
ン
ビ
ー
）
。
文
化
が
後
会
の
自
発

釣
で
自
家
な
創
造
物
で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
文
化
概
念
の
構
成
形
式
は
、
史
的

唯
物
論
と
一
脈
通
ず
る
立
場
で
あ
る
が
、
但
し
唯
物
史
観
に
お
い
て
は
文
化
は

赴
会
鋤
イ
デ
オ
獄
ギ
…
的
上
部
構
造
で
あ
る
。

　
ラ
ン
ケ
や
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
な
お
現
実
と
理
念
と
の
現
在
的
一
致

が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
霜
起
と
意
識
を
繕
対
す
る

も
の
に
解
体
し
、
し
か
も
そ
の
際
、
慧
識
は
何
ら
か
派
生
的
な
も
の
と
し
て
解
さ

れ
る
。
そ
の
た
め
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
歴
史
の
中
に
な
お
維
持
さ
れ
て

い
る
人
格
主
義
的
性
質
を
唯
物
史
観
は
喪
失
し
、
暇
人
と
し
て
の
人
闘
の
行
為

は
生
産
力
と
い
う
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
、
圧
倒
的
な
構
造
概
念
に
従
属
し
て
現

れ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
と
意
識
の
分
裂
が
樵
…
造
理

念
の
申
に
現
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
背
後
に
、
産
業
革
命
の
闇
始
に
よ
っ
て
人

間
の
生
濟
が
大
き
な
歴
史
的
変
動
の
貰
配
下
に
お
か
れ
、
備
人
の
努
力
は
そ
の

変
動
の
前
に
は
無
力
で
あ
る
と
い
う
経
験
が
必
要
で
あ
っ
た
．
換
言
す
る
な
ら
、

個
人
の
無
力
と
無
力
感
（
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
疎
外
と
い
わ
れ
る
）
は
社
会

的
運
動
と
そ
の
経
済
的
原
因
に
よ
っ
て
嘆
趨
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て

転
地
の
社
会
的
存
在
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
こ
の
「
社
会
」
を
「
自
然
を
と
も
な
っ
た
入
問
の
完
全
な
実
体
」

と
定
義
し
て
い
る
。
人
問
の
社
会
的
躁
境
は
、
人
悶
的
侮
性
と
そ
れ
を
動
か
す

精
神
的
な
力
と
し
て
は
も
は
や
理
．
解
さ
れ
ず
、
総
会
的
存
在
の
中
に
真
の
益
獣

的
笑
在
が
探
究
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
、
人
跡
の
思
雛
は
社
会
的
意
譲

の
記
録
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
斎
会
的
組
織
は
人
澗
を
は
じ
め
か
ら
構
成
し
て
い
る

要
因
で
あ
っ
て
、
人
爵
的
絡
神
の
胴
澄
物
と
は
零
敗
さ
れ
■
な
い
。
祉
会
的
構
造

は
、
そ
れ
自
身
の
中
に
総
成
の
法
型
を
保
ち
な
が
ら
、
歴
史
的
に
胃
動
ず
る
入
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闘
に
対
U
て
事
物
を
生
み
織
し
与
え
、
ま
た
そ
れ
を
掬
毒
す
る
も
の
に
ま
で
生

長
し
、
結
局
は
自
ら
が
集
合
的
養
性
（
謀
乱
ぎ
簿
署
℃
O
同
怨
望
8
三
く
鼠
ご
と
し

て
解
駅
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
集
合
的
個
性
の
下
で
、
あ

ら
ゆ
る
人
格
的
存
在
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。
要
す
る
に
我
々
は
、
　
「
社
会
的
構

造
」
に
お
い
で
は
じ
め
て
集
合
主
義
的
構
造
論
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
思
考
の
最
も
微
動
し
た
代
表
潜
が
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
し
か
し
潤
様
な
思
想
は
、
往
会
学
派
、
と
く

に
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
お
い
て
そ
の
代
表
者
を
認
め
得
る
し
、
ま
た
シ
ュ
パ
ン
の
患

考
も
こ
れ
に
接
近
す
る
道
を
開
い
て
い
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
代
歴
史
学
は
既
に
早
く
か
ら
、

そ
の
方
法
意
識
の
中
に
超
擬
性
的
・
構
造
的
思
惟
を
持
っ
て
い
た
q
そ
れ
ゆ
え

歴
史
学
ぽ
、
か
つ
て
挫
会
科
学
の
側
か
ら
攻
駆
を
受
け
た
場
合
、
例
え
ば
い
わ

ゆ
る
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
論
争
に
お
い
て
も
、
鷹
史
学
の
方
法
に
お
い
て
敗
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
今
欝
に
至
る
ま
で
正
統
史
学
は
、
こ
の
方
法
意
識
を

適
切
に
爽
現
す
べ
き
概
念
的
手
段
に
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ラ
ン

ケ
、
ド
ニ
イ
ゼ
ソ
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
、
サ
て
し
て
ト
ッ
ク
ヴ
4
ル
、
モ
ム
ゼ
ソ
に
あ

っ
て
も
、
構
造
と
側
性
の
関
係
は
常
に
歴
史
学
・
歴
史
叙
述
の
中
心
問
題
で
あ

っ
た
。
歴
史
学
は
「
構
造
」
Q
。
詳
三
富
鴛
と
い
う
言
葉
を
知
ら
ず
に
、
常
に
構
造

に
関
わ
り
あ
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
我
々
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に

よ
っ
て
賭
示
さ
れ
た
社
会
的
な
世
界
革
命
の
諸
現
象
に
つ
い
て
記
述
す
る
こ
と

を
緊
急
の
課
題
と
し
て
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
過
去
の
偉
大
な
歴
史
掌

が
未
解
決
の
ま
ま
に
残
し
て
来
た
「
構
造
」
に
た
ち
む
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
①
撮
蝕
N
陣
夷
p
｝
ご
同
率
奪
づ
§
一
μ
（
げ
目
Ω
◎
ψ
。
獣
。
簿
の
・
じ
ご
。
貯
霧
琴
∬
露
盤

　
　
白
数
O
o
霧
巴
ε
訂
σ
q
o
P
一
回
ω
襲
陣
諜
。
再
一
『
6
9
§
o
ン
＜
4
0
δ
深
讐
甲

　
　
ε
お
。
。
。
〇
三
島
監
。
　
号
。
・
3
0
ぼ
誌
ψ
o
岡
工
耐
凱
蕊
辞
ざ
＝
o
葺
8
9
淳
巴
ぎ
屋
a
ω

　
　
〉
銭
σ
Q
ρ
σ
①
h
菊
男
。
諺
。
プ
¢
団
轟
葺
回
（
｝
¢
暮
霞
凱
。
｝
二
一
緩
メ

　
②
ω
。
三
区
。
さ
聲
ご
誓
；
葺
ξ
。
鵠
雪
曇
℃
窪
繋
縛
§
昭
一
お
誌
零
ぎ
伽
窪

　
　
○
霧
。
窪
。
｝
嵩
や
鵠
’
N
ご
じ
ご
〔
一
凸
お
μ
属
ぐ
ゆ
搾
い
⊃
－
一
Φ
①
b
∂
．
本
稿
は
こ
の
論
文

　
　
に
全
…
調
的
に
依
拠
し
て
い
る
。

　
で
は
、
歴
史
に
お
け
る
「
構
…
造
」
の
鉾
三
容
鴛
と
は
ど
ん
な
概
念
な
の
か
。

実
は
こ
の
言
葉
の
充
分
な
吟
味
は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
な
さ
れ
て
い
な
い
と
シ

ー
ダ
ー
は
書
う
。
　
「
構
造
史
」
が
特
に
西
ド
イ
ツ
史
．
学
界
で
闇
題
に
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
に
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
、
フ
エ
…
ヴ
ル
等
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
史
単
・
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
側
か
ら
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
方
法
論
上
の
論
争
が
直
接
影
響
し
て
い
る
。
こ
の

学
派
に
属
す
る
プ
ロ
…
デ
ル
の
著
作
門
ブ
イ
リ
ッ
プ
ニ
抵
期
に
お
け
る
地
中
海

と
地
申
海
整
磁
」
（
び
曽
ン
回
O
＆
伸
Φ
ほ
O
募
①
簿
δ
窺
O
一
巳
O
ヨ
伽
（
節
O
霞
Φ
審
O
嵩

餅
一
、
伽
弓
O
ρ
5
0
（
一
①
　
℃
び
躍
圃
唱
℃
①
　
同
囲
）
は
画
期
的
な
成
果
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、

ま
た
論
争
の
焦
点
に
お
か
れ
て
い
る
が
、
　
そ
の
中
で
彼
は
　
「
構
造
の
歴
史
」

三
・
・
げ
9
諺
も
。
当
芋
。
窪
二
一
〇
と
「
事
件
の
歴
史
」
ぼ
。
。
汁
。
貯
。
穿
黛
完
諺
。
詳
梓
器
＝
o
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史ζこオ5卓ナる　「6’9f造」　（鱗ヨ舗9

と
を
は
っ
き
り
切
離
し
、
し
か
も
前
者
を
後
者
に
優
先
さ
ぜ
て
い
る
。
し
か
し

彼
は
　
、
構
造
史
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
何
等
定
義
を
下
し
て
い
な
い
、

　
ド
イ
ツ
で
は
ま
ず
ブ
ル
ソ
ナ
ー
が
社
会
史
に
関
連
し
て
構
造
概
念
を
論
じ
て

い
る
。
　
「
．
政
治
史
が
政
治
的
行
動
、
す
な
わ
ち
自
己
七
去
を
主
題
と
す
る
の
に

対
し
、
社
会
史
は
内
的
構
成
（
鳥
鍵
ぎ
”
ざ
話
ゆ
簿
自
）
す
な
わ
ち
人
間
結
含
の
溝

造
を
前
擁
に
お
し
威
す
考
察
の
仕
方
で
あ
る
。
…
…
こ
の
二
つ
の
考
簗
の
仕
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
い
ず
れ
も
他
の
方
法
を
知
ら
な
い
で
す
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
こ
こ

で
は
人
問
的
結
合
の
行
為
と
内
的
構
成
は
互
に
解
鍔
し
合
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て

歴
史
の
中
の
事
件
炎
的
な
変
化
し
や
す
い
現
象
も
、
ま
た
固
定
的
で
比
較
的
継

続
的
な
現
象
も
よ
り
ょ
く
把
握
さ
れ
得
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
コ
ン
ツ
ェ
も
ま

た
、
社
会
史
的
構
造
史
的
考
察
と
事
件
史
的
政
治
更
的
な
そ
れ
と
の
聞
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

克
服
し
難
い
方
法
的
州
立
は
な
い
と
主
張
す
る
。
ド
イ
ツ
史
学
の
方
で
は
、
こ

の
よ
う
に
構
造
の
問
題
を
政
治
史
と
の
対
立
背
反
と
し
て
と
ら
え
て
い
な
い
が
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
た
後
で
触
れ
よ
う
。

　
「
構
造
」
と
い
う
言
葉
と
概
念
は
、
し
か
し
社
会
科
学
の
方
で
早
く
か
ら
使

用
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
歴
史
学
に
転
屑
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
デ
ュ

ル
ケ
ム
以
来
、
　
「
構
造
」
は
社
会
学
の
中
核
概
念
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
な

お
決
し
て
統
一
的
な
見
解
に
は
達
し
て
い
な
い
。
し
か
し
K
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の

「
構
造
篇
概
念
は
、
歴
史
学
に
最
も
接
近
し
て
い
る
。
彼
は
「
構
造
」
を
コ

種
の
調
整
を
と
る
特
殊
な
法
踊
と
特
殊
な
関
連
（
そ
れ
は
あ
る
特
殊
な
鮭
会
的

頷
域
の
中
の
あ
る
一
定
の
歴
史
的
な
局
爾
に
お
い
て
濾
用
し
有
鋤
…
で
あ
る
）
」

と
し
て
の
「
媒
介
諸
原
理
」
嵩
貯
3
嵐
帖
＝
謡
。
蝕
麟
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
ラ
ン
ケ
の
　
「
支
配
約
な
諸
傾
向
」
（
ぎ
く
。
コ
毒
冨
窪
伽
。
昌

8
。
監
窪
N
鶏
と
近
似
し
た
概
念
規
定
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
構
造
は
、
マ
ン

ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
　
「
相
互
に
関
連
し
合
う
多
く
の
媒
介
．
標
理
」
か
ら
生
じ
て
、

あ
る
時
期
の
社
会
的
・
歴
史
的
な
す
べ
て
の
出
来
事
を
特
徴
づ
け
、
そ
れ
故
さ

ま
ざ
ま
な
要
旨
・
要
素
の
絡
み
合
っ
た
緩
合
体
と
し
て
生
起
す
る
社
会
的
・
歴

史
的
事
実
を
、
各
時
鰐
の
ま
た
社
会
的
な
焼
制
の
面
か
ら
説
明
す
べ
き
も
の
で
，

あ
る
。
フ
ラ
イ
ヤ
ー
も
ま
た
類
似
し
た
概
念
規
定
を
し
て
い
る
。

　
ケ
ー
ニ
ヒ
は
こ
れ
に
対
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
関
連
し
て
、
社
会
学
的
な
「
構

造
し
概
念
を
二
重
の
方
向
か
ら
指
嫡
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
社
会
ま

た
は
集
鴎
が
そ
れ
に
よ
っ
て
生
存
し
続
け
る
と
こ
ろ
の
、
社
会
ま
た
は
集
団
の

内
的
組
織
a
ω
ぎ
き
き
O
・
融
σ
q
①
を
特
徴
的
に
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
第
二

に
は
、
こ
の
第
一
の
蓑
現
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
、
社
会
的
諸
関
連
の
客
観
的

な
、
価
値
評
価
か
ら
自
由
な
、
認
識
の
可
能
性
で
あ
る
。
し
か
も
第
二
の
点
は

デ
ェ
ル
ケ
ム
に
と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
っ
た
。
侮
生
な
ら
、
こ
の
見
方
は
価
値

判
断
を
介
入
さ
せ
な
く
と
も
「
蕉
常
な
」
現
象
と
「
病
理
的
な
」
現
象
と
を
明

白
に
区
区
し
う
る
「
関
連
の
枠
」
じ
ご
。
≧
0
9
。
。
舜
プ
白
○
鐸
を
刺
り
出
す
の
に
役
立
つ
　
m
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
方
法
と
し
て
創
　
σ

り
娼
さ
れ
た
「
関
連
の
枠
」
は
、
社
会
学
に
よ
・
て
把
握
さ
れ
た
黒
黒
構
造
の
鵬



高
田
型
で
の
⑳
る
が
、
　
五
て
れ
は
マ
ッ
ク
ス
　
・
ウ
ェ
“
バ
ー
の
理
絹
轡
型
i
環
幌
実
に
存
在

せ
ず
た
だ
構
想
せ
ら
れ
た
議
会
（
学
）
的
類
型
i
を
超
え
て
、
　
「
徹
底
的
に

脱
実
類
型
（
鴻
。
註
3
・
困
）
窪
と
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
　
こ
こ
で
は
、
現
実
性
は
、

「
勢
か
れ
少
か
れ
一
般
化
さ
れ
た
様
態
」
の
中
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
　
「
あ

ら
ゆ
る
そ
れ
か
ら
の
逸
脱
は
病
理
．
学
の
枠
に
属
し
、
そ
の
際
病
理
．
的
な
も
の
と

判
断
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
の
好
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な

く
、
一
つ
の
構
造
体
制
か
ら
決
定
さ
れ
る
」
。
　
換
言
す
る
な
ら
、
構
造
体
制
が

様
態
を
規
定
す
る
た
め
に
、
自
律
的
人
格
的
な
活
動
力
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
ば

か
り
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
様
態
に
つ
い
て
の
判
断
も
ま
た
こ
の
構
造
体
制
に
よ

っ
て
規
個
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
規
範
か
ら
の
逸
脱
を
病
理
的
と
す
る
構
造
概

念
で
も
っ
て
歴
史
学
的
理
解
を
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す

る
前
に
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
学
と
社
会
学
が
皿
、
構
造
」
に
つ
い
て
共
通
の
場
を

見
出
し
得
る
点
を
一
環
し
よ
う
、
そ
の
際
ま
ず
は
じ
め
に
指
摘
し
得
る
こ
と
は
、

「
虚
心
」
は
、
社
会
的
な
出
来
事
と
歴
史
と
の
串
に
あ
る
枢
対
的
な
罎
定
性
の

一
要
心
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
　
ま
た
そ
れ
は
「
継
続
」

（
嘗
長
上
）
と
い
う
こ
と
と
留
接
な
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
あ
る
限
界

内
に
お
い
て
は
、
事
件
と
い
う
こ
と
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
急
激
な
変
化
に
対
し

て
、
継
続
を
蓑
現
す
る
も
の
で
あ
る
．
こ
の
「
継
続
偏
と
い
う
こ
と
は
、
今
蕪

フ
ラ
ン
ス
の
祉
会
史
で
は
殆
ん
ど
神
秘
的
な
・
概
念
の
磁
器
…
さ
え
帯
び
て
い
る
。

そ
こ
で
は
「
長
い
鋳
続
湖
問
獄
ぎ
謬
σ
q
郎
○
（
ご
㌫
○
」
と
い
う
こ
と
が
事
件
実
の

急
速
な
可
変
性
に
対
立
せ
し
め
ら
る
。
そ
の
と
き
事
件
史
は
、
　
「
底
の
カ
h
o
学

O
塁
鷲
○
暁
9
田
畠
」
の
灘
史
と
い
う
深
く
静
止
し
て
い
る
海
の
表
面
に
生
ず
る
、

波
の
軽
い
ひ
だ
を
慧
齢
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ス

ペ
ク
ト
は
歴
史
の
実
読
主
義
の
立
場
を
超
え
て
歴
史
の
「
実
在
論
」
に
陥
る
こ

と
に
な
り
、
一
掴
会
約
構
造
は
、
ス
コ
ラ
暫
学
の
よ
う
な
「
実
体
形
式
」
と
し
て

現
わ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
祉
会
と
鷹
史
を
構
成
し
て
い
る
隙
々
の
人
闘
の
慧
識

の
中
に
存
在
す
る
必
要
が
全
く
な
い
と
こ
ろ
の
、
あ
る
一
つ
の
意
識
を
発
展
さ

せ
る
集
合
約
実
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
「
春
期

的
事
実
」
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
り
、
ま
た
、
マ
ル
タ
ス
主
義
の
偲
で
も
、

例
え
ば
ル
カ
…
チ
は
「
呉
体
的
全
体
と
し
て
の
種
会
」
を
同
じ
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
革
命
理
論
の
中
心
概
念
で
あ
る
階
級
意
識
は
、
彼
に

よ
れ
ば
「
生
産
過
程
に
お
け
る
あ
る
一
定
の
典
型
的
な
状
繕
に
基
づ
く
、
合
理

的
に
卜
定
さ
れ
た
反
応
」
で
あ
り
、
　
「
諮
問
が
あ
る
一
定
の
風
習
状
態
を
完
全

に
理
．
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
彼
等
が
そ
の
生
活
状
態
の
中
で

持
つ
で
あ
ろ
う
と
患
わ
れ
る
思
想
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
彼
等
の
客
観

的
状
態
に
適
合
・
相
応
せ
る
思
想
」
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
、
ル
カ

…
チ
に
お
い
て
は
、
階
級
意
識
は
、
個
々
の
ブ
質
レ
タ
リ
ァ
の
具
体
的
心
理
的

意
識
や
、
彼
等
全
体
の
大
衆
心
理
、
的
意
識
に
ま
で
還
元
さ
れ
得
な
い
、
。
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
階
級
の
個
々
の
構
成
員
が
そ
の
よ
う
な
積
極
的
な
階
級
意
識
、
階
級
闘
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争
の
教
説
を
空
惜
し
て
い
な
い
時
、
彼
等
は
あ
る
誤
っ
た
意
識
に
と
ら
わ
れ
て

お
り
、
そ
れ
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
い
う
唄
病
理
的
」
な
枠
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で

・
あ
る
。
　
そ
隠
れ
故
ル
カ
ー
チ
は
、
プ
ロ
レ
タ
ジ
ア
の
灘
へ
際
の
心
理
的
血
嵐
識
状
義
心
蟹

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
階
級
意
識
と
湯
嗣
す
る
か
、
あ
る
い
は
前
述
の
彼
が
階

級
惹
識
と
し
て
説
明
．
し
た
も
の
と
混
晴
す
る
こ
と
を
、
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
日

和
毘
主
思
で
あ
る
と
見
倣
し
て
い
る
。

　
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
に
関
わ
る
唯
物
史
観
は
胴
と
し
て
も
、
鷹
史
・
祉
会
に
お
け

る
「
継
続
」
を
あ
ら
わ
す
「
構
造
」
の
概
念
に
対
し
て
、
歴
史
学
は
ど
の
よ
う

に
対
語
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
ま
ず
第
一
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
言
え
る
こ
と

は
、
今
日
で
は
如
何
な
る
七
転
叙
述
も
、
社
会
的
諸
現
象
に
対
す
る
基
礎
的
名

称
と
し
て
の
「
構
造
」
概
念
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

歴
史
学
は
前
陣
で
見
た
よ
う
に
、
従
来
か
ら
超
理
性
的
一
般
的
な
も
の
に
つ
い

て
さ
ま
ざ
ま
な
規
矩
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
試
み
に
対

し
て
構
造
概
念
は
思
考
純
化
を
も
た
ら
す
．
総
括
概
念
と
な
り
得
る
。
し
か
も
こ

の
構
浩
概
念
は
、
現
代
わ
れ
わ
れ
が
技
術
・
蕨
業
時
代
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、

そ
の
社
会
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
構
成
が
い
よ
い
よ
重
要
に
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と

を
経
験
・
意
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
反
映
で
あ
．
る
ば
か
り
で
ぽ
な
く
、

今
隠
の
学
問
酌
理
論
が
相
欝
的
一
離
挫
を
類
型
な
い
し
は
モ
デ
ル
と
し
て
認
識

し
よ
う
と
試
み
て
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の

類
型
な
い
し
は
モ
デ
ル
を
得
よ
う
と
努
め
る
こ
と
は
、
最
近
の
歴
史
．
学
に
お
け

る
一
つ
の
正
統
な
臼
約
で
あ
り
、
将
に
法
野
史
や
鱗
度
史
の
部
門
で
は
以
前
か

ら
試
み
ら
れ
て
い
た
。
各
、
時
期
の
社
会
的
根
本
規
舗
を
何
人
も
無
視
で
き
な
く

な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
社
会
的
綴
本
規
剃
は
内
容
の
な
い
形
式
概
念
に

陪　

ｵ
た
り
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
歴
史
的
現
錬
を
絶
澱
的
に
物
一
束
支
配
す
る
よ

う
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
一
般
に
歴
史
的
現
実
は
、
歴
史
的
判

断
を
規
楚
す
る
種
々
の
規
範
を
創
り
撫
す
が
、
し
か
し
、
ど
ん
な
種
類
の
規
範

も
、
反
対
に
、
よ
り
高
次
な
客
観
性
を
も
っ
た
鷹
史
的
現
突
を
創
り
出
す
こ
と

は
な
い
。
歴
史
家
は
し
た
が
っ
て
、
あ
る
時
期
の
優
越
的
な
規
欄
力
を
も
っ
た

「
構
造
」
を
豊
本
的
な
基
準
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
を
単
純
に
「
病

的
な
U
現
象
な
い
し
は
慧
味
な
き
阻
害
的
附
着
物
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
た
と
え
ば
先
に
触
れ
た
階
級
意
識
の
問
題
で
も
、
あ
る
現
突
に
存
在

し
た
階
級
状
態
に
対
す
る
個
別
的
で
集
台
的
な
㌻
様
な
反
応
か
ら
理
解
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
一
越
で
あ
り
、
あ
る
一
般
的
な
価
値
観
念
を
乎
段
と
し

て
構
虞
さ
れ
る
仮
定
的
・
客
観
的
な
階
級
状
況
か
ら
遡
断
さ
れ
呼
’
9
べ
ぎ
で
は
な

い
。
ま
た
別
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
十
九
世
紀
の
潤
鶏
運
動
は
、
強
力
な
錦
鱗

暦
の
形
成
と
い
う
規
制
力
を
も
っ
た
π
燈
的
な
祉
会
的
構
造
の
前
提
に
立
っ
て

い
サ
、
9
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
驚
民
層
の
形
成
と
い
う
現
象
形
態
一
般
の
普

遍
性
は
、
個
々
の
義
民
の
特
殊
な
諸
粗
の
背
後
に
お
い
て
の
み
掘
纒
さ
れ
得
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
般
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
は
、
決
し
て
健
全

な
も
の
と
病
的
な
も
の
と
し
て
対
立
さ
せ
ら
れ
ず
、
陶
岩
は
と
も
に
歴
史
的
に
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活
…
動
的
な
も
の
の
本
質
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
、
禽
由
主

心
的
な
布
民
的
立
憲
主
義
の
敵
無
形
懲
に
つ
い
て
、
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け

る
画
譜
の
貴
任
を
伴
わ
ぬ
立
憲
君
主
制
に
嚇
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
し
ば
し
ば
早

く
か
ら
、
先
験
的
に
こ
れ
を
異
常
な
も
の
病
的
な
も
の
と
称
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
こ
の
ド
イ
ツ
的
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
諸
傾
向
の
特
殊
な

妥
協
形
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
同
時
に
、
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
諸
岡
に
強
く
作
用
し
た
普
遍
的
傾
向
、
す
な
わ
ち
統
一
的
な
政
治
体
制
を

も
と
め
る
カ
も
、
そ
こ
に
動
い
て
い
る
。
そ
れ
故
歴
史
家
は
、
姻
々
の
歴
史
的

事
象
に
対
し
て
、
逸
脱
や
病
約
な
も
の
の
判
定
と
共
に
、
あ
る
先
験
的
価
簸
基

準
を
と
も
な
っ
た
「
先
進
性
」
・
「
後
進
性
」
と
い
っ
た
よ
う
な
判
決
を
下
す
こ

と
に
も
肖
麟
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
歴
史
的
諸
時
期
は
、
単
純
に
そ
の
盛
会
調
度
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
は
あ
る
特
殊
な
精
神
的
構
造
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
精
神
的
構
造
の

様
相
を
、
歴
史
獄
は
以
薦
か
ら
「
時
代
精
神
」
と
い
う
概
念
で
把
え
よ
う
と
試

み
て
い
た
。
各
時
期
の
中
に
は
古
い
構
造
と
漸
し
い
樵
覗
加
一
が
と
も
に
相
並
ん
で
、

ま
た
は
重
な
り
合
っ
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
継
続
と
変
化
の
独
自
な
関
係
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
的
構
造
か
ら
そ
の
都
度
あ
ら
た
め
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
そ
の
際
、
新
し
い
構
…
造
は
普
遍
的
に
自
呂
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
傾
向

を
持
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
実
際
の
進
行
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
抵
抗
に
突

き
当
り
、
潟
限
さ
れ
制
約
さ
れ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
あ
る
一
つ
の
要
素
の

「
過
度
な
拡
張
」
と
他
の
諸
要
素
め
「
法
外
な
搾
關
…
」
と
い
う
成
り
背
き
の
中

か
ら
、
歴
史
的
危
機
の
成
立
を
導
心
し
た
．
彼
は
（
彼
の
生
き
た
時
灘
に
と
っ

て
）
最
近
の
獅
し
い
諸
構
造
が
「
過
度
に
拡
張
」
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
抱

い
て
い
る
が
、
こ
の
新
し
い
構
造
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
最
も
進
歩
し
た
も
の

で
あ
り
、
他
の
古
き
諸
構
造
よ
り
も
高
い
権
利
を
歴
更
の
中
で
承
認
さ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
に
は
傾
い
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
以
後
今
日

に
至
る
ま
で
の
発
麗
を
顧
み
る
な
ら
、
新
し
い
構
造
す
な
わ
ち
産
業
的
縫
会
が
、

全
世
界
の
古
き
鷹
史
謡
講
構
造
形
態
を
い
よ
い
よ
容
赦
な
く
侵
害
し
て
行
く
過

程
が
皮
配
的
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
以
前
の
諸
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
遺
制
は
、
た

だ
「
時
代
遅
れ
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
判
断
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た

動
向
に
よ
っ
て
、
　
「
時
代
遅
れ
」
と
非
難
さ
れ
た
多
く
の
歴
史
的
基
礎
が
破
壊

さ
れ
た
こ
と
は
、
重
要
な
闘
題
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
以
．
上
に
、
歴
史
的
感

覚
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
歴
史
家
に
と
っ
て
由
々
し
い
問
題
な
の
で

あ
る
。①

ノ
く
お
器
び
蜀
‘
三
〇
（
げ
導
¢
○
。
零
鉱
。
ゲ
け
沼
。
貯
鼠
9
轟
篇
霧
O
o
Q
・
。
。
り
轡

　
…
厚
田
　
「
西
独
由
X
学
西
下
湘
心
の
動
陶
」
　
　
（
『
酉
洋
史
｛
盗
足
］
　
第
五
山
ハ
赫
掛
）
　
魚
少
昭
描
。

②
弓
づ
難
ヨ
お
び
○
¢
U
霧
摩
。
露
。
ヨ
魯
δ
罵
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震
。
℃
紐
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ぎ
昌
。
り
o
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獄
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巳
答
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N
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も
り
聾
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簸
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五

　
集
合
主
義
的
「
構
造
」
概
念
が
祉
会
学
か
ら
歴
史
学
へ
導
入
さ
れ
る
必
要
性

に
つ
い
て
は
、
龍
節
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
慨
念
の
も
つ
方

法
的
危
険
に
つ
い
て
も
、
歴
史
学
は
聖
訓
な
顧
慮
を
は
ら
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

を
、
岡
時
に
検
討
し
て
来
た
。
か
っ
て
正
統
史
学
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
想
主
義

的
歴
史
哲
学
の
中
核
概
念
で
あ
っ
た
超
越
的
「
理
性
」
か
ら
多
く
の
、
職
分
を
う

け
と
り
な
が
ら
も
、
結
局
は
そ
の
抽
象
的
客
観
性
に
紺
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
よ
う
に
、
　
「
構
造
」
に
お
い
て
も
歴
史
学
は
、
何
ら
か
の
超
越
的
価
鎮

叢
…
準
に
帰
着
す
る
よ
う
な
社
会
学
的
判
断
の
基
礎
に
対
し
て
、
警
戒
を
ほ
ら
わ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
構
造
は
結
局
は
た
だ
人
間
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
秩
序
で

あ
り
、
ま
た
人
闘
と
共
に
変
化
す
る
現
象
と
し
て
の
み
容
認
さ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
．
構
造
は
、
た
と
え
そ
の
中
で
個
人
的
契
機
が
後
退
し
て
い
る
に
せ
よ
、

決
し
て
人
．
間
的
性
格
を
失
わ
な
い
。
　
「
構
造
は
、
人
悶
を
た
だ
た
ん
に
爽
縛
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
の
で
は
な
く
、
構
造
を
変
化
さ
せ
ま
た
形
成
す
る
人
閲
を
要
求
す
る
」
の
で

あ
る
。
人
聞
に
結
び
つ
い
て
い
る
集
合
的
構
成
体
は
、
そ
れ
を
衛
っ
て
い
る
耀

儒
の
人
聞
の
中
に
実
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
措
い
て
は
構
造
と
し
て
存
在

し
な
い
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
バ
ー
は
彼
の
「
理
解
」
社
会
学
に
関
し
て
、
愚
拙

を
デ
ュ
ル
ケ
ム
お
よ
び
そ
の
学
派
と
は
っ
き
り
区
賢
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
　
「
騨
家
、
協
…
同
体
、
鍬
建
制
度
と
い
っ
た
よ
う
な
概
念
は
、
粒
会

学
に
と
っ
て
は
一
般
約
に
言
う
な
ら
、
人
問
の
共
岡
行
為
の
特
定
の
様
式
に
関

す
る
範
購
を
表
わ
し
て
お
り
、
そ
れ
故
こ
れ
ら
の
概
念
を
『
説
明
し
得
る
』
行

為
に
還
元
す
る
こ
と
、
い
い
換
え
る
な
ら
、
そ
れ
に
関
与
し
て
い
る
個
々
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

問
の
行
為
に
還
元
す
る
こ
と
が
社
会
学
の
課
題
で
あ
る
」
と
。
こ
の
よ
う
な
構

造
の
人
闘
に
対
す
る
関
係
は
、
人
闘
の
側
か
ら
見
る
な
ら
次
の
よ
、
）
に
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
醐
々
の
人
間
は
、
彼
等
と
共
に
存
在
し
て
い
る
組
織
構

成
体
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
彼
等
の
生
の
目
的
を
達
成
し
得
る

の
で
あ
る
、
と
。
社
会
学
は
そ
の
鮒
象
の
あ
る
も
の
に
対
し
て
構
遣
に
一
致
し

た
態
度
を
と
る
の
だ
が
、
こ
の
態
度
は
、
義
々
人
の
社
会
的
に
規
制
さ
れ
た
要

請
に
随
う
実
践
を
準
備
す
る
こ
と
に
由
来
し
て
お
り
、
あ
る
機
械
的
反
彊
弩
に

墓
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
社
会
約
に
規
制
さ
れ
た
要
請
は
、
勢
家
や
他
の

権
力
維
織
の
命
命
の
よ
う
な
、
強
謂
力
で
も
っ
て
執
行
し
得
る
正
規
の
指
図
命

令
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
こ
と
も
で
ぎ
る
し
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
社
会
的
集
団
の

道
徳
的
権
威
に
基
礎
を
お
く
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う

な
要
田
は
、
ど
ん
な
場
合
で
も
個
人
の
実
践
に
対
す
る
ア
ッ
ピ
ー
ル
で
あ
る
。

　
社
会
科
学
に
お
い
て
は
詫
人
と
社
会
組
織
、
個
体
主
義
と
集
合
主
義
と
の
絶

対
酌
な
背
反
が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
歴
史
籏
は
一
般
に
そ
の
よ
う
な
背
反
に

馴
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
歴
史
お
よ
び
社
会
の
「
厳
粛
な
実
体
」
の
中
に
存
す

る
対
立
性
に
対
決
す
る
こ
と
は
、
離
史
記
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
例

え
ば
政
党
の
歴
史
は
、
政
治
的
で
あ
る
と
と
も
に
社
会
的
な
あ
る
集
団
綴
織
の
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騰
史
で
あ
り
、
し
か
も
撫
々
の
癬
性
の
強
い
作
用
を
伴
っ
て
い
る
の
が
普
通
で

あ
る
。
歴
史
．
籏
が
こ
の
数
党
の
歴
史
．
を
叙
述
す
る
時
に
は
、
そ
の
政
党
を
個
々

の
党
員
の
無
数
の
人
格
に
解
消
す
．
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
さ
り
と
て

反
鰐
に
、
そ
の
党
を
党
員
と
は
無
闘
係
な
あ
る
集
会
的
雨
性
と
し
て
え
が
く
こ

と
も
で
き
な
い
。
歴
史
家
は
、
学
問
的
理
解
を
集
約
す
る
た
め
に
、
法
学
者
が

例
え
ば
法
人
と
し
て
の
協
会
の
よ
う
な
集
闘
糾
織
を
取
り
扱
う
．
に
あ
た
っ
て
適

用
す
る
の
と
よ
く
似
た
方
法
を
と
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
は
常
に
あ
る
意

中
保
留
を
抱
か
ず
に
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
翻
体
主
義
的
実
証
と
集
合
窯
義
的
実
証
と
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら
灘
史

的
学
問
を
救
い
出
す
た
め
に
、
シ
ュ
メ
ン
ト
は
「
統
合
」
H
｝
訴
。
σ
Q
舜
館
。
＝
と
い

う
概
念
を
導
入
し
た
、
彼
に
よ
れ
ば
、
厩
史
学
の
中
に
出
現
す
る
「
自
我
」
は
、

精
神
的
生
と
囚
果
的
に
関
連
す
る
客
観
化
し
得
る
要
素
の
構
造
を
も
っ
て
い
な

い
。
そ
れ
は
精
神
的
に
生
き
、
自
己
を
表
明
し
、
精
紳
的
世
界
に
関
与
す
る
限

り
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
自
我
の
存
在
を
実
現
し
本
質
を
形

成
す
る
こ
と
は
、
た
だ
精
神
的
生
に
お
い
て
の
み
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
精
神
的
生
は
自
己
の
構
造
の
側
か
ら
見
れ
ば
海
際
的
な
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
彼
に
よ
れ
ば
、
他
編
に
お
い
て
「
自
己
単
身
に
由
来
す
る
集
合
的
自
我
U

が
存
在
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
。
集
金
雛
は
多
数
の
綱
体
の
意
味
体
験
の
統

一
的
構
造
で
あ
り
、
そ
れ
は
燗
体
の
生
器
物
で
は
な
く
て
、
そ
の
「
不
可
避
な

構
成
」
な
の
で
あ
る
。
シ
・
　
メ
ン
ト
の
説
明
は
精
神
霊
義
的
性
格
が
強
い
が
、

こ
れ
を
よ
り
政
治
的
・
社
会
的
な
作
用
力
に
お
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら

ば
、
彼
の
論
理
の
本
縫
的
な
鵠
分
は
充
分
役
に
立
つ
と
思
う
。
歴
史
叙
述
は
盈

の
組
合
せ
、
す
な
わ
ち
個
入
的
生
と
超
個
人
的
生
の
織
り
な
し
を
示
す
こ
と
に

よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
個
性
の
叙
述
を
主
題
と
す
る
場
台
一
…
そ
れ

は
伝
記
に
お
い
て
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
る
一
で
す
ら
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
と

る
の
で
あ
る
。
　
「
人
間
の
決
意
は
、
　
一
毅
的
状
況
が
提
示
し
て
い
る
可
能
性
か

ら
生
ず
る
。
電
要
な
成
果
は
、
た
だ
糊
闘
の
同
様
次
性
質
の
諸
要
素
が
共
に
働

く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
達
戒
さ
れ
る
。
催
々
の
人
物
は
殆
ん
ど
彼
の
時
代
の
所

産
と
し
て
の
み
、
す
な
わ
ち
彼
の
他
に
も
存
在
す
る
あ
る
一
毅
的
な
傾
向
の
表

硯
と
し
て
現
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
他
の
…
韻
か
ら
い
え
ば
、
磁
性
は
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
や
は
り
道
徳
的
な
世
界
秩
序
に
も
所
属
し
て
お
り
、
そ
の
挺
界
の

中
で
は
個
性
は
完
全
に
独
自
性
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
綱
性
は
個
有
の
カ
を

も
っ
た
自
主
的
生
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
性
は
、
人
凌
が
好
ん
で
言
う

よ
う
に
、
そ
の
時
代
を
蓑
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
来
の
内
画
的
衝
動
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

じ
、
逆
に
そ
の
時
代
を
規
偶
す
る
こ
と
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

　
歴
史
の
中
に
お
け
る
傭
挫
と
構
造
の
要
素
の
解
ぎ
難
い
背
反
が
放
棄
さ
れ
る

な
ら
、
両
者
稲
互
間
の
諾
約
性
と
被
鋼
約
網
の
度
合
い
を
と
ら
え
る
こ
と
も
困

難
で
な
く
な
る
。
個
人
に
対
す
る
社
会
構
成
体
の
拘
束
力
が
異
常
な
ま
で
に
上

昇
し
得
る
こ
と
を
、
歴
史
蒙
は
否
定
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
個
人
が
こ
の
異

常
な
六
徳
力
の
中
で
糖
性
を
失
い
な
が
ら
、
な
お
あ
る
一
定
の
祉
会
的
類
型
の
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み
を
炎
現
す
る
可
能
性
と
い
う
も
の
も
、
す
べ
て
の
時
代
に
存
在
す
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
閉
鎖
的
な
身
分
的
構
造
を
も
っ
た
時
代
5
5
・
地
域

に
と
く
に
著
し
く
現
れ
る
。
社
会
的
行
為
が
社
会
的
戸
戸
の
機
能
力
を
持
続
す

る
た
め
に
、
個
人
は
結
局
は
鷹
史
的
に
老
衰
し
た
構
成
体
の
化
石
の
よ
う
な
役

舗
を
す
る
の
で
あ
．
る
。
擾
端
な
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ナ
ダ
人
の

問
に
は
、
本
飼
に
お
い
て
既
に
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
革
命
前
の
フ
ラ
ン
ス
の
文

物
が
な
お
保
た
れ
て
お
り
、
南
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
ド
イ
ツ
人
．
の
集
聞
も
、

一
九
｝
四
年
潮
筋
の
ド
イ
ツ
的
生
活
形
式
に
固
執
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　
と
に
か
く
歴
史
家
に
と
っ
て
は
、
社
会
的
に
適
合
し
て
い
る
も
の
も
、
ま
た

そ
う
で
な
い
も
の
も
、
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
関
心
の
対
象
に
な
り
得
る
。
比
喩

を
ま
じ
え
て
い
う
な
ら
、
正
教
の
歴
史
も
災
教
史
も
、
社
会
的
な
岡
教
主
編
も

葬
鑓
教
主
義
も
、
と
も
に
歴
史
家
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
の
際
後
青
を
何
ら
か

「
病
的
な
U
も
の
と
し
て
取
扱
う
必
要
は
な
い
。
た
だ
そ
の
時
期
そ
の
痔
期
の

蕪
本
的
構
造
の
状
態
と
、
そ
れ
か
ら
の
逸
脱
と
を
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
、

決
定
的
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
華
命
運
動
の

よ
う
な
あ
る
一
定
の
社
会
的
・
政
治
的
制
度
の
否
定
か
ら
発
生
し
た
諸
々
の
運

動
や
翻
…
織
を
掘
握
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
、
す
．
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
否
定
的
運

動
や
組
織
に
あ
っ
て
は
、
価
値
あ
る
体
期
は
た
だ
そ
の
対
立
像
の
中
に
認
め
ら

れ
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
鰐
立
構
造
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
説

明
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ト
イ
ン
ビ
ー
の
提
示
し
た
。
プ
ρ
質
2
嶺
。

と
ぎ
・
。
｝
）
寒
々
と
い
う
歴
史
の
「
二
拍
子
」
ぽ
、
こ
の
・
よ
う
な
場
合
に
よ
く
見
．

き
わ
め
得
る
の
で
あ
る
。
革
命
的
変
動
の
際
に
見
出
さ
れ
る
「
桂
会
的
禁
欲
」

な
ど
は
対
立
樵
…
造
の
著
し
い
例
で
あ
り
、
ま
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
は
か
か
る
対

立
構
造
の
理
論
的
に
考
案
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
歴
史
は
、
入
歯
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
る
と
と
も
に
人
間
に
対
し
て
明
確
な

姿
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
購
造
と
人
間
と
の
、
無
限
に
多
様
な
出
会
い
を
我
々
に

示
し
て
い
る
、
こ
の
出
会
い
を
型
に
は
め
ず
、
社
会
的
構
成
に
対
す
る
個
人
の

純
粋
な
依
存
関
係
に
還
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
点
に
歴
史
の
魅
惑
が
あ
る
。
現

在
の
妓
術
的
・
産
業
的
文
明
に
あ
っ
て
は
、
最
も
強
力
な
浸
透
力
を
も
っ
た
鷹

史
的
樵
…
造
か
ら
何
ら
か
の
意
隙
で
逃
れ
出
よ
う
と
す
る
醐
人
の
期
待
は
、
確
か

に
窒
息
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
過
去
に
お
い
て
人
心
は
常
に
き
わ
め
て

争
嫌
な
形
で
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
お
よ
び
時
代
構
造
と
対
決
す
る
こ
と
が
で
ぎ
た

と
い
う
慰
め
と
僑
望
を
、
鷹
史
の
考
察
ほ
我
々
に
開
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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憲
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シ
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の
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解
に
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、
　
「
騰
史
に
お
け
る
構
造
」
概
念
を
紹
…
介
し
て
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み
た
．
彼
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
概
念
ほ
、
祉
会
と
鷹
史
に
お
け
る
個
性

に
対
し
超
個
性
的
・
集
合
主
義
的
な
カ
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
栓
会
学
か
ら
、

ま
た
政
治
史
・
事
件
史
に
対
し
厩
史
の
中
の
変
化
し
な
い
継
続
を
意
味
す
る
も

の
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
経
済
史
学
か
ら
五
葉
的
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
今
迄
西
ド
イ
ツ
史
学
が
、
赴
会
科
学
や
フ
ラ
ン
ス
の
学
派
か
ら
こ
の
概
・
念

を
学
ぶ
必
要
を
感
じ
た
根
拠
は
、
従
来
の
伝
心
的
な
政
治
史
．
や
個
姓
電
動
の
方

法
を
も
っ
て
し
て
は
、
現
在
の
歴
史
的
状
況
を
意
味
深
く
把
握
し
得
な
い
と
い

う
反
省
に
瀞
6
9
る
こ
と
は
、
彼
等
の
告
白
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

歴
史
に
お
け
る
超
飼
性
的
な
カ
、
あ
る
い
は
各
時
期
を
根
本
的
に
規
制
し
て
い

る
規
範
に
対
し
て
、
伝
統
的
歴
史
学
は
無
知
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
れ
を
追
及
す
る
こ
と
を
最
も
主
要
な
課
題
と
し
て
い
た
。
た
だ
そ
う
し
た

掘
え
方
に
対
す
る
総
括
的
概
念
に
欠
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
構
造
」

と
風
雪
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
の
が
シ
ー
ダ
：
達
の
考
え
露
な
の
で

あ
る
、
で
は
「
構
造
」
概
念
を
歴
史
学
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ

史
学
は
結
局
は
社
会
学
に
帰
着
す
る
か
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
経
済
史

学
に
追
従
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
。
構
造
概
念
は
、
意

味
内
容
に
多
く
の
制
限
や
可
能
性
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
学
の
概
念

と
し
て
わ
が
も
の
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
等
の
考
え
で
あ
る
。

　
第
…
に
、
祉
会
・
歴
史
の
内
的
構
膜
、
現
象
を
歴
史
的
・
社
会
的
に
作
用
力

あ
る
も
の
と
し
て
関
連
さ
せ
存
在
づ
け
る
媒
介
原
理
と
し
て
の
構
造
を
類
型
化

し
、
そ
の
類
型
を
も
っ
て
毎
会
的
実
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
把
握
す
る
歓
会
学

の
方
法
は
、
歴
史
学
の
南
至
理
論
と
し
て
は
受
容
で
き
な
い
。
画
会
学
縞
デ
ュ

ル
ケ
ム
）
が
「
寡
観
的
鳳
実
在
と
認
め
る
も
の
か
ら
逸
脱
す
る
税
象
形
態
を
h

す
べ
て
異
常
な
病
理
的
な
も
の
と
す
る
危
険
な
態
度
か
ら
、
厩
史
構
造
論
は
身

を
避
け
る
べ
き
だ
。
む
し
ろ
歴
史
．
学
は
、
支
配
的
構
造
と
そ
の
対
立
構
造
と
の

対
決
の
あ
り
方
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
考
察
に
価
し
な
い
異
常
な

構
造
と
い
う
観
点
か
ら
ま
ぬ
が
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
は
、

我
が
国
の
社
会
経
済
史
学
に
お
い
て
も
反
省
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
あ
る
社
会
学

的
範
疇
理
、
諭
が
、
そ
の
理
諭
の
論
理
．
的
必
然
性
と
思
わ
れ
る
も
の
を
も
っ
て
引

き
出
し
た
理
論
的
帰
結
（
類
型
）
を
、
あ
た
か
も
歴
史
的
実
在
で
あ
る
か
の
如

く
に
混
同
す
る
危
険
が
し
ば
し
ば
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
経
済
史
学
派
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
事
件
史
・
政
治

史
と
構
造
史
と
の
背
反
、
と
く
に
滋
雨
の
軽
視
に
対
し
て
、
シ
ー
ダ
ー
や
謡
ン

ツ
ェ
、
ブ
．
ル
ソ
ナ
ー
等
ド
イ
ツ
の
魚
偏
家
は
賛
成
し
な
い
。
こ
の
二
つ
の
考
察

方
法
の
問
に
は
克
服
し
難
い
方
法
的
対
立
は
な
い
と
童
張
す
る
。
こ
こ
に
は
ブ

ロ
ー
デ
ル
や
フ
ェ
ー
ヴ
ル
等
フ
ラ
ン
ス
縫
会
経
済
史
象
と
ド
イ
ツ
の
社
会
史
家

と
の
問
に
、
歴
史
考
察
の
態
度
の
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
社

会
経
済
史
家
は
、
歴
史
に
お
け
る
「
継
続
」
の
契
機
と
し
て
「
最
も
安
定
し
て

い
る
歴
史
的
生
、
す
な
わ
ち
大
・
衆
の
臼
常
生
濡
」
を
も
っ
と
も
中
心
的
な
考
察

　
ヘ
　
　
　
へ

の
舛
象
と
考
え
る
、
こ
の
観
点
で
は
生
活
の
経
済
的
領
域
が
重
親
さ
れ
、
ま
た
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し
た
が
っ
て
そ
の
構
造
論
も
経
済
構
造
を
「
底
の
力
」
と
考
え
、
変
化
の
契
機

と
し
て
の
事
件
史
は
そ
の
上
に
浮
び
漂
う
小
波
の
ひ
だ
に
過
ぎ
な
い
と
定
飢
さ

れ
る
の
も
携
然
な
帰
結
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
ド
イ
ツ
の
祉
会
史
学
は
、
ブ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ン
ナ
…
の
童
張
す
る
よ
う
に
、
考
察
の
対
象
で
は
な
く
て
、
考
察
の
方
法
に
力

点
を
お
く
。
そ
の
際
赴
会
と
は
、
　
「
人
闘
の
心
隈
と
そ
の
共
同
生
活
」
す
な
わ

ち
「
入
間
が
相
い
交
わ
っ
て
生
き
る
こ
と
し
と
い
う
広
い
意
味
に
解
釈
さ
れ
、

，
そ
れ
は
政
治
や
経
済
あ
る
い
は
交
化
等
々
と
紺
臨
的
に
考
え
ら
れ
る
社
会
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
く
て
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
解
釈
し
て
い
る
意
味
で
の
梯
酒
」
で
あ
る
。
こ

う
い
う
観
点
に
立
つ
と
き
、
生
活
の
中
で
の
経
済
的
分
野
が
常
に
優
位
を
占
め

る
わ
け
で
は
な
く
、
　
「
社
会
」
の
政
治
的
契
機
も
文
化
的
契
機
も
と
も
に
軽
、
重

の
麗
な
く
考
癒
不
の
要
閃
［
と
さ
章
れ
て
く
る
、
ワ
て
の
中
で
　
「
綜
鐸
厩
」
　
の
契
機
・
媒
介

原
理
と
し
て
の
構
造
は
、
そ
の
後
会
の
生
を
競
り
出
し
成
り
立
た
し
め
て
い
る

根
源
的
な
諸
々
の
推
進
力
目
叫
δ
三
（
箋
津
。
と
し
て
把
握
さ
れ
る
、
そ
の
時
、

敗
訴
や
国
鐡
、
さ
ら
に
は
精
翅
の
も
つ
歴
史
・
挫
会
形
成
力
も
、
経
済
・
社
会

に
劣
ら
ず
重
要
友
媒
介
原
理
・
推
進
力
と
し
て
認
め
得
る
こ
と
は
、
我
々
に
も

充
分
首
蔦
”
し
怨
四
る
と
こ
ろ
で
・
あ
ろ
う
。
リ
ッ
タ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
経
済
史

学
派
に
駕
し
て
反
対
し
、
政
治
実
の
地
位
を
擁
護
し
た
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な

歴
拠
考
察
の
態
度
の
相
違
に
由
来
し
て
居
る
の
で
あ
り
、
た
だ
単
に
ド
イ
ツ
理

想
竃
義
の
伝
統
的
立
場
の
み
を
沸
々
し
て
、
款
会
経
済
史
学
一
般
を
偏
狭
に
受

旧
れ
な
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
ア
ラ
ン
ス
の
鮭
会
経
済
史
家

を
批
判
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
リ
ッ
タ
ー
も
ま
た
ウ
ェ
…
パ
i
兄
弟
の

業
蹟
を
評
価
し
、
さ
ら
に
シ
…
ダ
…
、
コ
ン
ッ
轟
等
ド
イ
ツ
の
社
会
史
学
の
新

し
い
試
み
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
為
の
間
に
は
、
か
つ
て
の
ラ

ン
ブ
レ
ヒ
ト
論
争
の
よ
う
な
背
反
対
立
は
な
い
。

　
第
三
に
、
ド
イ
ツ
の
社
会
史
学
の
「
．
鑓
造
」
論
は
、
こ
の
よ
う
に
椎
会
と
歴

史
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
生
の
力
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
狭
い
意
味

で
の
桂
会
や
経
済
の
分
野
ば
か
り
で
は
な
く
、
前
述
の
よ
う
に
歎
治
や
文
化
、

宗
教
そ
し
て
精
神
の
領
域
に
お
い
て
も
構
造
を
燃
え
得
る
。
彼
等
が
産
業
詔
命

と
と
も
に
、
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
の
指
摘
し
た
「
平
等
の
理
念
構
造
」
を
現
在
の
歴

史
に
お
け
る
電
要
な
契
機
と
認
め
る
の
は
、
そ
の
最
も
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
彼
等
は
、
従
来
の
社
会
経
済
史
が
、
実
際
に
お
い
て
は
経

済
的
要
固
に
よ
っ
て
社
会
史
を
組
み
立
て
る
態
度
に
偏
…
っ
て
い
た
と
批
判
す
る
。

こ
の
偏
向
を
補
う
た
め
に
は
、
法
制
史
や
制
度
三
等
の
構
造
を
援
用
し
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
は
政
治
史
を
も
参
加
さ
せ
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
構
造
概
念
が
祉
会
と
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
闇
か
れ
る
こ
と
は
、

従
来
の
社
会
学
や
社
会
経
済
史
に
お
け
る
構
造
理
論
を
は
る
か
に
超
え
、
拡
大

さ
れ
た
内
容
を
賦
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
い
う
早
言
が
生
ず

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
通
り
で
あ
る
．
で
は
如
何
に
し
て
我
々
は
こ
の
拡
大
さ
れ
」
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
1

た
歯
群
概
念
で
も
っ
て
歴
史
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
構
造
　
σ

の
契
機
に
齢
す
る
無
政
府
状
態
を
も
た
ら
し
・
贋
理
解
に
際
し
て
の
混
乱
を
協



ひ
ぎ
お
こ
す
恐
れ
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
こ
の
よ
う
な
危
棋
に
温
し
て
、
シ
ー
ダ

ー
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
構
造
は
多
様
な
「
蝶
介
、
濠
理
」

の
関
連
か
ら
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
闘
連
の
枠
は
、
そ
れ
そ
の

れ
縫
期
に
よ
っ
て
各
時
期
の
祉
会
的
・
歴
史
的
事
象
に
特
徴
を
賦
与
し
な
が
ら

圃
有
の
組
み
合
せ
を
示
す
。
し
か
も
そ
れ
は
ラ
ン
ケ
の
い
う
「
支
配
的
な
傾
向
」

と
近
似
し
て
い
る
が
、
構
造
は
集
合
主
義
的
概
念
で
あ
る
、
と
。
こ
の
説
明
に

お
い
て
、
構
造
概
念
は
最
後
的
に
時
期
的
構
造
。
笈
）
o
プ
包
o
u
亀
貯
三
島
二
肖
に
到

達
し
、
歴
史
学
的
概
念
と
し
て
伝
統
的
歴
史
学
と
融
和
す
る
道
を
附
か
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　
第
四
に
、
構
造
概
念
が
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
的
時
期
構
造
に
ま
で
拡
大
さ

れ
る
時
、
構
造
史
は
さ
ら
に
盤
界
史
学
の
構
想
に
解
す
る
一
つ
の
手
懸
り
を
提

供
し
て
い
る
。
こ
と
に
社
会
の
み
な
ら
ず
文
化
や
精
神
の
分
野
に
ま
で
覇
か
れ

た
こ
の
理
論
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
よ
う
な
羅
史
の
類
型
化
や
比
較
更
の
方
法

’
か
ら
、
歴
史
梅
成
の
契
機
を
把
握
す
る
道
を
示
さ
れ
る
可
能
性
を
獲
得
す
る
こ

と
が
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
多
く
の
具
体
的
な

方
法
的
手
続
き
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
世
界
に
関
す
る
実
証
的
研
究
の
積
重

ね
と
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
成
果
は
将
来
に
期
待
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
が
、
こ
の
闇
題
で
は
我
々
も
ま
た
鷺
本
の
歴
史
を
研
兜
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
世
界
史
学
の
構
成
に
参
加
す
る
道
が
広
く
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
例
え
ば
世
界
史
を
考
古
学
的
時
代
、
古
高
度
・
文
化
の
時
代
、
鼓
術
・
産

業
時
代
に
区
分
す
る
な
ど
、
従
来
の
三
時
代
区
分
法
と
は
全
く
異
っ
た
基
準
を

立
て
よ
う
と
す
る
努
力
が
あ
り
、
す
で
に
ヨ
t
ロ
ッ
パ
史
学
界
で
は
、
世
界
史

の
構
想
を
試
み
る
徴
候
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
だ
。

　
最
後
に
一
言
つ
け
捕
え
る
な
ら
、
歴
史
に
お
け
る
構
造
概
念
は
、
歴
史
理
論

の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
歴
史
的
認
識
と
理
解
の
概
念
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
の
た

め
の
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
覇
断
と
決
意
を
誘
う
契
機
で
は
あ
る
が
、

判
断
や
決
意
そ
の
も
の
で
は
な
い
．
歴
史
は
常
に
歴
史
を
知
ろ
う
と
す
る
も
の

に
判
断
を
要
請
し
、
ま
た
歴
．
甕
を
追
及
す
る
も
の
の
側
か
ら
い
え
ば
、
被
自
身

は
自
ら
決
意
す
る
こ
と
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
個
性
の
問

題
が
問
時
に
作
用
す
る
の
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
の
点
に
つ
い
て
は
充
分
に
触
れ

て
い
な
い
。
あ
ら
た
め
て
別
の
機
会
に
論
じ
て
見
た
い
。

　
ま
た
構
造
史
的
理
解
に
お
い
て
は
類
型
化
と
比
絞
史
が
な
さ
れ
得
る
こ
と
を

述
べ
た
が
、
我
々
は
従
来
、
近
代
軍
学
思
想
は
秘
史
．
主
義
の
怒
椎
に
よ
っ
て
深

く
そ
の
根
抵
を
支
え
ら
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
た
、
こ
の
歴
史
主
義
な
る
も

の
の
核
心
は
、
歴
史
的
人
間
的
丹
心
を
個
剃
化
す
る
方
向
に
お
い
て
考
察
す
る

こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
歴
史
学
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
出
来
事
の
一
圓
性
と

か
不
換
置
性
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
も
我
々
が
歴
史
の
中
に
繰
返
し

や
類
型
を
心
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
歴
史
招
魂
か
ら
逸
脱
し
、
近
代
史
学
の
態
度

と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
歴
史
学
の
根
本
に
関
わ

る
疑
問
に
対
し
て
答
え
る
嚢
務
が
あ
る
こ
と
も
、
私
は
切
実
に
感
じ
て
い
る
が
、
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こ
れ
も
ま
た
別
の
機
会
に
護
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
た
だ
こ
の
作
業
の
た
め
の
手

二
心
り
は
、
や
は
り
ラ
ン
ケ
や
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
、
さ
ら
に
M
・
ウ
ェ
パ
…
や
マ
イ

ネ
ッ
ケ
の
思
考
の
中
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
雁
史
の
中
に
お
け
る
類
型

は
、
ヒ
ン
ッ
ェ
に
お
い
て
す
で
に
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
に
示
唆
す
る

　
　
　
③

に
止
め
る
。

　
①
　
切
H
彊
郎
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‘‘

rtruk加reガ’．　in　der　Geschichte

　　　　　　VOII

Takehiko　Okabe

　　，，K6nnen　wir　noch　das　Pathos　des　Wortes　，　Pers6Blichkeit‘

nachempfinden，　wie　es　sich　in　der　idealistischen　Philosophie　findet？

Fast　erscheint　uns　auf　den　ersten　Blick　ein　Begriff　wie　Strukturen

eingangiger，　der　die　groBen，　alle　Einzelmenschen　zusaminenfass－

enden　Ordnungen　und　Gliedertmgen　meint，　ja　geradezu　bis　zur

Leugntmg　ihrer　personalen　Qualitaten　vorgetrieben　werden　kann．

Uberdies　rttckt　clieser　in　beinahe　allen　Wissenschaften　kometenhaft

aufgestiegene　Begriff　Menschenwelt　und　Natur　wieder　naher　anei－

nander　und　gibt　uns　ein　lnstrument　in　clie　lffand，　um　naturwis－

sensc｝1aft玉iche　und　geisteswissenschaftliche　Ph設nomeiie　ei11玉ユeitlich

zu　bezeichnen．　So　ist　inehr　und　mehr　clie　Sphare　der　Pers6n－

lichkeit　iR　die　Ferne　gerttckt，　wahrend　die　Strtikturen　zu　elnein

Zentralbegriff　geworden　sind．　Dieser　Wandel，　der　durch　viele

zeitgeschichtliche　Umstande　begttnstigt　wurcle，　ist　vielorts，　nament一

｝ich　in　den　Sozialwissenscha’ften，　als　der　Durchbruch　zu　qualitac　tiv

neuen　Erkenntnissen．　zur　wahren　wissenschaftlichen　Methede
　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

gefeiert　worden’．．．．．．．　Die　Geschichte　hatte　es　immer　mit　Struk－

turen　zu　tun，　ohne　daB　sie　das　Wort　kannte，　aber．sie　l　ieB　das

Verhaltnis　von　Struktgren　und　Pers6nlichkelten　offen，　variierte　es

’nach　Epochen　uncl　Kulturkreisen　und　legte　ihm　1〈ein　fes£stehendes

Schema　zugrunde．　Sie　wird　daher　in　ihrer　eigenen　Uberlieferung

｝）leiben　kdnnen　und　keinen　Sprung　in　ganz　andere　Denksystenae

ttm　mttssen，　wenn　sie　die　Phanomene　der　sozialen　Weltrevolution

von　heute　zu　beschreiben　hat．　Dies　kann　nieht　mehr　in　der

Sprache　Niebuhrs　oder　Rankes　und　mit　ihren　Methoden　geschehen；

die　neue　Sittiation　zwingt　zu　sckarferem　Nachdenken，　und，　wenn

es　sein　muft，　zu　schonungslosem　Uberbordwefen　vertrauter，　aber

tmhaltbar　gewordener　Vorstellungen．　“　．．．．．．Mit　diesen　Berticksi－

chtigungen　hat　Prof．　Schieder　sehr　erfolgreich　versucht，　den

soziologischen　Begriff　“Strukturen”　als　das　Grundschema　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1025）



Historiographie　streng　prUfend，　doch　zugleich　dringend　in　die

Geschichtswissenschaft　einzu舳relユ．　Wir　kδ！men　heute　in　der

cleutschen　Geschichtswissenschat　eine　bemerkensxvUrdige　neue

Richttuig　erkeimen，　die　von　deB　Historikern　wie　Professoren

S6hieder，　Conze，　Brunner　u．　a．　m．　voygeschlagen　worden　ist．　Sie

sind　grotsartig　bemttht，　“eine　Brttcke　von　der　Geschichte　zu　den

Sozialwissenschaften”　zu　schlagen，　damit　k6nne　die　jene　das

Gr£mdprblem　in　tmserer　sich　wandelnden　Welt　viel　bessey　ver－

stehen．　ln　diesem　Berichte　wird　der　lnhalt　des　von　Schieder

erwahnten　Begriffs　“historische　Strukturen”，　voii　dem　ich　bei

meinem　Studienaufenthalt　in　KO”ln　mit　ihm　oft　sprechen　konnte，

im　Zusa！nmenhang　mit　der　Soziologie　vorgestellt．

（1024）


