
ド
イ
ツ
政
党
組
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史
的
考
察
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上
）
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〔
要
約
“
　
政
党
と
り
わ
け
そ
の
党
組
織
そ
の
も
の
が
、
政
治
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
視
す
べ
き
要
因
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
は
き
わ
め
て
新

　
し
い
。
そ
れ
は
大
衆
民
主
主
義
評
家
の
登
場
と
と
も
に
人
々
の
意
識
に
の
ぼ
り
は
じ
め
た
。
こ
れ
ま
で
の
政
党
史
の
多
く
は
、
政
治
史
一
般
の
な
か
に
解

　
消
し
た
政
策
史
で
あ
っ
た
り
、
思
想
史
の
一
環
と
し
て
の
政
治
思
想
史
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
国
家
・
社
会
の
変
容
と
と
も
に

～
変
転
し
ゆ
飯
党
籍
の
規
模
、
形
態
、
内
部
構
造
な
ど
鐘
声
キ
。
れ
釜
、
と
の
も
．
と
も
少
い
対
象
で
あ
．
た
．
本
稿
鮭
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世

　
紀
に
か
け
て
、
名
望
家
政
治
段
階
か
ら
大
衆
罠
主
主
義
段
階
へ
の
移
行
と
い
う
一
般
的
シ
ェ
ー
マ
に
立
脚
し
て
、
ド
イ
ツ
政
党
組
織
の
変
化
の
追
求
を
試

　
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
試
論
が
た
ん
に
政
治
学
的
常
識
の
検
証
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
・
現
代
政
治
史
の
新
し
い
再
演
成
の
方
法
を
打
ち
立
て
る
糸
口
と

四
　
な
れ
ば
、
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
さ
さ
や
か
な
願
い
で
あ
る
。
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ま
　
え
　
お
　
き

ω
o
プ
鋒
伸
）
「
大
衆
民
主
主
義
」
（
㌶
霧
。
。
8
〔
一
①
ヨ
O
一
（
冠
帥
ぴ
一
①
）
あ
る
い
は
「
政
党

国
家
」
（
℃
勲
穏
砕
①
一
①
轟
ω
け
9
即
紳
）
と
い
っ
た
用
語
が
見
禺
さ
れ
る
。
欝
に
ふ
れ
る

こ
の
お
よ
そ
十
年
来
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
公
に
さ
れ
る
近
・
現
代
史
に

か
ん
す
る
・
日
読
の
中
に
は
、
し
ば
し
ば
「
大
衆
社
会
」
（
冨
ρ
ω
ω
①
コ
σ
Q
o
。
。
Φ
亭

ま
ま
に
二
、
三
の
例
を
あ
げ
れ
ば
一
九
五
四
年
に
『
史
学
雑
誌
』
に
掲
載
さ

れ
た
コ
ン
ツ
ェ
　
（
♂
！
ツ
　
（
）
O
轟
N
O
）
　
の
「
一
九
二
九
⊥
二
〇
年
の
ヂ
イ
ツ
に
お



　
　
け
る
政
党
国
家
の
危
機
扁
と
題
す
る
論
文
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
表
現
が
み

　
　
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
一
九
二
九
・
三
〇
年
当
時
前
景
に
た
ち
あ
ら
わ

　
　
れ
た
す
べ
て
の
係
争
闇
題
の
背
後
に
は
、
自
由
室
義
的
代
議
制
か
ら
大
衆
民

　
　
主
主
義
的
基
礎
に
立
つ
…
…
政
党
圏
家
へ
と
い
う
、
民
主
童
義
の
構
造
転
換

　
　
の
忠
懸
が
あ
・
た
の
左
価
ま
茜
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
界
の
長
老
リ

　
　
ッ
タ
ー
　
（
（
甲
。
　
カ
一
紳
峠
O
同
）
も
菰
五
年
に
発
表
し
た
「
国
家
社
会
虫
義
興
隆
の

　
　
歴
史
的
基
礎
」
と
題
す
る
論
文
（
国
際
哲
学
．
人
文
学
研
究
評
議
会
刊
『
第
三
帝

　
　
国
』
所
牧
）
の
中
で
、
　
ナ
チ
ズ
ム
の
興
隆
を
解
明
す
る
た
め
に
は
「
市
民
祉

剛
　
会
」
か
ら
「
大
衆
社
会
」
へ
の
転
換
過
程
に
生
ず
る
さ
ま
ざ
ま
の
政
治
的
・

望
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

酔
　
祉
会
的
変
化
に
十
分
な
考
慮
を
払
う
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
も
つ

∵
最
近
の
、
・
か
嘉
碧
し
い
桂
属
す
・
書
家
の
例
・
い
・
・
と

琳
・
な
れ
ば
、
べ
㌻
ン
自
奥
学
霧
叢
授
・
・
タ
去
。
・
誘
・
カ
・
叶
叶
8

囎
の
場
A
口
’
磐
あ
げ
．
。
、
㎏
と
が
で
き
る
び
り
㍉
彼
は
六
三
年
に
「
ド
イ
。
と
イ

　
　
ギ
リ
ス
の
議
会
主
義
i
鶴
度
史
的
比
較
』
と
い
う
小
岩
子
を
発
表
し
て
い

D駁
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
彼
の
考
察
の
ト
↓
を
な
し
て
い
．
。
も
の
は
、
や
は

欝
縫
取
家
に
お
け
る
大
衆
民
主
烹
義
的
状
況
の
旧
藩
」
と
写
問

織組
　
　
こ
の
よ
う
な
若
干
の
例
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
最
近
の
ド
イ
ツ

党
撒
近
・
現
代
史
の
研
究
に
天
欝
主
主
蓮
と
か
悪
党
襲
」
と
い
・
た

桝
、
テ
ユ
ポ
ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
な
麹
題
意
識
が
導
入
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
・
ド

イ
ツ
の
歴
史
学
の
主
命
に
照
ら
し
て
み
た
場
合
、
き
わ
め
て
注
欝
す
べ
き
こ

と
と
い
え
よ
う
。
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
は
、
歴
史
主
義
の
圧
顔
的
な
優
越
の
も

と
に
長
ら
く
テ
誹
ポ
ロ
ギ
ー
に
激
し
て
は
き
わ
め
て
冷
淡
な
態
度
を
欝
し
て

き
た
。
そ
し
て
と
り
わ
け
政
治
史
家
達
は
、
歴
史
状
況
の
一
圃
性
の
強
調
の

も
と
に
多
少
と
も
テ
ユ
ポ
ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
な
政
治
学
の
独
立
性
は
否
認
し
続

け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
第
二
次
大
戦
後
の
西
ド
ィ
ッ
に
お
い
て
は
、
政
治
学

の
め
ざ
ま
し
い
興
隆
と
と
も
に
こ
の
よ
う
な
鷹
史
学
界
の
伝
統
的
潮
流
に
も

変
化
が
生
じ
、
も
と
も
と
政
治
学
に
お
い
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
多
く
の
概

念
や
類
型
や
モ
デ
ル
が
、
歴
史
学
の
領
域
に
も
滲
透
し
て
く
る
よ
う
に
な
つ

　
④た

．
最
近
の
近
・
現
代
史
研
究
に
お
け
る
大
衆
民
主
主
義
論
的
問
題
意
識
の

優
勢
も
、
こ
の
よ
う
な
ド
ィ
ッ
歴
史
学
界
の
肥
し
い
一
般
的
傾
向
と
関
連
さ

せ
て
理
解
す
べ
き
現
象
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
衆
驚
主
霊
言
論
は
、
系
内
的
に
は
第
一
次

大
戦
中
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
ヴ
ェ
ー
パ
ー
（
ッ
搭
！
＜
o
σ
o
目
）
や
ミ
ヘ
ル
ス

（H

ｼ
“
　
ソ
｛
一
〇
げ
O
一
ω
）
ら
の
研
究
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
ヴ

ァ
ィ
マ
ル
期
に
は
、
シ
ュ
、
ミ
ッ
ト
（
O
。
　
m
W
O
7
一
一
P
下
訳
け
）
ら
に
よ
っ
て
「
政
党
躍

家
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
議
に
展
開
，
さ
れ
た
こ
と
は
、
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
た

事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
第
二
次
大
戦
後
あ
ら
た
め
て
大
衆
斑
主
主
義
乃
至

政
党
国
家
の
問
題
を
鮮
明
な
形
で
と
り
あ
げ
、
歴
史
学
、
政
治
学
を
ふ
く
む

西
ド
イ
ツ
の
社
会
科
学
界
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
も
の
と
し
て
、
わ
れ
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わ
れ
は
公
法
学
者
ラ
イ
ブ
ホ
ル
ッ
　
（
○
．
目
魚
覧
冒
。
ぎ
）
の
活
躍
を
見
逃
す
ご

　
　
　
　
　
⑤

と
は
で
き
な
い
。
一
九
五
二
年
に
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
で
闇
か
れ
た
法
学
研
究

会
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ホ
ル
ツ
は
「
現
代
民
主
主
義
の
構
造
転
換
」
と
題
す

る
講
演
を
こ
こ
ろ
み
、
近
代
か
ら
現
代
へ
の
転
換
に
と
も
な
う
と
こ
ろ
の
致

治
過
程
の
変
化
豪
き
轡
て
み
せ
や
そ
の
内
容
の
多
く
は
・
す
で
に
今

日
で
は
大
衆
民
主
主
義
論
の
常
識
に
属
し
て
い
る
が
、
し
か
し
後
の
行
論
と

の
関
連
か
ら
、
こ
こ
で
ご
く
簡
単
に
そ
の
要
旨
に
ふ
れ
て
お
く
の
も
無
駄
で

は
な
い
と
お
も
う
。

　
ラ
イ
ブ
ホ
ル
ツ
の
い
う
民
主
主
義
の
構
造
転
換
と
は
、
自
由
主
義
的
代
議

制
民
主
主
義
か
ら
大
衆
民
主
々
義
的
基
礎
に
立
つ
政
党
国
家
的
畏
童
々
義
へ

の
そ
れ
を
指
し
て
い
る
。
．
前
者
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
制
限
選
挙
制
の
上
に

「
財
産
と
教
養
あ
る
」
名
望
家
層
に
よ
っ
て
い
と
な
ま
れ
る
斑
主
々
義
に
他

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
名
望
家
達
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
議
会
が
政
治
過
程

に
お
け
る
鍵
の
地
位
を
し
め
て
お
り
、
ま
た
議
会
の
議
員
に
つ
い
て
は
次
の

よ
う
な
観
念
が
支
配
圏
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
議
員
は
、
た
と
え
薩
接
に
は

特
定
の
選
挙
区
か
ら
選
ば
れ
る
と
し
て
も
、
一
癖
選
鴫
さ
れ
た
以
上
は
「
全

顯
民
の
代
表
者
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
全
国
民
の
代
表
者
」
た
る
議
員

は
、
自
己
の
良
心
を
規
準
に
し
て
判
断
を
下
す
べ
き
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
議

員
に
か
ん
す
る
観
念
か
ら
し
て
当
然
、
自
由
主
義
的
民
主
主
義
の
も
と
で
は
、

政
党
の
存
在
に
対
し
て
は
否
定
的
評
価
し
か
あ
た
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
政
党

や
議
会
に
お
け
る
議
員
団
の
存
在
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
議
員
の
自
由
を
脅

し
、
議
会
主
義
的
統
治
体
制
の
基
礎
を
ゆ
る
が
す
だ
ろ
う
と
感
ぜ
ら
れ
た
。

二
〇
世
紀
に
入
る
ま
で
な
ぜ
西
欧
諸
臣
の
憲
法
、
法
律
、
議
事
規
定
等
に
お

い
て
政
党
の
存
存
が
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
、
右
の
ご
と
き

一
九
世
紀
の
民
主
々
義
に
か
ん
す
る
観
念
に
照
ら
し
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ

う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
自
由
主
義
酌
代
議
難
民
主
主
義
か
ら
大
衆
民
主
主
義
酌
敵
党
麟
家

へ
の
転
換
を
促
し
た
契
機
は
、
何
よ
り
も
選
挙
権
の
民
主
化
、
つ
ま
り
普
通

選
挙
権
の
成
立
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
っ
て
薪
た
に

政
治
的
発
言
権
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
広
汎
な
有
権
潜
を
組
織
す
る
も
の

と
し
て
、
い
ま
や
政
党
が
前
景
に
た
ち
あ
ら
わ
れ
、
そ
し
て
こ
の
政
党
が
か

っ
て
の
議
会
に
代
っ
て
政
治
過
程
に
お
け
る
鍵
の
地
位
を
し
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
議
場
に
お
け
る
討
議
は
創
造
酌
性
格
を
失
い
、
議
会
は
、
政
党
の
代

表
が
集
ま
っ
て
す
で
に
党
会
議
や
委
員
会
で
下
さ
れ
て
い
る
決
定
を
記
録
せ

し
め
る
に
す
ぎ
な
い
場
所
と
な
っ
た
。
早
馬
は
、
も
は
や
国
民
全
体
の
た
め

に
露
己
の
判
断
に
も
と
づ
い
て
自
由
に
決
定
を
下
す
独
立
し
た
人
格
で
は
な

く
な
り
、
彼
は
議
場
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
議
員
繍
強
制
の
も
と
に
自
己
の

羅
す
る
政
党
の
意
志
に
そ
っ
て
行
動
す
る
存
在
と
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
す
で

に
選
挙
に
お
い
て
、
議
員
は
か
っ
て
の
よ
う
に
彼
自
身
の
人
格
や
能
力
に
も

と
づ
い
て
選
ば
れ
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
政
党
に
所
属
し
て
い
，
る
者
と
し
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ドイツ政党組織の史的考察（上）　（飯照・中村・野圧い墾騰）

て
選
ば
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
議
会
選
挙
は
、
政
党
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
立

候
補
者
や
ま
た
政
党
の
綱
領
に
か
ん
し
て
選
挙
民
が
そ
の
意
志
を
表
示
す
る

機
会
と
な
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
人
民
投
票
的
性
格
を
強
く
お
び
る
よ
う
に
な

っ
た
。
要
す
る
に
政
党
国
家
的
民
主
々
義
の
も
と
で
は
、
国
民
意
志
乃
至
一

般
意
志
の
形
成
を
鷹
螢
に
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
、
政
党
の
政
治
的
比
重
が

圧
倒
的
に
大
き
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
右
の
よ
う
な
民
主
主
義
の
構
造
転
換
の
現
実
は
、
法
律
や
観
念

の
側
で
は
き
わ
め
て
鳶
職
に
し
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
ヴ

ァ
イ
マ
ル
憲
法
は
ま
だ
政
党
に
つ
い
て
は
な
は
だ
消
極
的
言
及
を
行
っ
て
い

た
に
す
ぎ
ず
、
　
一
九
二
八
年
に
お
い
て
も
な
お
「
政
党
は
非
立
憲
的
な
現
象

で
あ
り
、
」
「
政
党
は
国
訴
機
構
に
は
無
心
愚
な
桂
会
団
体
で
あ
る
」
と
い
う

冤
醜
が
吐
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
今
日
の
西
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
基
本
法

の
も
と
で
は
、
よ
う
や
く
政
党
は
単
な
る
政
治
社
会
学
的
な
現
象
と
し
て
ば

か
り
で
な
く
、
国
家
意
志
の
形
成
の
た
め
に
制
度
上
不
可
欠
な
機
関
と
し
て

み
と
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
西
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
あ
る
判
決
は
、
　
「
政
党
は
政
治
祇
会
学
的
領
域
か
ら
憲
法
上
の
制
度
の
地

龍
に
衷
で
高
め
ら
れ
た
」
と
明
言
し
て
い
る
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
に

つ
い
て
い
え
ば
、
政
党
国
家
の
現
実
は
、
三
七
年
の
、
．
自
陣
H
凱
ω
富
謎
o
h
夢
o

ρ
o
門
口
》
o
党
、
－
そ
れ
は
「
陛
下
の
野
党
の
党
首
し
に
も
国
家
が
給
料
を

支
払
う
こ
と
を
｛
疋
め
た
一
に
よ
っ
て
法
的
承
認
を
か
ち
え
た
と
み
な
す
ご

と
が
で
き
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
の
罠
主
主

義
の
現
実
は
、
政
党
国
家
的
民
主
主
義
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
民
主
々
義
に

何
ら
か
の
矯
正
が
必
要
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
も
は
や
自
由
主
義
的
代
議
鰯

民
主
主
義
の
伝
統
的
手
段
の
援
け
を
も
っ
て
し
て
は
は
た
さ
れ
え
な
い
。
何

よ
り
も
政
党
國
家
的
民
主
々
義
を
そ
の
独
自
の
法
則
性
と
構
造
的
特
質
と
に

お
い
て
掘
慰
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て

今
日
と
り
わ
け
重
要
な
こ
と
は
、
新
し
い
畏
登
戸
義
の
不
可
欠
な
機
関
と
し

て
の
政
党
が
同
時
に
自
由
の
破
壊
者
と
な
る
こ
と
を
防
癒
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
、
政
党
内
部
の
慧
志
形
成
が
「
下
か
ら
上
へ
」
向
っ
て
行
わ

れ
る
よ
う
に
、
ま
た
政
党
が
外
蔀
の
非
民
主
的
影
響
か
ら
守
ら
れ
る
よ
う
に
、

政
党
法
な
ど
を
通
じ
て
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
ほ
ぼ
以
上
が
ラ
イ
ヅ
ホ
ル
ツ
の
講
演
の
ご
く
大
づ
か
み
な
あ
ら
ま
し
で
あ

る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
今
日
で
は
常
識
化
し
た
大
衆
民
主

孟
義
論
の
イ
ロ
ハ
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
多
分
に
説
明
が
法
律
的
側

面
に
偏
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
補
足
や
修
正
を
そ
れ
に
伽
え
る
こ
と

も
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
に
大
衆
畏

主
主
義
に
か
ん
す
る
理
論
を
一
般
的
な
形
で
展
開
す
る
意
図
を
も
っ
て
は
い

な
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
右
の
ラ
イ
ブ
ホ
ル
ッ
の
講
演
に
代
表
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
事
事
喪
義
の
構
造
転
換
、
大
衆
罠
主
主
義
の
出
現
と
い
う
問
題
意
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識
が
、
ド
ィ
ッ
の
近
・
現
代
史
の
個
別
的
研
究
の
巾
に
も
滲
透
し
、
す
で
に

相
当
の
具
体
的
成
果
を
生
み
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
情
に
注
嘉
し
た
い
と
お
も

う
の
で
あ
る
。
そ
の
若
干
の
例
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
が
、
そ
の
他
に

も
同
じ
傾
向
に
さ
お
さ
す
数
多
く
の
偲
別
研
究
を
と
り
わ
け
政
党
史
の
分
野

に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
酉
ド
イ
ツ
で
は
、
十
年
こ
の
か

た
．
、
固
O
彰
営
訪
訟
○
昌
塗
賊
O
O
生
玉
〇
客
O
伽
。
。
。
勺
ρ
臨
斜
旨
9
μ
汁
錠
冨
旨
β
ω
ε
μ
ユ

自
鶏
冠
。
節
跨
ぎ
⇒
℃
錠
富
一
¢
雛
、
、
と
呼
ば
れ
る
機
関
に
よ
っ
て
、
議
会
主
義

乃
至
政
党
史
に
か
ん
す
る
史
料
や
研
究
が
、
す
で
に
二
〇
鮒
前
後
も
刊
行
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
す
べ
て
と
は
い
わ
ぬ
ま
で
も
多
く
の
も
の
は
、
明
ら
か

に
大
衆
民
主
主
義
論
的
問
題
意
識
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
あ

っ
て
も
と
り
わ
け
一
九
六
一
年
に
公
に
さ
れ
た
ニ
ッ
パ
ダ
イ
（
門
7
Z
弓
℃
，

興
鳥
。
罵
）
の
鼎
，
一
九
一
八
年
前
の
ド
イ
ツ
諸
政
党
の
紐
織
砿
と
題
し
た
研
究

⑦は
、
ド
ィ
ッ
の
近
・
現
代
史
へ
の
大
衆
買
主
主
義
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
獄
ざ

す
者
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
貴
重
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ

こ
で
以
下
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
ら
く
こ
の
ニ
ッ
パ
ダ
イ
の
研
究
に

注
尊
し
て
み
よ
う
と
お
も
う
の
で
あ
る
。

　
ニ
ッ
パ
ダ
イ
の
研
究
は
、
ま
さ
に
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
最
近
の
涯
ド
ィ

ッ
の
歴
史
学
界
に
顕
著
な
傾
向
、
す
な
わ
ち
テ
ユ
ポ
ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
な
考
察

方
法
と
具
体
約
な
歴
史
分
析
を
結
合
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
に
属
す
る
。

ニ
ッ
パ
ダ
イ
自
身
、
序
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
　
一
方
で
従
来

の
ド
イ
ツ
政
党
史
の
研
究
は
、
政
党
を
も
っ
ぱ
ら
理
念
乃
至
意
志
の
損
い
手

と
し
て
叙
述
し
て
き
た
。
そ
し
て
組
織
体
と
し
て
の
政
党
、
政
党
内
部
の
諸

機
構
の
発
達
、
ま
た
そ
れ
ら
政
党
内
部
の
諸
機
構
の
問
で
演
ぜ
ら
れ
る
意
志

乃
至
権
力
の
形
成
過
程
に
は
、
ほ
と
ん
ど
分
析
を
加
え
て
は
こ
な
か
っ
た
。

他
方
で
社
会
学
者
達
は
、
す
で
に
畢
く
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
ミ
ヘ
ル
ス
以
来
政
党

組
織
の
問
題
を
と
り
上
げ
て
き
た
。
だ
が
彼
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、
テ
ユ

ポ
ロ
…
ギ
ッ
シ
ュ
な
傾
向
、
概
括
的
な
考
察
方
法
が
優
越
し
、
具
体
的
分
析

が
充
分
に
こ
れ
に
と
も
な
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
政
党
罵
言
が
確
園

た
る
現
実
と
な
り
、
政
党
紐
織
の
問
題
が
中
心
的
意
義
を
お
び
て
く
る
と
と

も
に
、
よ
う
や
く
今
日
で
は
、
社
会
学
・
羅
法
学
・
政
治
学
な
ど
が
、
政
党

組
織
に
関
連
す
る
諸
欝
欝
を
た
ち
い
っ
て
分
析
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

リ
ッ
タ
ー
や
シ
ョ
ー
ス
ク
（
O
．
　
国
’
　
Q
O
O
7
0
吋
①
げ
O
）
ら
の
社
会
民
主
党
史
の
研

究
も
、
組
織
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
研
究

も
ま
だ
政
党
組
織
に
か
ん
す
る
問
題
の
個
々
の
側
面
を
と
り
扱
っ
て
い
る
に

す
ぎ
ず
、
政
党
組
織
に
か
ん
す
る
包
括
的
な
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
、
ま
だ
現

れ
て
は
い
な
い
。
と
く
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
の
組
織
の
研
究
は
、
ま
だ
ほ
と

ん
享
を
つ
け
ら
れ
て
は
い
な
魎
i
二
・
パ
ダ
イ
は
こ
の
よ
う
に
従
来

の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
党
史
研
究
の
流
れ
を
ふ
り
返
っ
た
上
で
、
本
論
に
お

い
て
は
一
九
一
八
年
前
の
ド
イ
ツ
諸
政
党
の
組
織
の
発
展
を
分
析
し
、
さ
ら
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lfイツ敷党組織の史的考察（上）　（飯田・中本寸・野田・望田）

に
宋
尾
で
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
致
期
へ
の
展
璽
も
こ
こ
ろ
み
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
場
合
、
彼
の
具
体
的
叙
述
を
導
い
て
い
る
一
本
の
赤
い
糸
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
「
政
党
組
織
の
古
い
形
態
が
、
工
業
大
衆
社
会
の
登
場
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
．

代
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
こ
う
む
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
へ
の
関
心
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
ニ
ッ
パ
ダ
イ
の
研
究
は
、
先
に
の
べ
た
よ
う
な
簸
近
の
西
ド
イ
・

ッ
の
歴
史
学
界
に
著
し
い
大
衆
聖
主
主
義
論
的
問
題
意
識
に
立
脚
し
な
が
ら
、

こ
の
理
論
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
も
つ
政
党
綴
織
の
発
展
を
呉

体
的
に
考
察
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
以
下
の
わ
れ
わ
れ
の
叙
述
は
、
主
と

し
て
こ
の
ニ
ッ
パ
ダ
イ
の
研
究
の
成
果
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
必
ら
ず
し
も
こ
の
浩
禰
な
研
究
の
払
暁
な
レ
ジ
ュ
メ
を
意

麟
し
て
は
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
主
と
し
て
一
一
ッ
パ
ダ
ィ
の
研
究
に
依
拠
し

．
鼠
な
が
ら
も
、
ま
た
不
充
分
な
が
ら
他
の
関
連
す
る
文
献
も
参
照
し
、
わ
れ
わ

れ
な
り
の
仕
方
で
一
九
一
八
年
箭
の
ド
イ
ツ
政
党
組
織
の
発
展
を
整
理
し
て

み
る
こ
と
を
心
が
け
た
。
そ
し
て
そ
の
過
程
に
お
い
て
必
要
な
限
り
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
名
墓
家
敷
治
段
階
か
ら
大
衆
民
主
主
義
段
階
へ
の
移
行
に
か
ん

し
て
わ
れ
わ
れ
の
抱
い
て
い
る
考
え
も
の
べ
よ
う
と
し
た
。
な
お
文
中
に
使

用
し
た
名
望
家
匪
代
表
政
党
、
大
衆
1
1
統
合
数
党
な
ど
の
概
念
に
つ
い
て
の

説
明
は
、
注
に
あ
げ
た
文
献
に
ゆ
だ
ね
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
も
こ
と
わ

っ
て
お
き
た
い
。

　
①
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・
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g
ρ
U
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の
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ω
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以
下
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補
儀
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ざ
6
ロ
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ρ

　
と
記
す
場
合
に
は
こ
の
書
物
を
指
す
も
の
と
す
る
。
後
掲
の
岡
一
簑
者
に
よ
る
雑

　
誌
論
文
と
の
区
別
に
注
意
さ
れ
た
い
。

⑧
H
起
爆
こ
。
隊
．
縁
．

⑨
間
げ
凱
こ
9
雷
↓
罫
劉
曽
唱
。
乙
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ざ
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猷
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郎
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ぴ
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ω
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津
ω
鳥
．
δ
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お
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）
り
ω
・
姻
無
暁
・

名
望
家
政
治
段
階
に
お
け
る
政
党
組
織

わ
れ
わ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
名
望
家
政
治
の
段
階
を
、
一
応
一
八
五
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○
年
代
よ
り
七
、
八
○
年
代
の
時
期
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
周

知
の
よ
う
に
、
市
民
革
命
の
不
徹
底
性
の
た
め
に
、
ド
イ
ツ
の
近
代
市
民
社

会
の
構
造
、
従
っ
て
ま
た
名
望
家
政
治
の
あ
り
方
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
と

は
か
な
り
へ
だ
た
っ
た
型
を
う
ち
出
し
て
い
る
。
だ
が
、
一
般
的
に
ド
イ
ツ

名
望
家
政
治
の
型
を
析
出
す
る
こ
と
は
断
念
し
、
た
だ
ち
に
こ
の
段
階
に
お

け
る
ド
イ
ツ
の
政
党
組
織
を
、
き
た
る
べ
き
大
衆
民
主
主
義
段
階
に
お
け
る

と
そ
れ
と
の
比
較
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
紹
介
し
よ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
は
主

に
悪
難
主
義
政
党
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
党
こ
そ
が
名
望
家
政
党

と
し
て
の
特
質
を
も
っ
と
も
鮮
明
に
浮
き
上
ら
せ
る
理
念
型
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
大
衆
的
組
織
政
党
へ
の
転
換
に
際
し
て
、
そ
の
問

題
性
を
も
っ
と
も
鋭
角
的
に
提
示
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

政
党
概
念
　
　
な
に
よ
り
も
ま
ず
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の

名
望
家
政
治
の
段
階
に
お
い
て
は
、
議
会
の
議
員
に
せ
よ
、
　
一
般
選
挙
民
に

せ
よ
、
政
治
行
動
の
単
位
は
個
人
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
優
越
し
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
藁
本
的
な
観
念
か
ら
繊
発
し
て
、
巌
時
に
あ
っ
て
は
、
政

党
と
い
う
も
の
は
、
構
成
員
の
行
動
を
拘
束
す
る
組
織
と
し
て
で
は
な
く
、

一
つ
の
政
治
的
根
本
概
念
を
支
持
す
る
者
の
き
わ
め
て
緩
や
か
な
結
び
つ
き

と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
。
　
つ
ま
り
政
党
は
何
よ
り
も
精
神
や
信
条
と
い

う
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
、
組
織
的
結
合
は
第
二
義
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
　
一
つ
の
政
党
に
属
す
る
と

い
う
こ
と
は
個
人
論
人
の
確
儒
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
ら
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
こ
の
点
で
一
八
七
五
年
の
あ
る
判
決
の
中
の
雷
葉
は
特
徴
曲
で
あ

る
Q政

党
の
党
貴
を
結
び
つ
け
て
い
る
唯
一
の
も
の
は
、
彼
ら
が
一
連
の
同
種
類
の
問
題

に
か
ん
し
て
同
じ
意
見
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

人
々
は
…
…
自
由
字
義
政
党
と
か
保
守
主
義
政
党
と
か
い
っ
た
こ
と
を
口
に
す
る
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
政
党
は
、
そ
の
党
貴
に
対
し
て
何
ら
か
の
特
権
を
与
え
る
も

の
で
は
な
い
し
、
ま
た
義
務
を
負
わ
せ
る
も
の
で
も
な
い
。
党
員
の
増
加
や
減
少
も
、

党
自
身
が
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
起
る
の
で
あ
る
。
明
確
な
入
党
と
か
、
明
確
な
脱
党
と

い
う
こ
と
は
、
普
通
行
わ
れ
な
い
し
、
ま
た
必
要
で
も
な
い
。
組
織
は
政
党
に
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
無
関
係
な
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
名
望
家
政
治
の
段
階
に
お
い
て
も
、
す
で
に
議
会
に
は

議
員
団
（
H
ッ
目
ρ
瞠
砕
陣
O
口
）
が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
、
後
の
時
代
に
一

般
的
に
な
っ
た
よ
う
に
、
議
員
団
1
1
議
会
に
お
け
る
政
党
の
代
表
と
い
う
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

係
は
、
ま
だ
確
立
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
政
党
は
、
議
貴
団
よ
り
も
よ
り
次

元
の
高
い
概
念
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
政
党
の
も
と
に
い
く
つ
か
の
議
員
団
が

含
ま
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
政
党
と
い
う
概
念
に
お
い
て
は
・

議
員
達
の
間
で
の
個
々
の
政
策
に
か
ん
す
る
根
粒
を
超
え
た
共
同
の
理
念
が

重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
敗
党
は
議
会
内
の
一
つ
の
講
員
団
に
結
び
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
た
継
織
と
し
て
よ
り
も
、
よ
り
広
汎
な
致
治
的
傾
向
を
示
す
存
在
と
し
て
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ドイツ政党組織の史酌考察（上）　（飯図・中村・野田・望田）

受
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
議
員
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
ば
か

り
で
な
く
、
一
般
選
挙
畏
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
少
く
と
も
六
〇
年

代
に
は
地
方
に
お
け
る
政
党
は
、
本
質
的
に
は
未
組
織
の
漠
然
た
る
支
持
者

群
を
指
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
組
織
と
し
て
他
と
明
確
に

区
別
さ
れ
る
よ
う
な
境
界
線
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
内
部
に
確
固
た

る
中
核
を
も
つ
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

政
党
組
織
の
繭
芽
形
態
　
　
名
望
家
政
治
段
階
に
は
ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
な
政

党
概
念
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
中
か
ら
も
次
第
に
政
党
組
織

の
初
期
的
形
態
は
芽
生
え
て
き
つ
つ
あ
っ
た
。
　
一
八
五
九
年
設
立
の
「
国
民

協
会
」
（
自
Φ
圏
　
り
凋
ρ
ゆ
一
〇
⇒
9
一
’
＜
⑦
『
①
一
目
）
、
一
八
六
一
年
設
立
の
「
ド
イ
ツ
進
歩
党
」

（
黛
o
U
o
蘇
駐
。
｝
お
幣
。
簿
。
。
2
ρ
誌
津
ω
℃
霞
競
闘
）
、
同
じ
く
六
一
年
設
立
の
「
プ
μ

イ
セ
ン
人
民
協
会
」
（
畠
禽
腰
自
譲
。
。
畠
㊦
＜
o
貯
質
．
興
①
診
）
な
ど
が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
統
一
問
題
の
小
ド
イ
ツ
的
H
自
由
主
義
的
解
決

の
た
め
に
創
立
さ
れ
た
「
軍
民
協
会
」
は
、
従
来
の
致
党
の
あ
り
方
を
こ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
か
な
り
の
組
織
を
そ
な
え
て
い
た
。
協
会
内
に
は
、
委
員
会
、
幹
部
会
お

よ
び
事
務
長
な
ど
が
お
か
れ
、
ま
た
一
般
会
員
は
会
員
章
を
う
け
と
り
、
年

々
一
定
額
の
会
費
を
納
入
す
る
義
務
を
負
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
会
員

の
数
は
最
高
時
に
は
二
万
五
千
人
に
も
上
っ
た
。
け
れ
ど
も
会
費
継
…
入
の
義

務
は
、
と
う
ぜ
ん
こ
の
協
会
の
メ
ム
パ
ー
か
ら
下
層
畏
を
排
除
す
る
こ
と
に

な
り
、
協
会
の
社
会
的
塞
盤
は
「
財
産
と
教
養
」
あ
る
層
、
つ
ま
り
名
望
家

達
に
限
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
六
十
年
代
の
憲
法
紛
争
の
縛
期
に
、
プ
ロ
イ
セ

ン
の
自
由
主
義
化
を
起
点
に
し
て
、
肖
由
主
義
的
な
統
一
国
家
ド
イ
ツ
を
樹

立
す
る
と
い
う
希
望
が
空
し
い
こ
と
が
わ
か
る
と
、
会
員
数
は
急
速
に
減
少

　
　
　
　
　
④

し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
と
も
あ
れ
こ
の
協
会
が
政
党
組
織
の
鮒
芽
的
形

態
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
注
日
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
進
歩
党
は
、
ド
イ
ツ
の
個
々
の
邦
の
中
で
結
成
さ
れ
た
政
党
の
噛

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

矢
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
党
は
、
は
じ
め
て
明
確
に
政
党
の

名
称
を
採
用
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
結
成
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
⑥

ド
イ
ツ
鮒
見
地
よ
り
党
の
国
標
を
示
し
た
綱
領
的
声
明
を
発
し
た
。
さ
ら
に

党
の
支
持
者
．
と
議
員
稠
と
の
聞
に
明
確
な
関
係
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
も
っ

と
め
、
選
挙
に
際
し
て
は
、
候
補
者
は
単
に
自
由
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
だ

け
で
は
不
充
分
と
さ
れ
、
あ
ら
か
じ
め
ド
イ
ツ
進
歩
党
の
選
挙
綱
領
に
自
己

を
義
務
づ
け
る
よ
う
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
議
口
興
団
以
外
に
中
央
選
挙
委

員
会
が
設
置
さ
れ
、
地
方
に
お
い
て
蔦
葛
な
選
挙
運
動
を
推
進
す
る
よ
う
に

努
力
し
た
。
か
く
し
て
、
ド
イ
ツ
進
歩
党
に
あ
っ
て
は
、
政
党
は
単
な
る
政

治
理
念
上
の
一
般
的
傾
向
を
示
す
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
と
り
わ
け
選
挙

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
お
い
て
は
一
個
の
組
織
体
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
こ
の
政
党
は
、
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
党
組
織
の
発
展
を
先
駆
的
に

示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
も
と
よ
り
こ
の
党
の
組
織
活

動
に
も
大
ぎ
な
限
界
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
・
岡
党
は
串
央
選
挙
委
員
会
の
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努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
へ
の
組
織
拡
大
に
は
あ
ま
り
成
功
し
な
か
っ

た
。
地
方
に
お
い
て
は
、
自
由
主
義
と
い
う
政
治
理
念
上
の
一
般
的
傾
向
の

枠
の
中
で
候
捕
者
と
支
持
者
と
が
耀
人
的
に
結
合
し
て
い
る
と
い
う
状
態
が
、

依
然
と
し
て
根
強
く
残
っ
て
い
た
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
党
と

議
会
の
議
員
國
と
を
完
全
に
一
体
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
議
会
に

お
い
て
は
、
進
歩
党
と
中
央
左
派
と
い
う
二
つ
の
議
員
園
が
自
由
主
義
の
名

の
も
と
に
包
括
さ
れ
、
憲
法
紛
争
期
に
は
、
こ
の
両
者
が
「
、
自
由
党
し
（
“
δ

に
げ
巽
銑
¢
勺
錠
跨
忽
）
の
名
前
で
共
問
し
て
選
挙
戦
を
戦
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
最
後
に
「
プ
ロ
イ
セ
ン
人
民
協
会
」
に
簡
単
に
触
れ
て
お
く
と
、
こ
の
協

会
は
少
く
と
も
先
に
の
べ
た
「
国
民
協
会
」
よ
り
は
政
党
と
し
て
の
色
彩
が

．
強
か
っ
た
。
協
会
の
頂
点
に
は
、
数
人
の
保
守
政
治
家
よ
り
な
る
委
員
会
が

お
か
れ
、
こ
れ
に
多
数
の
地
方
に
お
い
て
結
成
さ
れ
た
「
プ
μ
イ
セ
ソ
人
民

協
会
」
が
結
合
さ
れ
た
。
協
会
は
、
鮭
会
政
策
を
も
盛
り
こ
ん
だ
綱
領
を
掲

げ
て
地
方
に
お
け
る
保
守
的
勢
力
を
糾
合
し
、
さ
ら
に
手
工
業
者
や
小
ブ
ル

ジ
ョ
ア
層
に
も
喰
い
こ
ん
で
、
議
会
に
お
け
る
保
守
党
の
大
衆
的
基
盤
を
拡

大
せ
ん
ど
し
た
。
協
会
本
都
は
こ
の
臼
的
の
た
め
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
雑
訪
、

カ
レ
ン
ダ
ー
、
新
聞
等
を
用
い
て
、
　
一
時
は
こ
の
貝
的
の
た
め
に
か
な
り
活
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

楽
な
運
動
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
。
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
「
国
民
協
会
」
に
対

抗
す
る
た
め
の
プ
ロ
イ
セ
ン
的
睦
窟
主
主
義
顎
下
織
と
し
て
発
足
し
た
こ
の

協
会
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
政
治
臼
標
し
か
も
ち
あ
わ
さ
ず
、
よ
り
広
汎
な
大

衆
を
獲
得
し
う
る
政
策
駒
保
証
を
も
た
ず
、
や
が
て
数
年
後
に
は
そ
の
活
動

は
衰
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

地
方
緬
織
の
発
生
　
　
以
上
は
主
と
し
て
中
央
を
起
点
と
す
る
組
織
化
の
萌

芽
的
な
こ
こ
ろ
み
で
あ
っ
た
が
、
次
に
は
、
地
方
の
側
か
ら
の
組
織
化
の
傾

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

向
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
地
方
に
お
い
て
は
、
何
よ
り
も
選
挙
戦
の
必
要
が

組
織
化
を
促
進
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
北
ド
イ
ツ
よ
り
も
立

憲
欄
度
の
進
ん
だ
南
ド
イ
ツ
に
お
い
て
地
方
組
織
が
よ
り
ょ
く
発
展
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
が
、
普
通
選
挙
権
の
導
入
後
は
北
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
組
織

化
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
は
個
々
の
議
員
が
選
挙
戦
の
必
要

か
ら
禽
己
の
選
挙
区
に
お
け
る
支
持
者
の
協
力
を
確
保
す
る
た
め
に
組
織
を

つ
く
り
、
そ
れ
ら
が
次
第
に
政
党
組
織
の
名
称
を
お
び
て
行
く
よ
う
に
な
っ

た
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
地
方
組
織
は
は
じ
め
は
一
定
の
議
員
団
に
所
属

す
る
議
員
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
は
な
く
、
先
に
．
の
べ
た
よ
う
な
当
時
の
政

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

党
概
念
の
も
と
で
よ
り
一
般
的
な
政
治
的
立
場
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
は
地
方
組
織
は
中
央
の
議
会
に
お

け
る
議
員
団
と
一
対
一
の
対
応
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
た

性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
社
会
主
義
政
党
、
中
央
党
、
そ

れ
に
留
保
つ
き
で
保
守
党
な
ど
は
、
最
初
か
ら
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ

の
地
方
組
織
の
傾
向
と
議
員
団
の
区
別
と
が
合
致
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

て
訂
由
派
の
場
合
に
は
、
進
歩
党
、
国
民
自
由
党
と
い
う
議
会
に
お
け
る
区
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溺
は
ほ
と
ん
ど
勲
慮
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
地
方
組
織
は
「
全
霞
由
派
附
」
性

格
を
お
び
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
八
六
六
年
以
後
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
政
策

へ
の
態
度
に
よ
っ
て
、
地
方
で
・
も
遜
歩
党
．
と
は
携
に
岡
民
自
慮
党
の
組
織
が

生
ま
れ
た
が
、
し
か
し
自
由
派
の
地
方
組
織
の
多
く
は
、
七
〇
年
代
に
入
っ

．
て
も
な
お
全
自
由
市
的
性
格
を
棄
て
は
し
な
か
っ
た
。
七
〇
卑
代
の
後
半
以

降
、
進
歩
党
が
岡
民
慮
由
党
と
の
対
立
を
強
調
し
は
じ
め
る
と
と
も
に
は
じ

め
て
、
議
会
に
お
け
る
議
員
隣
の
区
溺
も
明
確
化
し
、
従
っ
て
ま
た
地
方
に

お
け
る
共
同
組
織
も
崩
壊
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
八
八
凶
年
の

　
「
ド
イ
ツ
慮
由
思
想
群
党
」
（
e
o
O
o
心
房
。
｝
凱
諺
宏
冒
一
昌
σ
q
c
℃
陣
ピ
箕
鼠
）
の
結

成
と
と
も
に
、
ぼ
と
ん
ど
図
る
と
こ
ろ
で
、
地
方
組
織
は
あ
れ
こ
れ
の
議
員

關
撰
択
の
最
後
的
決
定
を
行
ッ
た
、

　
と
こ
ろ
で
名
望
家
政
治
段
階
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
超
議
員
醐
酌
な

自
由
派
の
地
方
組
織
が
存
在
し
た
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ

う
な
形
態
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
自
由
派
の
地
方
紺
織
の
主
要
な
形
態
と
し
て
は
、
　
「
委
貴
会
」
（
匿
。
ヨ
7

ぢ
。
）
・
「
選
挙
民
集
会
」
ハ
／
く
雛
⇒
o
目
！
δ
ぴ
バ
5
冒
欝
ご
離
σ
q
）
お
よ
び
「
選
挙
協
会
」

つ
く
ρ
珍
く
自
。
ぎ
）
の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
ず
第
一
の

　
　
　
　
・
懸
．

　
「
委
員
会
」
は
選
挙
の
た
め
に
設
潰
さ
れ
た
む
の
で
、
帯
下
議
会
の
選
挙
に

際
し
て
は
お
そ
ら
く
各
選
挙
区
ご
と
に
「
委
員
会
」
が
お
か
れ
た
、
こ
の
「
委

員
会
」
の
メ
ム
バ
ー
は
い
わ
ゆ
る
名
望
家
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
被
会
的
地
位

や
職
業
に
よ
（
、
て
地
方
の
指
導
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
人
々
、
す
な
わ
ち
裁

判
宮
、
公
共
団
体
の
役
員
、
大
学
教
授
、
農
場
主
、
大
商
人
、
工
場
主
と
い

っ
た
人
達
で
あ
っ
た
。
　
「
委
員
会
」
の
仕
事
は
、
選
挙
に
際
し
て
一
つ
の
政

治
的
傾
向
（
多
く
の
場
合
超
議
員
國
的
な
）
を
擁
護
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
立
候
補
岩
を
撰
び
、
簡
単
な
選
挙
運
動
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
簡
単
な

選
挙
運
動
と
い
っ
た
の
は
、
自
由
主
義
的
政
治
思
想
の
も
と
で
は
、
立
候
補

者
の
い
ず
れ
に
投
ず
る
か
は
本
来
層
々
の
選
挙
畏
の
洞
察
に
待
つ
べ
き
も
の

で
あ
り
、
従
っ
て
あ
ま
り
に
激
し
い
選
挙
運
動
は
行
わ
る
べ
き
で
な
い
と
い

う
観
念
が
支
配
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
最
初
は
こ
の
「
委
員
会
」

と
い
う
地
方
綴
織
は
、
選
挙
の
際
に
だ
け
活
動
し
、
そ
れ
以
外
の
時
に
は
審

実
上
解
散
し
て
い
た
、
選
挙
以
外
の
蒋
に
は
本
来
の
政
党
組
織
と
い
う
も
の

は
地
方
に
は
な
く
、
た
だ
「
委
員
会
」
の
一
、
二
の
メ
ム
バ
ー
が
そ
の
選
挙

区
出
身
の
議
員
と
連
絡
を
と
り
、
選
挙
区
の
情
勢
を
彼
に
知
ら
せ
て
や
っ
た

り
、
ま
た
彼
の
た
め
に
選
挙
区
内
の
遊
説
の
準
備
を
し
て
や
っ
た
り
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
だ
が
時
と
と
も
に
こ
の
「
委
員
会
し
も
次
第
に
恒
常

性
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
り
、
八
○
年
代
は
じ
め
に
は
多
く
の
選
挙
区
で
な

か
ば
梱
度
化
さ
れ
た
組
織
と
な
っ
て
行
っ
た
、
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
大
都
市

で
は
、
委
員
会
の
メ
ム
バ
…
の
数
が
増
大
し
、
そ
の
結
果
、
　
一
般
選
挙
民
の

「
信
任
者
」
つ
．
¢
箕
霞
蓉
髪
包
§
ご
）
に
よ
っ
て
桑
港
さ
れ
る
拡
大
委
員
会
と
、

そ
し
て
幹
榔
会
の
機
能
を
演
ず
る
小
委
員
会
と
い
う
組
織
構
造
の
二
重
化
が
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菟
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
都
市
に
お
い
て
一
般
選
挙
民
と
小
委

員
会
の
闘
を
媒
介
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
「
信
任
者
」
達
も
含
め
て
、
こ

の
「
委
員
会
」
と
い
う
地
方
組
織
の
基
礎
は
名
望
家
で
あ
り
続
け
た
。
そ
し

て
ま
た
こ
の
組
織
は
、
申
央
の
党
機
関
に
対
し
て
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に
独
立

的
な
地
位
を
探
査
し
、
選
挙
に
際
し
て
の
立
候
補
春
の
推
薦
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
綱
領
さ
え
も
慮
身
で
決
定
し
た
。
要
す
る
に
、
こ
の
「
委
員
会
」
と

い
う
形
態
の
組
織
は
、
大
衆
が
ま
だ
真
に
政
治
の
中
へ
ひ
き
入
れ
ら
れ
ず
、

地
方
に
お
け
る
名
望
家
の
指
導
が
挑
戦
を
受
け
る
に
至
ら
な
い
限
り
は
、
現

実
の
政
治
活
動
の
面
詰
に
充
分
癒
じ
う
る
制
度
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
委
員
会
」
と
い
う
形
態
が
主
と
し
て
農
村
地
域
に
見
ら
れ
た
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
第
二
の
「
選
挙
民
集
会
扁
と
い
う
形
態
の
組
織
は
、

ベ
ル
リ
ン
や
そ
の
他
の
北
ド
イ
ツ
の
大
都
市
で
見
ら
れ
た
。
ベ
ル
リ
ン
に
つ

い
て
見
る
と
選
挙
民
集
会
は
、
い
わ
ゆ
る
「
地
区
協
会
」
（
團
W
O
N
一
触
犀
Q
o
イ
O
吋
Φ
一
二
）

に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
た
。
　
「
地
区
協
会
」
と
い
う
の
は
、
自
由
派
の
中
で
も

と
く
に
進
歩
党
系
の
申
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
、
地
方
自
治
体
官
吏
、
知
識
人

ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
活
動
の
目
標
は
慈
善
事
業
や
社
交
な
ど
に
あ

っ
た
。
し
か
し
ま
た
こ
の
協
会
は
地
方
政
治
や
地
方
選
挙
の
組
織
化
に
も
力

を
注
い
だ
の
で
あ
り
、
と
く
に
選
挙
に
際
し
て
は
、
艦
影
者
か
ら
成
る
委
員

会
を
設
け
て
こ
れ
に
呉
体
的
な
準
備
を
ゆ
だ
ね
た
。
委
員
会
は
ま
ず
立
候
補

者
を
決
め
、
こ
の
立
候
補
者
に
対
す
る
一
般
選
挙
民
の
承
認
を
え
る
た
め
に

「
選
挙
民
集
会
」
を
召
集
し
た
。
こ
の
集
会
は
二
期
と
し
て
公
開
で
、
そ
の
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由

開
催
は
新
聞
に
公
示
さ
れ
た
。
集
会
繊
毛
春
は
、
ふ
つ
う
二
百
人
か
ら
五
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
G

人
程
度
で
、
そ
こ
で
立
候
補
者
の
政
見
発
表
や
選
挙
民
の
質
問
が
行
わ
れ
た
　
1

後
、
採
決
に
よ
っ
て
立
盤
補
者
の
指
名
が
な
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う

に
し
て
公
嗣
の
選
挙
民
集
会
に
よ
っ
て
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
た
立
候

補
春
を
公
認
せ
し
め
、
立
候
補
考
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
制
度
と
や
り
方
が
可
能
で
あ
っ
た
の
も
、

ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
は
進
歩
党
が
優
勢
で
あ
っ
た
と
い
う
静
電
が
存
在
し
た

か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、
保
守
党
や
中
央
値
も
選
挙

人
集
会
を
催
し
た
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
政
党
に
あ
っ
て
は
、
新
閥
紙
上
の

案
内
が
最
初
か
ら
痛
乙
鳥
の
選
挙
民
に
だ
け
向
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
が
、

ベ
ル
リ
ン
の
進
歩
党
系
協
会
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
る
集
会
の
場
合
と
違
っ
て

い
た
。
だ
が
、
七
〇
年
代
の
半
ば
頃
と
も
な
る
と
、
ベ
ル
リ
ン
の
進
歩
党
系

集
会
さ
え
も
が
そ
の
公
議
性
を
次
第
に
制
限
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
行
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
警
察
や
ホ
…
ル
の
所
有
者
に
冤
よ
っ
て
集
会
の
自
由
を
綱

約
さ
れ
た
祉
会
民
主
党
（
当
時
は
正
確
に
は
社
会
窒
義
労
働
蒋
党
）
が
、
進
歩
党

系
の
「
選
挙
民
集
会
」
に
騰
り
込
ん
で
こ
れ
を
自
党
の
た
め
に
利
用
す
る
と

い
う
戦
術
を
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
社
会
民
主
党
の
得
票
数

の
強
力
な
増
大
に
呼
応
し
て
自
由
派
の
中
で
聾
心
自
由
党
の
比
重
が
ま
し
て

く
る
と
、
こ
の
側
か
ら
も
進
歩
党
系
の
立
候
補
者
の
指
名
に
か
ん
し
て
さ
ま
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ざ
嵐
の
困
難
が
も
ち
上
っ
て
き
た
。
か
く
し
て
七
〇
年
代
の
末
に
は
、
　
「
選

挙
民
集
会
」
と
い
う
組
織
方
法
は
現
実
的
機
能
を
失
い
、
衰
退
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
自
由
派
の
地
方
組
織
の
第
藁
の
形
態
で
あ
る
　
「
選
挙
協
会
し
　
は
、
先
に

ふ
れ
た
「
委
員
会
」
制
度
よ
り
は
い
く
ら
か
進
ん
だ
組
織
形
態
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
こ
の
組
織
形
態
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
主
な
理
由
は
、

政
治
に
関
与
す
る
名
望
家
の
数
の
増
加
に
と
も
な
い
、
名
望
家
達
自
身
の
開

で
秩
序
を
確
立
し
、
指
導
者
層
の
権
威
を
蕉
当
づ
け
る
必
要
が
生
じ
て
き
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
党
を
損
う
名
望
家
膳
の
拡
大
と
と
も
に
、
　
「
委

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

員
会
」
よ
り
も
よ
り
強
力
な
組
織
形
態
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
選
挙
戦
の
必
要
も
こ
の
傾
向
を
促
進
し
た
。
宿
年
が
確
圃
た
る
選

挙
地
盤
を
有
し
、
そ
の
上
に
比
較
的
少
な
い
浮
動
票
を
か
き
集
め
る
こ
と
が

問
題
で
あ
っ
た
段
階
で
は
、
　
「
委
員
会
」
の
ご
と
き
組
織
の
短
期
間
の
簡
単

な
活
動
で
充
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
複
数
の
政
党
が
同
一
の
選
挙
驚
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ち

っ
て
相
応
う
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
党
の
支
持
者
を
党
に
よ
り
強
く
結
び

つ
け
て
お
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
進
歩
党
は
、

左
の
社
会
斑
主
党
と
右
の
「
帝
国
に
忠
実
な
」
政
党
と
の
挾
撃
に
あ
い
、
し

か
も
政
府
そ
の
も
の
．
の
強
力
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
直
醐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
た
め
に
、
選
挙
活
動
を
強
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

リ
ヒ
タ
ー
（
閃
・
箆
。
導
窪
）
は
七
〇
卑
代
半
ば
以
降
、
進
歩
党
員
が
自
党
だ

け
の
「
選
挙
協
会
」
を
維
織
す
る
よ
う
に
聖
心
的
に
働
き
か
け
る
の
で
あ
る
q

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
誕
生
し
た
「
協
会
」
は
、
原
刷
と
し
て
自
慮
加
入
制

を
取
っ
た
。
し
か
し
「
協
会
」
員
で
あ
る
こ
と
の
概
念
は
曖
昧
で
、
会
員
章

を
渡
し
た
り
、
規
則
的
な
会
費
納
入
の
義
務
を
諜
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
稀

で
あ
っ
た
。
総
会
を
開
く
場
合
で
も
、
集
ま
っ
て
く
る
会
員
の
資
格
を
リ
ス

ト
に
照
ら
し
て
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
行
わ
れ
ず
、
鱗
人
的
に
顔
見
知
り

で
あ
れ
ば
そ
れ
で
充
分
と
さ
れ
た
。
ま
た
「
協
会
」
の
実
際
の
活
動
の
度
合

も
さ
ま
ざ
ま
で
、
函
民
自
出
党
議
の
「
協
会
」
の
多
く
は
、
立
候
補
者
の
推

薦
な
ど
の
選
挙
運
動
に
だ
け
み
ず
か
ら
を
限
っ
て
い
た
。
選
挙
の
時
以
外
の

慷
常
的
活
動
は
、
比
較
酌
お
く
れ
て
は
じ
め
ら
れ
た
。
し
か
も
と
く
に
進
歩

党
系
の
「
協
会
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
「
協
会
」
根
互
聞
の
、
ま
た
中
央
の
党
と
の
密
接
な
連
絡
は
、
プ
ロ
イ

セ
ン
結
社
法
の
規
定
に
ふ
れ
る
た
め
も
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、

従
っ
て
「
委
貴
会
」
の
場
禽
と
嗣
様
に
各
地
方
の
「
協
会
」
は
、
独
立
し
た

自
由
な
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
こ
の
「
選
挙
協
会
」
と
い
う
組
織
形
態

も
、
政
党
組
織
と
し
て
は
ま
だ
ル
ー
ズ
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
大
衆
の
動
員
力

に
も
欠
け
て
い
た
。
左
翼
宇
宙
派
の
「
協
会
」
に
お
い
て
は
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
の
役
罰
が
増
大
し
て
い
た
と
は
い
え
、
金
気
と
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
組

織
も
ま
た
名
望
家
的
性
格
を
脱
却
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
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以
上
が
主
と
し
て
組
織
爾
か
ら
眺
め
た
名
望
象
政
治
段
階
に
お
け
る
ド
イ

ツ
政
党
の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
確
か
に
政
党
組
織
の
崩
芽
形
態
が
み

と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
維
織
の
社
会
的
基
盤
が
名
望
家
層
と
い
う

隈
定
さ
れ
た
鮭
会
層
に
立
脚
し
て
い
た
点
、
ま
た
組
織
の
内
部
構
造
が
き
わ

て
粗
放
で
あ
り
、
そ
の
突
際
活
動
も
低
調
で
あ
っ
た
点
な
ど
に
お
い
て
、
き

た
る
・
ぺ
ぎ
大
衆
藩
主
主
義
段
階
に
お
け
る
政
党
の
あ
り
方
と
は
著
し
い
根
違

が
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
一
切
の
こ
と
の
背
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟

に
は
、
広
汎
な
闘
三
目
階
層
を
包
撰
し
え
ぬ
三
家
制
度
上
の
排
他
性
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
大
衆
そ
れ
漁
体
の
政
治
化
の
未
成
熟
と
い
う
墓
本
的
事
実
が
横
た
わ
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

①
蜜
篭
㊦
三
①
ざ
8
畠
9
紳
二
ω
●
一
口
●
｝
欝
ヨ
馴
8

②
　
H
ぴ
δ
こ
ω
．
ゆ
●

③
ぎ
達
二
ω
骨
お
∴
α
．

①
閃
．
ま
≦
Φ
簿
冨
ご
U
興
罵
窪
ゆ
凶
の
。
冨
く
臼
貯
ω
ω
毒
α
q
。
。
ω
窪
皿
け
H
。
。
8
∴

　
◎
0
①
①
（
竃
鴬
誹
O
げ
Φ
昌
に
噸
ピ
①
一
℃
N
一
階
q
　
回
り
一
斜
）
”
ω
・
卜
0
⊆
鷲
¢
．
（
一
八
穴
甲
九
年
に
二
鴛
…
、

　
○
○
○
か
ら
一
七
、
○
○
○
に
減
少
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
）
な
お
、
こ
の
他

　
の
自
由
主
義
的
外
郭
邸
体
の
分
析
に
つ
い
て
は
次
の
書
物
を
参
照
、
国
．
窯
．
》
亭

　
審
誘
。
ジ
↓
7
①
ω
0
9
巴
自
。
豊
山
勺
。
一
一
甑
。
鐵
O
o
昌
蝕
霧
冒
℃
玉
器
冨
一
Q
。
鱗
。
。
一

　
鵠
忠
（
瓢
。
ぴ
冠
p
ρ
ω
労
帥
雌
器
ソ
O
O
・
。
。
O
摯
ω
Q
。
⑫
．
こ
こ
で
は
自
由
主
義
的
リ
ー
ダ

　
一
と
一
般
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
…
と
の
結
び
つ
き
の
稀
薄
性
、
投
票
率
の
低
さ
な
ど
　

　
般
ブ
ル
ジ
・
ア
ジ
ー
の
政
鴻
化
の
未
成
熟
性
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑤
≧
隠
①
a
①
ざ
8
・
o
ド
．
ω
』
①
山
。
。
’

⑥
銅
Q
o
鉱
。
日
。
望
惣
③
驚
聖
駕
祠
回
聾
勺
舞
酔
臥
質
£
麺
ヨ
鶯
。
輯
（
炉
①
ぢ
臥
職

　
F
切
O
ユ
ぎ
一
①
箋
y
ω
●
漁
躇
●

⑦
≧
薯
①
a
の
ざ
8
・
鼠
け
こ
ω
●
H
。
。
山
O
・

⑧
》
巳
韓
。
。
o
p
o
p
o
圃
f
憲
）
陰
・
。
α
甲
。
。
①
ω
●

⑨
蜜
薯
Φ
a
o
ざ
8
曾
9
f
ω
’
・
。
・
。
判
こ
・
。
？
ω
O
・

⑩
囲
σ
蒼
”
ω
誌
㌣
課
6

⑪
　
H
窯
伽
こ
ω
・
累
1
お
り

⑫
　
ぎ
誌
こ
ω
’
趨
l
Q
。
野

⑬
園
家
制
度
上
の
排
他
姓
を
承
す
｝
つ
と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
独
特
の
雪
眼
選

　
挙
法
と
も
い
う
べ
き
三
級
選
挙
法
が
あ
る
。
こ
の
三
級
選
挙
法
に
対
す
る
自
由
主

　
義
政
党
の
り
…
ダ
…
た
ち
の
見
解
は
、
名
望
家
政
治
の
特
徴
を
浮
び
上
ら
せ
て
い

　
る
。
彼
ら
は
下
幽
民
衆
は
、
急
進
主
義
に
流
れ
る
か
、
反
動
側
に
有
利
な
利
用
対

　
象
に
な
る
か
、
い
ず
れ
か
と
考
え
、
従
っ
て
彼
ら
に
選
挙
権
を
拡
大
す
る
こ
と
を

　
た
め
ら
っ
た
。
こ
の
た
め
ら
い
は
彼
ら
が
名
理
家
政
党
に
固
執
し
て
い
る
限
り
脱

　
却
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
事
巽
、
九
十
年
以
後
に
な
っ
て
や
っ
と
脱
却
へ
の
動

　
き
が
始
る
の
で
あ
る
。
o
や
ど
く
●
O
餌
ぴ
毎
①
γ
U
δ
タ
げ
三
鴨
o
o
簿
の
睦
p
。
m
o
ぎ
仙
①
縁

　
O
の
ω
O
》
陣
O
プ
け
O
　
像
Φ
聴
α
①
岱
冨
。
び
①
昌
一
ま
Φ
彗
p
σ
竃
嵩
　
勺
餌
暴
①
δ
謬
　
H
o
◎
心
◎
。
∴
O
回
◎
◎

　
（
U
口
ω
器
ぼ
。
篤
諾
α
c
。
）
。

二
　
大
衆
民
主
主
義
的
状
況
の
醸
成
と
政
党
組
織

　
先
に
ラ
イ
プ
ホ
ル
ツ
の
講
演
を
紹
介
し
た
際
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
名

墾
家
政
治
か
ら
大
衆
民
主
主
義
へ
の
構
造
的
転
換
を
促
し
た
も
っ
と
も
重
要

な
契
機
は
、
普
通
選
挙
権
の
導
入
で
あ
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
契
機
の
み
を
狐
立
さ
せ
て
と
り
上
ぐ
べ
き
で
は
な
く
、
工
業
化
過
程
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
へ

准
展
と
そ
れ
に
と
も
な
う
社
会
の
政
治
化
と
い
う
よ
り
一
、
般
的
な
背
景
を
も
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重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
そ
れ
を
た
ち
入
っ
て
説
明
す
る
余
裕
は
な

い
が
、
基
本
的
な
蕩
実
と
し
て
は
、
工
業
化
の
進
行
に
よ
る
経
済
関
係
の
錯

綜
化
と
多
様
な
社
会
問
題
の
発
生
が
富
家
の
役
綱
を
著
し
く
増
大
さ
せ
、
人

々
の
政
治
に
対
す
る
期
待
を
高
め
た
こ
と
、
彪
大
な
鏡
的
蓄
積
を
み
た
薄
紫

者
階
級
（
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
…
を
含
む
）
が
、
従
来
の
名
望
家
政
治
体
制
に
包

摂
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
社
会
層
、
す
な
わ
ち
中
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
、
農
民

な
ど
と
相
姦
っ
て
み
ず
か
ら
の
政
治
的
解
放
と
政
治
へ
の
共
電
決
定
権
を
迫

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
こ
れ

ら
の
新
し
い
諸
々
の
要
因
が
協
働
し
な
が
ら
政
治
構
造
の
転
換
を
不
可
避
な

も
の
と
し
、
名
望
家
政
治
体
制
の
崩
壊
と
大
衆
民
主
主
義
的
状
況
の
醸
成
を

促
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
と
く
に
政
党
構
造

．
の
転
換
の
う
ち
に
き
わ
立
っ
た
表
現
を
見
蔵
し
た
。
つ
ま
り
、
名
望
家
薩
代

表
政
党
と
呼
ば
れ
る
も
の
か
ら
、
大
衆
琵
統
合
政
党
と
呼
ば
れ
る
も
の
へ
の

転
換
が
、
趨
勢
と
し
て
前
景
に
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
限
っ

て
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
大
衆
民
主
主
義
的
状
況
の
醸
成
と
政
党
構
造
の
転

換
が
進
行
し
た
時
期
は
、
ほ
ぼ
一
九
世
紀
の
最
後
の
十
年
乃
至
二
十
年
か
ら

ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
政
の
成
立
に
至
る
ま
で
の
期
間
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の

場
合
、
大
衆
1
1
統
合
政
党
へ
の
転
換
の
度
合
は
、
党
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
一

様
で
は
な
く
、
社
会
民
主
党
が
そ
れ
を
も
っ
と
も
著
し
い
形
で
示
し
た
の
に

射
し
、
他
の
諸
政
党
は
社
会
艮
主
党
の
発
展
が
描
き
繊
す
波
紋
の
ひ
ろ
が
り

の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
独
虜
な
仕
方
で
対
応
の
姿
勢
を
示
し
た
と
い
え
よ
う
。
と

も
あ
れ
以
下
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ひ
き
続
き
主
と
し
て
ニ
ヅ
パ
ダ
イ
の

研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
各
党
の
組
織
の
発
展
を
追
跡

し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　

　
　
…
社
会
民
主
党
（
脅
。
ω
o
鉱
鉱
魯
霧
。
騨
轟
房
。
冨
辱
舘
齢
鉱
）

　
　
r
（

　
労
働
者
政
党
に
と
っ
て
組
織
の
問
題
は
、
す
で
に
名
望
家
政
治
の
段
階
に

お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
の
場
合
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
重
要
な
意

義
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
治
家
は
す
で
に
祉
会
的
な

権
力
地
位
を
有
し
、
鰯
人
的
権
威
も
も
っ
て
い
た
が
、
労
働
者
政
党
は
議
会

か
ら
ほ
と
ん
ど
排
除
さ
れ
て
お
り
、
何
よ
り
も
ま
ず
み
ず
か
ら
に
欠
如
し
て

い
る
権
力
上
の
拠
点
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
組
織
は
ま
さ
に
そ
の
た

め
の
唯
一
の
そ
し
て
も
っ
と
も
確
実
な
手
段
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ

が
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
労
働
者
政
党
が
単
な
る
議
会
に
お
け
る
政
党
の

後
備
軍
に
止
ま
る
こ
と
に
甘
ん
ぜ
ず
、
む
し
ろ
議
会
の
外
で
労
働
者
の
階
級

的
利
益
の
擁
護
と
麻
裳
的
変
革
を
閉
指
す
大
衆
運
動
の
中
核
た
ら
ん
と
し
た

こ
と
も
ま
た
、
組
織
の
価
値
を
著
し
く
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

大
衆
へ
の
積
極
的
働
き
か
け
と
彼
ら
の
間
に
お
け
る
階
級
意
識
の
郭
外
は
、

整
備
さ
れ
た
組
織
を
通
じ
て
は
じ
め
て
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の

諸
種
の
意
味
に
お
い
て
、
組
織
は
労
働
憲
政
党
に
と
り
死
活
の
問
題
で
あ
っ

①
た
。
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労
働
麿
政
党
の
組
織
的
定
盤
《
社
会
主
義
考
鎮
圧
法
発
布
以
前
》
　
　
初
期

に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
労
働
潜
政
党
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
一
八
六
三
年
に
ラ

ヅ
サ
ー
ル
（
屑
・
　
ぴ
欝
ω
匂
薩
ρ
｝
｝
O
）
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
「
全
ド
ィ
ッ
労
働
春
協

会
」
（
自
自
と
｝
σ
q
Φ
難
①
ぎ
o
U
隻
語
。
・
o
｝
お
〉
誉
。
搾
自
く
。
お
ζ
回
）
の
そ
れ
と
、
六

九
年
に
ベ
ー
ベ
ル
ー
ー
リ
…
プ
ク
ネ
ヒ
ト
・
グ
ル
ー
プ
を
中
核
と
し
て
結
成
さ

れ
た
「
社
会
民
主
労
働
者
党
」
（
臼
。
ω
o
N
一
巴
α
。
諺
。
ξ
舞
冨
。
冨
レ
誉
。
答
巽
、

篇
界
魚
）
の
そ
れ
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
両
派
が
激
し
い
分

派
的
攻
争
を
繰
返
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
端
の
理
由

と
し
て
組
織
方
式
に
関
す
る
両
派
の
考
え
方
の
ひ
ら
き
が
重
大
な
意
味
を
も

っ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
点
で
あ
勉
ま
ず
薯
・
い
わ
ゆ
る
ラ
・

サ
ー
ル
派
の
組
織
の
特
徴
は
、
会
長
を
頂
点
と
す
る
中
央
集
権
的
な
ワ
ン
・

マ
ン
体
制
の
う
ち
に
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
協
会
の
底
辺
は
も
ち

ろ
ん
す
べ
て
の
労
働
者
に
対
し
て
闇
放
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
協
会
員
は
所

定
の
協
会
費
支
払
い
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
四
重
間
以
上
の
滞
納
が
除
名
理
由

に
な
る
と
い
う
厳
し
い
規
制
の
．
T
に
お
か
れ
て
い
た
。
各
地
方
の
こ
れ
ら
一

般
協
会
員
の
上
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
代
導
者
」
（
じ
σ
①
～
．
o
一
一
ヨ
α
。
馨
お
9
ε
が
お

か
れ
、
会
費
の
徴
収
や
中
央
と
の
連
絡
に
当
っ
た
。
協
会
の
形
式
上
の
最
高

機
関
は
年
次
総
会
と
さ
れ
、
却
々
に
代
表
す
る
協
会
員
数
に
比
例
し
て
投
票

権
を
有
す
る
代
議
員
が
そ
れ
に
出
席
し
て
、
会
長
、
書
記
、
会
計
係
を
含
む

二
十
四
人
の
幹
部
会
を
選
出
し
た
。
こ
の
限
り
で
は
組
織
は
一
見
民
主
的
形

態
を
と
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
一
旦
選
出
さ
れ
た
会
長
は
、
資
金
の
分
配
権
、

「
代
表
者
」
の
任
命
権
等
を
掌
握
し
、
自
己
の
判
断
に
お
い
て
政
治
的
声
明
を

行
い
、
さ
ら
に
緊
急
の
場
含
に
は
総
会
乃
至
幹
部
会
の
事
後
承
認
を
条
件
に

あ
ら
ゆ
る
下
関
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
幹
部
会
自
体
の
指
・

導
性
を
減
殺
す
る
制
度
上
の
規
定
な
ど
と
根
ま
っ
て
、
会
長
の
独
裁
的
地
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
保
証
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
事
実
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
は
会
長
と
し
て
の
こ
れ

ら
の
権
限
を
大
い
に
活
用
し
て
、
協
会
内
の
反
紺
派
を
き
び
し
く
抑
旺
し
た
。

彼
の
死
後
、
会
長
の
権
限
に
颪
接
か
か
わ
る
党
規
約
の
改
正
が
何
度
か
お
こ

な
わ
れ
た
（
一
八
六
七
、
六
九
年
な
ど
に
）
が
、
　
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
（
㍗
し
d
・

＜
○
轟
Q
Q
o
ぴ
≦
①
詳
N
震
）
と
い
う
有
能
な
指
導
者
の
巧
妙
な
措
醗
も
あ
っ
て
、

会
長
の
独
裁
的
指
導
体
制
は
と
も
か
く
本
質
的
な
変
更
を
加
え
ら
れ
る
こ
と

な
く
守
ら
れ
て
い
・
た
の
で
あ
編
そ
し
毛
母
に
諸
般
の
理
由
か
ら
シ

ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
…
が
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
の
ち
は
じ
め
て
、
協
会
内
に

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

お
い
て
幹
都
会
が
よ
り
大
き
な
比
重
を
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
こ
の

ラ
ッ
サ
ー
ル
派
の
実
際
の
組
織
活
動
に
つ
い
て
は
そ
の
会
員
数
は
、
ラ
ッ
サ

ー
ル
の
死
の
当
時
で
五
千
人
を
こ
え
ず
、
六
十
年
代
の
終
り
頃
で
も
一
万
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
遠
く
お
よ
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
協
…
会
活
動
の
中
心
的
な
地
域
で
は
、
宣

債
活
動
や
選
挙
時
の
運
動
な
ど
が
か
な
り
活
発
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
指
摘
し

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
い
ま
一
つ
の
「
社
会
民
主
労
働
者
党
」
の
組
織
は
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
派
の
ぞ
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れ
に
く
ら
べ
中
央
集
権
化
の
度
舎
が
弱
く
、
む
し
ろ
各
地
方
の
紐
織
に
縮
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

程
度
の
独
立
性
を
許
す
と
こ
ろ
の
連
邦
主
義
的
構
造
を
そ
の
特
色
と
し
て
い

た
。
こ
の
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
派
の
指
導
部
は
舎
議
制
の
た
て
ま
え
を
と
り
、
具
体

的
に
は
、
幹
翻
の
役
割
を
つ
と
め
る
五
人
の
委
員
会
と
、
そ
し
て
十
一
人
置

ら
成
る
統
制
委
員
会
と
が
お
か
れ
た
。
党
規
絢
に
あ
る
よ
う
に
、
後
者
は
前

者
の
「
独
走
を
で
き
る
だ
け
避
け
る
た
め
に
」
も
う
け
ら
れ
た
も
の
に
他
な

ら
な
い
。
そ
の
他
、
党
大
会
に
お
け
る
票
決
が
代
議
員
の
代
宣
す
る
党
員
数

に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
地
域
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
、
地
方
の
党

機
関
紙
に
対
し
て
そ
の
独
自
性
が
稜
極
的
に
育
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
党

員
の
収
め
る
党
費
の
大
灘
分
が
地
方
で
消
費
さ
れ
、
党
本
部
へ
の
送
金
に
つ

い
て
明
確
な
規
律
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
と
も
に
ア
イ
ゼ
ナ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

派
に
お
け
る
連
邦
主
義
的
配
慮
の
優
越
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
、
と
は

い
え
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
派
の
場
合
に
も
、
右
の
連
邦
主
義
的
配
慮
が
完
全
に
貫
か

れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
先
の
二
つ
の
委
員
会
が
党
大
会
で
蔽
接
に
選
ば

れ
る
の
で
な
く
、
毎
年
の
党
大
会
が
指
定
す
る
特
定
地
域
の
党
費
に
よ
っ
て

彼
ら
の
中
か
ら
選
拙
さ
れ
た
こ
と
も
、
実
は
、
中
央
集
権
化
を
抑
え
る
あ
ま

り
、
執
行
機
関
と
し
て
の
指
導
部
の
本
来
の
機
能
ま
で
も
麻
揮
さ
せ
て
し
ま

う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
指
導
部
の
一
定
度
の
権
力
強
化
を
は
か
っ
て
と
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
た
苦
肉
の
策
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
際
の
党
活
動
に
お
い
て
も
、
党
意
志

の
一
体
性
を
保
つ
た
め
に
不
断
に
努
力
が
か
さ
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
見
過

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
以
上
に
の
べ
た
二
つ
の
労
働
老
の
組
織
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
　
一
八
七
五

年
に
「
ゴ
ー
タ
富
岡
」
を
と
げ
る
が
、
そ
の
交
渉
の
過
程
で
は
、
　
ア
イ
ゼ

ナ
ハ
派
の
丁
丁
の
特
色
で
あ
る
地
方
組
織
の
自
立
性
に
対
し
て
あ
る
程
度
の

顧
慮
を
払
い
な
が
ら
も
、
全
体
的
に
ほ
う
ッ
サ
ー
ル
派
の
中
央
集
権
制
と
い

う
組
織
の
原
則
が
貫
か
れ
た
。
新
し
塗
、
社
会
主
義
労
働
者
党
」
（
自
治
ω
o
臥
、

a
酵
甑
鷲
ぎ
艶
冠
σ
¢
諄
。
壱
9
叫
富
一
）
の
中
央
機
関
と
し
て
は
、
議
長
・
書
記
・

会
計
係
に
選
任
さ
れ
る
五
人
の
幹
部
会
お
よ
び
七
人
の
統
制
委
員
会
、
さ
ら

に
こ
の
両
者
を
仲
介
す
る
も
の
と
し
て
の
十
八
人
の
委
員
会
が
お
か
れ
た
。

こ
の
う
ち
委
員
会
は
党
大
会
の
時
に
選
出
さ
れ
、
幹
部
会
と
統
制
委
員
会
は
、

か
っ
て
の
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
派
の
方
式
に
鋼
っ
て
、
党
大
会
に
よ
る
指
定
地
域
の

党
員
の
選
挙
に
｝
任
さ
れ
た
。
な
お
党
大
会
で
は
、
代
議
員
は
ラ
ッ
サ
…
ル

派
の
伝
統
を
ひ
き
つ
い
で
自
己
の
代
表
す
る
党
員
数
に
応
じ
て
票
決
権
を
有

し
た
。
要
す
る
に
、
新
党
の
組
織
は
、
擢
力
の
分
散
や
統
講
に
も
十
分
留
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
た
「
民
主
的
中
央
集
権
主
義
」
の
体
制
を
と
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
中
中
状
況
の
悪
化
の
た
め
に
、
右
に
の
べ
た
よ

う
な
党
の
中
央
機
関
の
複
雑
な
制
度
は
そ
の
任
に
た
え
え
な
く
な
っ
て
行
っ

た
。
早
く
も
七
六
年
に
は
、
幹
翻
会
の
選
出
は
停
止
さ
れ
、
代
っ
て
中
決
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

挙
委
員
会
が
設
澱
さ
れ
て
、
こ
れ
に
独
裁
的
な
全
権
が
委
ね
ら
れ
る
。
そ
れ

と
共
に
、
当
時
の
党
の
精
華
を
集
め
た
帝
国
議
会
議
員
団
が
こ
の
頃
か
ら
次
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第
に
権
滅
を
増
し
、
党
．
の
路
綜
が
し
ば
し
ば
彼
ら
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
さ
て
当
量
の
党
組
織
の
規
模
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
党
員
数
は

「．

R
…
タ
合
同
」
時
で
約
三
八
、
○
○
○
名
に
の
ぼ
り
、
ま
た
七
七
年
の
帝

濁
議
会
選
挙
に
は
全
国
三
九
七
選
挙
区
の
う
ち
一
七
五
選
挙
区
で
候
補
者
を

だ
て
る
こ
と
が
で
き
、
組
織
の
伸
び
が
野
立
っ
て
き
て
い
た
。
党
に
従
属
す

る
定
期
刊
行
物
は
、
七
七
年
当
謄
で
、
政
治
関
係
が
四
二
、
組
合
関
係
が
一

四
紙
を
算
え
、
ヴ
て
れ
と
は
別
に
紅
血
〈
機
関
紙
州
『
フ
ォ
ア
ヴ
ェ
ル
ッ
』
に
は
お

よ
そ
一
二
、
○
○
○
人
以
上
の
人
々
が
予
約
講
読
料
を
支
払
っ
て
い
た
。
こ

の
ほ
か
選
挙
運
動
の
実
態
や
党
財
政
の
状
態
な
ど
党
活
動
の
活
発
さ
を
暗
示

す
る
事
実
は
多
い
が
、
す
べ
て
割
愛
し
た
い
。
た
だ
こ
こ
で
注
卜
す
べ
き
は
、

七
六
年
頃
す
で
に
党
機
関
紙
の
編
集
者
の
他
に
、
八
人
の
圃
定
給
の
運
動
員
、

十
四
人
の
部
分
給
の
運
動
員
、
さ
ら
に
一
二
三
人
の
訓
練
を
受
け
た
禺
動
可

能
の
弁
士
が
、
党
本
部
に
雇
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

⑲る
。
も
ち
ろ
ん
、
ま
だ
党
の
組
織
の
ア
パ
ラ
ー
ト
化
や
官
僚
化
に
つ
い
て
語

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
は
後
の
時
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党

の
組
織
と
の
関
連
で
記
癒
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

八
鮭
会
主
義
者
鎮
圧
法
の
時
期
〉
　
　
　
｝
八
七
八
年
に
制
定
さ
れ
た
祉
会
主

義
者
鎮
圧
法
は
、
当
然
な
が
ら
全
会
民
主
党
の
組
織
の
発
展
に
璽
要
な
影
響

を
お
よ
ぼ
し
た
。
こ
の
法
の
施
行
期
間
中
、
党
の
あ
ら
ゆ
る
組
織
は
禁
止
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

れ
、
党
指
導
部
も
形
式
的
に
は
率
先
し
て
組
織
の
解
散
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
一
切
の
盤
渉
織
が
放
郷
さ
れ
、
運
動
が
欄
々
別
々

の
秘
密
ク
ラ
ブ
へ
と
完
全
に
解
体
を
と
げ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
。
鎮
圧
法
の
、
－
b
と
で
も
議
会
の
選
挙
戦
に
参
掬
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
利
濁
し
て
選
挙
区
内
の
組
織
的
結
舎
を
保
黙
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

可
能
性
は
存
在
し
た
。
当
時
、
い
ろ
い
ろ
な
仮
称
を
も
つ
社
交
的
な
集
り
が

組
織
の
代
替
の
役
割
を
演
じ
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
そ
し
て
や
が
て

こ
れ
ら
を
相
互
に
結
び
つ
け
、
国
外
に
遽
放
さ
れ
て
い
る
党
の
同
志
と
の
連

絡
や
選
挙
運
動
な
ど
の
至
重
に
も
当
る
秘
密
の
組
織
と
し
て
、
　
「
信
任
者
」

の
綱
の
鼠
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
っ
た
。
彼
ら
の
会
合
か
ら
、
　
「
コ
ル
ポ

ラ
』
（
O
o
曝
。
罫
）
、
　
「
サ
ー
ク
ル
」
（
N
巴
内
巴
）
な
ど
の
名
で
呼
ば
れ
る
内
部

維
織
が
形
成
さ
れ
た
。
　
「
コ
ル
ポ
ラ
」
の
任
務
と
し
て
は
、
　
一
般
的
な
宣
伝

活
動
の
他
に
、
選
挙
運
動
の
推
進
が
お
も
き
を
な
し
て
い
た
。
こ
の
組
織
の

指
導
部
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
な
ど
を
例
外
と
し
て
、
多
く
の
地
域
で
は
選
挙
な

ど
の
形
式
を
踏
ま
ず
に
お
の
ず
と
形
づ
く
ら
れ
、
か
つ
下
か
ら
の
制
肘
を
受

け
る
こ
と
な
く
寡
頭
的
に
「
コ
ル
ポ
ラ
」
を
指
導
し
た
。
ま
た
資
金
・
樟
脳

資
料
の
配
布
、
選
挙
時
の
立
燥
補
者
の
決
定
な
ど
、
こ
の
指
導
部
の
手
に
握

ら
れ
て
い
た
。
総
じ
て
「
凝
ル
ポ
ラ
」
は
堅
固
な
寡
頭
的
組
織
に
つ
く
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

葬
合
法
欝
代
の
党
の
結
束
に
多
大
の
貢
献
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
全
国
各
地
に
存
在
す
る
秘
密
綴
織
を
結
集
・
統
括
す
る

試
み
は
、
故
意
に
避
け
ら
れ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
上
に
た
つ
指
導
的
機
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関
が
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
機
関
と
し
て
わ
れ

わ
れ
は
帝
国
議
会
の
社
会
民
主
党
議
員
団
の
存
在
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
事
実
鎮
圧
法
が
発
効
す
る
と
自
動
的
に
党
指
導
部
の
権
限
は
議
員
団
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

手
に
移
行
し
、
議
員
鴎
の
幹
部
は
そ
の
ま
ま
党
幹
部
の
機
能
を
は
た
し
た
。

然
る
に
、
こ
こ
に
｝
つ
の
重
大
な
問
題
が
潜
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
、
帝
・
國
議

会
の
議
員
団
は
一
般
選
挙
民
の
そ
れ
ほ
ど
急
進
的
で
な
い
感
情
を
顧
慮
し
て
、

い
き
お
い
微
温
的
な
現
実
主
義
の
立
場
に
終
始
し
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
、
秘

密
組
織
の
急
進
的
な
意
向
は
必
ず
し
も
十
二
分
に
は
議
員
団
に
よ
っ
て
代
弁

さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
党
内
の
軋
蝶
は
こ
う
し
て
た
び
た
び
生
起
し

た
。
七
九
年
以
来
凹
ゾ
チ
ア
ル
デ
モ
ク
ラ
ー
ト
』
な
る
薪
聞
が
國
外
で
発
刊

さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
こ
と
、
あ
る
い
は
多
く
の
悪
条
件
を
毒
し
な
が
ら
国
外

で
秘
密
裡
に
党
大
会
が
も
た
れ
た
こ
と
は
、
右
に
記
し
た
よ
う
な
問
題
に
直

醐
し
て
、
党
員
大
衆
の
声
を
反
映
し
、
あ
わ
せ
て
党
の
結
束
を
妊
め
る
機
関

の
必
要
性
が
広
く
自
覚
さ
れ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
　
『
ゾ
チ
ア
ル
デ
モ
ク

ラ
ー
ト
』
の
編
集
部
が
、
議
員
団
多
数
派
の
思
懸
に
対
抗
し
て
、
党
内
急
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

派
の
意
見
を
強
く
弁
護
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
党
員

一
般
に
党
の
激
高
決
議
機
関
と
み
な
さ
れ
て
い
た
党
大
会
で
は
、
党
の
綱
領

や
戦
術
に
関
す
る
声
明
が
決
め
ら
れ
た
り
、
指
導
都
飢
議
員
団
に
対
し
て
儒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

任
や
批
判
が
朔
ら
か
に
さ
れ
た
り
し
た
。
な
お
こ
こ
で
ご
習
注
意
し
て
お
く

な
ら
ば
、
議
員
幽
の
指
導
的
権
威
は
か
よ
う
な
下
か
ら
の
規
謂
の
も
と
で
も

失
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
遷
挙
戦
対
策
な
ど
で
党
大
会
の
決
定
に
反
し
た
独

自
の
行
動
を
党
員
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
鎮
圧
法
の
時
期
に
も
党
の
組
織
は
よ
く
保
た
れ
え

た
と
み
な
せ
よ
う
。
党
員
の
意
向
を
反
映
す
る
充
分
な
上
向
的
制
度
を
欠
い

た
た
め
に
、
時
に
党
内
緊
張
は
不
可
避
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
が

党
の
統
一
性
を
脅
か
す
に
至
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
敵
の
弾
圧
は
党

員
の
規
律
へ
の
志
向
を
高
め
、
指
導
の
寡
頭
化
を
あ
る
程
度
許
容
し
た
。
だ

が
そ
の
一
方
で
は
、
指
導
都
琵
議
員
団
へ
の
反
対
派
の
拾
頭
を
契
機
に
、
下

か
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
す
る
と
い
う
傾
向
も
こ
の
時
期
に
は
存
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
非
合
法
期
を
通
過
す
る
な
か
で
、
ド
イ
ツ
の
労
働

者
政
党
は
「
真
に
全
箇
的
な
政
党
」
と
し
て
の
基
礎
を
築
き
あ
げ
た
の
で
あ

　
⑯

つ
た
。

大
衆
政
党
と
し
て
の
完
成
　
　
次
に
一
八
九
〇
年
以
降
の
社
会
民
主
党
の
組

織
を
地
方
の
基
底
組
織
、
県
（
b
ご
o
N
三
内
）
お
よ
び
邦
（
ピ
㊤
昌
山
）
レ
ベ
ル
の

組
織
、
そ
し
て
中
央
の
党
諸
機
関
の
三
つ
に
分
け
て
、
順
次
考
察
し
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
。

《
地
方
組
織
》
　
　
九
〇
年
に
祉
会
民
主
党
は
再
び
そ
の
合
法
的
基
盤
を
と

り
も
ど
し
た
が
、
個
々
の
邦
の
内
都
に
は
依
然
と
し
て
結
社
法
が
存
在
し
て

党
の
自
由
な
組
織
化
を
妨
げ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
九
〇
年
代
の
政
治
情
勢

も
党
に
と
っ
て
必
ず
し
も
全
紫
斑
に
好
転
し
た
と
は
い
い
が
た
く
、
再
度
の
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回
忌
合
法
化
が
何
時
お
と
ず
れ
る
か
は
ま
っ
た
く
予
断
を
許
さ
ぬ
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
影
響
し
て
、
一
入
九
〇
年
の
党
規
約
で
は
地

方
組
織
に
関
し
て
規
定
が
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
実
際
に
は
、
鎮

圧
法
時
代
の
「
コ
ル
ポ
ラ
」
を
存
続
さ
せ
る
い
わ
ば
二
重
組
織
方
式
を
と
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
の
党
員
は
み
ず
か
ら
の
お
か
れ
た
不
安
定
な
政
治
環

境
に
対
処
し
て
い
っ
た
。
二
重
組
織
方
式
と
は
、
表
向
き
は
「
選
挙
協
会
」

（／

ヱ
]
響
く
。
器
ぎ
）
ま
た
は
凱
兄
協
会
㎏
（
℃
ρ
暮
魚
く
黛
。
ぎ
）
　
と
呼
ぶ
も
の
を

公
式
な
組
織
と
し
て
た
て
、
な
お
そ
の
う
え
に
党
員
集
会
の
選
出
に
な
る

「
瓜
蝿
者
」
の
組
織
も
残
す
と
い
う
方
式
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
信
任
者
」

組
織
1
1
「
コ
ル
ポ
ラ
」
が
、
一
応
緊
急
時
に
前
当
に
か
わ
り
う
る
非
公
式
な

組
織
と
さ
れ
な
が
ら
、
実
は
前
者
に
ま
さ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
う

し
た
組
織
方
式
の
本
来
の
主
旨
か
ら
し
て
当
然
で
あ
っ
た
。
も
ろ
も
ろ
の
党

活
動
の
準
備
、
選
挙
に
際
し
て
の
立
候
補
春
の
選
定
な
ど
を
は
じ
め
、
　
「
選

挙
協
会
」
の
指
導
者
の
任
命
す
ら
も
、
　
「
信
任
春
」
組
織
駐
「
コ
ル
ポ
ラ
」

の
握
当
の
職
務
と
さ
れ
た
の
さ
ら
に
、
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
中
央
と
地
方
と

の
籍
も
も
・
ば
ら
あ
組
織
俵
存
し
て
い
茜
κ
の
で
あ
緬

　
さ
て
、
社
会
民
主
党
の
組
織
化
活
動
を
著
し
く
制
約
し
て
い
た
結
社
規
制

は
、
一
九
〇
〇
年
を
劃
期
に
漸
次
と
か
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も

に
右
に
の
べ
た
地
方
の
二
重
組
織
方
式
も
そ
の
必
要
性
を
失
っ
て
、
次
第
に

両
組
織
の
統
合
が
進
め
ら
れ
た
。
か
く
し
て
〇
九
年
の
帝
国
結
祉
法
発
布
後

は
「
信
任
者
」
組
織
は
完
全
に
消
滅
す
る
こ
と
に
な
（
、
た
、
今
や
「
選
挙
区
協

会
」
（
／
＜
餌
げ
蒔
お
臨
く
巽
鼠
ε
を
規
約
上
の
基
礎
単
位
と
し
て
地
方
組
織
の
拡

充
が
精
力
的
に
推
し
進
め
ら
れ
た
。
通
常
、
党
貴
は
「
選
挙
区
協
会
」
の
さ

ら
に
下
部
組
織
で
あ
る
「
支
部
協
会
」
（
○
穽
。
。
6
9
切
羨
a
く
⑦
お
一
獅
）
に
絶
入

し
、
こ
こ
で
〇
七
年
以
来
統
一
さ
れ
た
党
員
手
帳
を
交
付
さ
れ
た
。
彼
は
遡

ま
た
は
月
ぎ
め
の
党
費
を
収
め
、
三
ヶ
月
以
上
滞
納
し
た
際
に
は
警
告
の
上

除
名
処
分
を
受
け
た
。
所
に
よ
り
党
機
関
紙
の
購
読
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
定

例
の
党
員
集
会
に
も
繊
庸
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
。
多
く
の
場
合
、
　
「
支

部
協
会
」
の
幹
理
会
の
構
成
は
、
議
長
・
醐
議
長
・
書
記
・
会
計
係
・
司
書

の
五
人
で
、
支
部
の
党
員
集
会
が
年
度
ご
と
に
こ
れ
を
選
ん
だ
。
と
こ
ろ
で

「
選
挙
区
協
会
」
は
、
以
上
の
よ
う
な
末
端
総
量
を
糾
合
す
る
綴
織
で
あ
っ

た
。
地
方
組
織
の
政
治
的
重
心
も
ま
さ
に
こ
の
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

選
挙
に
際
し
て
の
立
候
補
者
の
選
定
、
党
大
会
に
派
遣
す
る
代
議
員
選
挙
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噺

党
活
動
の
た
め
の
資
金
の
分
配
と
い
っ
た
仕
事
は
、
す
べ
て
「
選
挙
区
協
会
扁

の
場
を
規
準
に
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
で
一
般
党
員
が
関
与

す
る
制
度
と
し
て
は
、
年
に
数
圓
開
か
れ
、
大
概
は
「
選
挙
区
協
会
」
の
幹

部
の
網
羅
に
あ
た
る
と
こ
ろ
の
党
員
総
会
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
一
般
党
員
の

総
会
と
並
ん
で
、
あ
る
い
は
そ
の
代
り
を
つ
と
め
る
も
の
に
、
　
「
区
会
議
」

（剛

i
肖
①
一
ω
財
O
嵩
｛
¢
同
①
昌
N
）
と
呼
ば
れ
る
制
度
が
あ
っ
て
、
選
挙
区
に
お
け
る
党

組
織
の
実
質
的
な
最
古
同
機
関
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
は
「
選
挙
区
協
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ム
鉦
の
幹
部
、
監
査
役
、
　
「
支
部
協
会
」
の
議
長
、
選
挙
区
内
の
各
地
域
の

代
議
員
が
拙
席
し
、
　
「
選
挙
区
協
会
」
の
議
長
の
報
告
に
承
認
を
あ
た
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

り
、
党
大
会
乃
至
党
の
中
級
機
関
へ
の
代
議
員
を
決
定
し
た
り
し
た
。

　
さ
て
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
注
序
す
べ
き
点
は
、
一
般
党
員
の
数
が
増
鋭
し
、

組
織
の
規
模
と
仕
事
が
拡
が
る
に
つ
れ
て
、
　
「
選
挙
区
協
会
」
の
内
部
に
お

い
て
た
ち
現
わ
れ
て
き
た
宮
詣
化
の
傾
向
で
あ
る
。
組
織
の
膨
脹
が
必
然
的

に
生
み
だ
す
と
こ
ろ
の
組
織
業
務
の
集
稜
、
す
な
わ
ち
党
内
諸
機
関
と
の
文

書
に
よ
る
連
絡
、
党
資
金
の
確
保
、
寛
伝
資
料
の
配
附
、
選
挙
機
構
の
整
備

等
々
の
雑
多
な
仕
事
が
、
　
「
選
挙
区
協
会
」
の
溢
泌
貫
達
を
忙
殺
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
か
く
し
て
彼
ら
の
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
「
選
挙
区
協
会
」

に
常
雇
の
党
諜
記
が
勤
務
す
る
よ
う
に
な
り
、
〇
六
年
頃
か
ら
は
党
幹
部
会

が
積
穫
的
に
書
詑
の
妊
命
に
の
り
だ
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
選
挙
区

協
会
」
の
党
書
記
は
、
一
三
年
頃
で
全
圏
に
百
人
を
数
え
た
と
い
う
。
と
も

あ
れ
一
度
こ
う
し
て
幹
部
の
主
要
な
関
心
が
維
織
経
営
の
纈
に
向
け
ら
れ
、

常
語
の
諜
記
さ
え
そ
の
た
め
に
お
か
れ
だ
す
と
、
そ
こ
か
ら
組
織
歪
上
主
義

へ
の
道
の
り
は
僅
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
幹
部
達
の
國
指
す
こ
と
は
、
党

員
大
衆
の
政
治
的
訓
練
に
力
を
入
れ
る
こ
と
よ
り
も
、
組
織
そ
の
も
の
の
と

く
に
選
挙
機
構
と
し
て
の
拡
充
・
精
轡
化
に
お
い
て
成
果
を
上
げ
る
こ
と
に

限
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
く
わ
え
て
組
織
活
動
の
複
雑
化
が
幹
部
職
の
専

門
化
を
よ
び
、
こ
の
た
め
に
本
来
の
政
治
的
能
力
よ
り
も
官
僚
的
事
務
能
力

に
た
け
た
人
物
が
幹
部
に
続
け
て
選
出
さ
れ
る
傾
禰
、
さ
ら
に
は
し
ば
し
ば

党
書
記
に
斡
部
の
地
位
を
託
す
る
現
象
さ
え
生
じ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
平
行

し
て
一
方
で
は
、
首
脳
部
選
言
を
通
じ
て
の
一
般
党
員
の
影
響
力
は
徐
々
に

後
退
し
て
行
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
指
導
部
ア
パ
ラ
…
ト
の
支

配
の
成
立
、
党
内
民
主
主
義
の
後
退
と
い
う
傾
向
が
明
瞭
に
姿
を
あ
ら
わ
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
誌
面
の
み
強
調
し
て
こ
の
時
期
に
も

な
お
存
在
し
て
い
た
党
員
大
衆
の
下
か
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
可
能
性
を
蒼

く
否
定
し
さ
る
の
は
、
行
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
幹
部
と
い
え
ど
も
、
そ
の
施
策

が
一
般
党
員
の
共
鳴
を
見
耕
す
よ
う
配
慮
を
怠
ら
な
か
っ
た
し
、
急
進
派
の

ぬ
き
が
た
い
存
在
が
そ
の
こ
と
を
一
暦
必
要
に
し
て
い
た
事
情
も
見
逃
し
て

は
な
ら
な
膨

《
県
お
よ
び
邦
レ
ベ
ル
の
組
織
》
　
　
こ
こ
に
い
う
組
織
、
つ
ま
り
「
県
連

盟
」
お
よ
び
「
邦
連
盟
」
　
（
｝
W
O
N
一
目
一
く
ω
1
自
．
【
㌧
P
一
μ
島
㊦
；
自
ノ
・
O
目
σ
鱗
欝
畠
①
）
は
、
主
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
へ

し
て
選
挙
臼
当
て
の
宣
伝
活
動
を
よ
り
効
果
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
成
立

を
み
た
緯
織
で
あ
り
、
わ
け
て
も
南
独
諸
邦
で
は
「
連
盟
」
結
成
へ
の
動
き

が
党
中
央
と
の
対
決
と
い
う
意
味
も
あ
っ
て
早
く
か
ら
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

実
際
に
は
、
一
九
〇
〇
年
以
降
さ
し
あ
た
っ
て
は
プ
ロ
イ
セ
ン
以
外
の
諸
邦

に
設
置
さ
れ
、
〇
五
年
の
党
規
約
で
正
式
に
制
度
化
さ
れ
て
全
團
的
な
も
の

と
な
っ
た
。
　
「
連
盟
」
を
構
成
す
る
機
関
に
は
、
一
般
穂
落
の
代
表
機
関
と

し
て
の
党
大
会
、
常
任
執
行
機
関
の
幹
部
会
、
ま
た
各
選
挙
区
の
指
導
者
か
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砂
な
る
こ
と
の
多
い
委
員
会
な
ど
が
含
ま
れ
た
。
党
大
会
へ
の
出
席
者
の
資

格
は
地
域
に
よ
っ
て
一
定
せ
ず
、
上
ラ
イ
ン
州
の
例
で
は
、
帝
国
議
会
議
員

お
よ
び
そ
の
立
僕
補
者
、
党
機
関
紙
の
代
表
、
「
選
挙
区
協
会
」
の
議
長
と
書

記
、
各
．
「
選
挙
区
協
会
」
の
そ
れ
ぞ
れ
五
人
の
代
表
者
と
な
っ
て
い
る
。
「
連

盟
」
の
幹
都
会
は
、
傘
下
の
「
選
挙
区
協
会
」
か
ら
規
則
的
な
報
告
や
党
費

の
納
入
を
受
け
る
と
と
も
に
、
後
麿
の
た
め
に
宣
伝
活
動
の
企
醐
、
資
料
の

用
意
、
弁
士
の
派
遣
な
ど
の
任
務
に
あ
た
り
、
な
か
ん
ず
く
各
組
織
の
間
の

強
弱
の
平
準
化
に
意
を
も
ち
い
た
。
だ
が
ま
さ
く
こ
う
し
た
組
織
経
営
に
専

念
す
る
過
程
に
お
い
て
、
　
「
選
挙
区
協
会
」
の
場
合
と
隅
様
に
、
こ
こ
で
も

や
は
り
指
導
部
自
体
が
官
僚
化
す
る
と
い
う
傾
向
に
わ
れ
わ
れ
は
逢
着
す
る

の
で
あ
る
。
組
織
至
上
主
義
的
思
考
に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
と
い
う
点
か
ら

す
れ
ば
、
「
連
盟
」
結
成
の
元
来
の
自
的
に
み
る
よ
う
に
、
該
指
導
部
は
「
選

挙
区
協
会
」
の
指
導
部
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
日
常
の
組
織
事

務
を
重
視
す
る
行
政
機
関
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
た
。
一
九
〇

〇
年
に
ヴ
詠
ル
チ
ン
ベ
ル
ク
で
の
採
用
を
最
初
の
例
と
し
て
、
　
「
連
盟
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

組
織
に
も
慰
書
認
が
若
干
名
雇
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
邦
レ
ベ
ル
の
組
織
の
主
要
な
活
動
の
舞
台
は
、
断
る
ま
で
も
な

く
邦
議
会
を
中
心
と
す
る
邦
政
治
の
分
野
で
あ
っ
た
。
　
「
邦
連
盟
」
の
諸
機

関
は
、
邦
議
会
の
選
挙
に
関
係
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
決
定
を
行
い
、
選
挙
運
動

の
推
進
に
尽
力
し
た
。
そ
し
て
当
選
し
た
邦
議
会
の
社
会
民
主
党
議
員
団
は
、

邦
政
治
を
め
ぐ
る
決
定
に
際
し
て
ぽ
、
社
会
民
主
党
の
全
体
に
対
し
て
よ
り

も
そ
れ
ぞ
れ
の
履
す
「
邦
連
盟
」
に
対
し
て
の
み
貴
任
を
負
う
と
の
見
地
に

立
っ
て
行
動
し
た
。
こ
の
よ
う
に
邦
レ
ベ
ル
の
組
織
が
党
本
部
に
対
し
て
翠

巌
程
度
の
独
立
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
と
に
南
独
山
蔓
の
社

会
民
主
党
議
員
圃
の
改
良
主
義
的
政
策
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
当
然

問
題
に
な
る
は
ず
の
要
閃
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
「
県
連
盟
」
お
よ
び
「
邦

連
盟
」
の
組
織
は
、
そ
の
邦
政
治
の
分
野
に
お
け
る
槽
対
的
独
立
性
や
下
部

の
末
端
組
織
へ
の
影
響
力
の
ゆ
え
に
、
社
会
晃
主
党
の
中
で
独
自
の
権
力
の

中
心
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
簾
激
す
る
党
官
僚
が
、
次
第
に
冶
傾
化
し

て
い
く
党
中
央
派
の
支
柱
を
提
供
し
た
と
い
う
ニ
ッ
パ
ダ
イ
の
指
摘
に
も
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
留
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

《
中
央
の
党
諸
機
関
》
　
　
い
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
は
党
大
会
と
幹
斎
会

と
が
属
し
、
そ
の
構
成
と
機
能
は
一
八
九
か
年
の
党
規
約
に
定
め
ら
れ
て
以

来
根
本
的
な
変
更
を
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
党
大
会
は
、
い
わ
ば
党
の
最
高
立
法
機
関
で
あ
り
、
毎
年
幹
都
会
の
選
出

を
は
た
す
他
に
、
原
則
的
な
党
の
諸
聞
題
、
鯛
六
の
政
策
お
よ
び
紐
織
の
諸

問
題
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
権
限
を
盛
り
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
各
選
挙
区
の

代
議
員
、
磁
器
議
会
議
員
蹴
、
幹
部
会
が
そ
れ
に
列
席
し
た
。
各
選
挙
区
が

党
大
会
に
送
り
う
る
代
議
員
数
は
、
0
菰
年
ま
で
は
明
確
な
規
定
も
な
く
一

応
各
々
醜
名
以
下
と
さ
れ
て
い
た
が
、
弱
小
組
織
の
下
剃
代
表
が
瞳
し
く
論
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議
さ
れ
た
継
果
、
〇
九
年
に
は
紐
織
規
模
を
六
等
級
に
分
け
て
党
員
数
に
ほ

ぼ
比
例
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
そ
の
上
で
一
人
一
票
の
投
票
方
法

　
　
　
　
　
⑳

が
突
行
さ
れ
た
。
党
大
会
の
現
実
的
意
義
は
極
め
て
微
妙
な
も
の
が
あ
っ
た
。

党
大
会
の
決
定
事
項
は
、
そ
の
性
格
に
よ
っ
て
守
ら
れ
か
た
が
区
々
で
あ
っ

た
が
、
概
し
て
い
え
ば
そ
の
規
定
力
は
間
接
的
で
不
履
行
に
紺
す
る
懲
罰
措

鷺
を
と
も
な
わ
な
い
の
が
普
通
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
党
大
会
と

韓
部
会
と
の
関
係
も
注
臼
に
価
す
る
。
幹
部
会
の
考
え
に
公
然
と
反
対
す
る

こ
と
は
大
会
の
代
議
貴
に
無
条
件
許
さ
れ
て
い
て
、
幹
部
会
批
判
が
票
決
に

も
ち
こ
ま
れ
た
例
も
あ
っ
た
。
故
に
、
幹
部
会
は
マ
ス
・
ス
ト
に
覆
す
る
組

合
と
の
協
定
の
蒔
の
よ
う
に
す
ぐ
る
大
会
の
決
議
を
逸
脱
し
た
と
い
っ
た
折

に
は
、
事
後
に
改
め
て
大
会
の
支
持
を
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
大
抵
の
場

合
、
幹
部
会
は
そ
の
全
権
威
を
投
入
し
て
自
己
の
意
思
を
貫
く
こ
と
に
つ
と

め
、
し
か
も
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
成
功
し
て
い
た
、
し
か
も
一
つ
の
問
題
が
、

党
大
会
の
楽
屋
裏
に
お
け
る
指
導
的
人
物
の
悶
の
申
禽
ぜ
で
予
め
決
定
さ
れ

て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
禦
態
も
よ
く
見
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
ま
れ
、

党
大
会
は
党
内
各
派
、
紐
織
開
の
最
後
的
決
裂
は
あ
く
ま
で
避
け
て
妥
協
を

旨
と
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
長
め
一
体
性
と
規
律
性
を
内
外
に
誇
示
し
て

い
っ
た
。
幹
部
会
に
並
ぶ
党
大
会
の
現
実
の
地
位
は
ま
さ
し
く
そ
の
辺
に
求

　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
党
費
部
会
（
二
委
貫
長
、
二
書
記
、
一
会
計
係
）
は
、
一
九
〇
〇
年
に
至
る
ま

で
結
社
法
へ
の
配
慮
も
原
凶
し
て
、
七
人
構
成
の
統
制
委
員
会
と
統
合
さ
れ

た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
時
点
で
の
幹
灘
会
の
性
格
は
、
　
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
幹
部
の
カ
リ
ス
マ
的
権
威
を
活
用
し
て
薩
接
党
員
大
衆
に
よ
び
か
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

政
治
的
宣
伝
的
色
彩
が
強
か
っ
た
が
、
世
紀
が
変
っ
て
幹
部
の
業
務
…
が
肥
大

化
・
複
雑
化
す
る
に
と
も
な
っ
て
幹
部
会
が
行
政
的
色
調
を
段
々
に
深
め
て

い
っ
た
こ
と
は
以
下
に
み
る
通
り
で
あ
る
。
　
幹
部
会
の
仕
事
は
、
　
宜
伝
活

動
・
田
版
活
動
・
党
内
諸
機
関
の
活
動
の
湖
底
・
統
制
、
党
大
会
の
準
備
な

ど
多
波
に
わ
た
っ
た
が
、
規
則
的
で
か
つ
重
要
な
も
の
と
し
て
は
、
何
よ
り

も
党
財
政
の
運
営
と
地
方
組
織
と
の
連
絡
と
い
う
二
つ
の
職
務
が
あ
げ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
う
ち
党
財
政
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
党
本
部
の

収
入
は
そ
の
大
部
分
を
機
関
紙
の
販
売
な
ど
の
意
字
事
業
の
利
益
金
に
依
存

し
て
お
り
、
党
費
そ
の
他
か
ら
の
拠
金
が
前
者
の
額
を
う
わ
廻
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
。
党
費
に
対
す
る
本
部
の
分
前
は
比
較
的
少
な
く
、
〇
五

年
以
来
そ
れ
は
全
体
の
二
〇
％
と
決
め
ら
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
お
し
な
べ

て
党
の
財
政
機
構
自
体
は
堅
固
で
あ
っ
た
の
で
、
幹
部
会
が
自
身
の
手
を
通

し
て
一
般
的
宣
伝
活
動
や
選
挙
運
動
の
た
め
の
相
当
な
資
金
を
下
部
機
闘
に

流
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
ま
た
幹
部
会
の
党
内
に
お
け
る
地
位
を
強
化
す

る
の
に
大
い
に
役
立
っ
て
い
た
。
お
よ
そ
世
紀
の
変
り
目
前
ま
で
は
、
こ
の

財
政
運
欝
が
幹
部
会
の
規
劉
醜
活
動
の
中
で
か
な
り
の
割
合
を
し
め
て
い
た

が
、
そ
れ
以
後
は
、
党
組
織
の
膨
脹
に
し
た
が
っ
て
地
方
組
織
と
の
連
絡
と
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い
う
行
政
事
務
的
な
仕
事
の
も
つ
比
重
が
と
み
に
高
ま
っ
て
き
た
。
と
く
に

エ
…
ベ
ル
ト
（
切
“
司
σ
①
＃
）
の
斡
部
会
加
入
後
は
、
コ
ピ
…
、
文
書
、
タ
イ

プ
ラ
イ
タ
ー
、
電
話
等
に
よ
る
壷
鐙
的
な
連
絡
方
法
が
意
識
的
に
採
用
さ
れ

て
、
こ
の
傾
向
が
｝
段
と
捉
進
さ
れ
た
。
こ
の
関
連
に
お
い
て
、
〇
五
年
の

党
規
約
が
地
方
の
選
挙
区
組
織
に
対
し
て
幹
部
会
へ
の
規
滑
風
な
報
告
を
義

務
づ
け
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
〇
七
年
に
党
全
体
に
お
よ
ぶ
統
～
的
な
党
員

手
帳
、
書
式
、
会
計
簿
等
が
定
め
ら
れ
、
ま
た
党
の
統
計
も
作
成
さ
れ
る
よ

に
な
っ
た
こ
ど
、
の
事
実
は
注
週
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
党
の
組
織
報
謝
の
統

一
化
は
、
幹
部
会
の
性
格
の
上
に
、
党
官
僚
制
の
頂
点
に
立
つ
行
政
機
関
と

い
う
特
質
を
深
く
刻
み
こ
ん
で
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
〇
四
年
に

地
方
組
織
の
書
記
の
任
命
権
が
韓
部
会
の
手
に
移
行
し
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

忌
敵
会
は
こ
の
面
か
ら
も
今
や
成
立
し
つ
つ
あ
る
党
書
記
ア
パ
ラ
ー
ト
を
そ

の
頂
点
で
掌
握
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
対
党
内
業
務
を
別
に
し
て
も
、
外
部
に
向
け
て
党

を
代
表
す
る
幹
部
会
の
は
た
す
べ
き
機
能
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
り

な
い
。
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
へ
の
出
席
、
選
挙
蒔
に
お
け
る
他
党
と
の
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

定
締
結
の
交
渉
が
ま
ず
目
に
つ
く
が
、
し
か
し
こ
う
い
つ
た
対
外
折
衝
面
で

も
っ
と
も
重
視
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
労
働
組
舎
と
の
関
係
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
前
世
紀
末
以
来
、
労
働
組
合
の
党
に
対
す
る
独
立
性
は
増
進
の
｝
途
を

た
ど
り
、
〇
五
、
六
年
頃
か
ら
は
、
逆
に
そ
の
血
管
な
し
に
は
党
が
実
行
で

き
な
い
措
置
が
い
く
つ
か
曾
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
社
会

驚
主
党
の
行
動
の
自
由
を
束
縛
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
幹
部
会
に

限
っ
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
党
大
会
の
拘
束
力
の
緩
和
を
意
味
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
労
働
組
舎
の
勢
力
が
抗
し
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
い

た
以
上
、
そ
れ
と
の
闘
で
幹
都
会
が
｝
旦
到
達
し
た
交
渉
結
果
は
、
党
大
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
事
後
的
に
認
可
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
契

機
に
、
革
命
戦
術
、
大
衆
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
の
霞
要
問
題
を
め
ぐ
る
社
会
民

主
党
内
の
決
定
権
は
、
党
大
会
を
離
れ
て
幹
部
会
の
側
に
移
る
よ
う
に
な
っ

た
（
も
ち
ろ
ん
、
今
度
は
組
合
の
総
評
議
会
と
の
諒
解
が
幹
部
会
を
拘
束
す
る
こ
と
に

は
な
っ
た
が
）
。
政
治
約
に
み
れ
ば
、
　
こ
れ
が
党
の
改
良
主
義
酌
傾
向
を
強

化
し
た
こ
と
は
、
も
は
や
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
こ

う
し
て
幹
部
会
の
影
響
力
は
絶
大
な
も
の
に
な
っ
た
。
も
と
よ
り
党
内
に
は

こ
う
し
た
動
向
に
対
し
反
発
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
の
モ
ロ
ッ
コ

危
機
の
時
の
韓
二
会
の
態
度
は
、
党
内
に
激
し
い
批
判
を
よ
び
起
し
、
こ
れ

を
機
会
に
一
二
年
に
は
、
党
の
頂
上
組
織
の
壷
草
が
企
て
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
の
結
果
は
、
県
績
織
の
代
蓑
が
構
成
す
る
新
委
員
会
の
樹
立
と
な
っ
て
現

わ
れ
た
が
、
し
か
し
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
も
党
の
ト
ッ
プ
・
レ
ベ
ル
の
宮
二

化
、
留
任
傾
向
一
－
律
管
化
、
右
翼
中
央
派
の
支
配
と
い
っ
た
大
勢
は
ゆ
ら
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
触
れ
よ
う
と
思
う
帝
国
議
会
議
員
団
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
正
規
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の
中
央
機
関
で
も
な
く
、
ま
た
～
八
九
〇
年
以
前
に
有
し
た
ほ
ど
の
指
導
的

機
能
を
な
お
も
は
た
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
鎮
圧
法
の
失

効
直
後
、
議
員
隅
を
規
約
の
上
で
も
恒
常
的
摺
導
機
関
に
昇
格
さ
せ
、
こ
れ

に
独
裁
的
権
限
を
委
託
し
よ
う
と
し
た
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
し
て
事
実
少
く
と
も
世
紀
の
交
代
期
す
ぎ
ま
で
ぽ
、
幹
部
会
と
議
員
団
と

の
垂
要
要
件
に
つ
い
て
の
協
議
・
接
触
は
盛
ん
で
、
一
時
幹
部
会
が
結
社
法

に
ふ
れ
て
解
散
さ
せ
ら
れ
た
時
に
は
、
こ
れ
を
直
ち
に
代
行
し
た
実
績
も
議

員
団
に
は
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
議
員
団
は
党
指
導
者
層
の
雰
公
式
な
委

員
会
と
し
て
党
の
権
力
機
構
の
上
で
無
視
で
き
な
い
地
位
を
つ
か
ん
で
い
た

　
　
　
　
⑭

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
議
員
溺
の
位
置
す
る
座
は
党
内
の
権
力
の
中
心
か
ら

や
や
遠
退
い
た
観
を
暴
し
た
。
確
か
に
、
社
会
民
主
党
員
の
伝
統
的
感
覚
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
り

し
て
議
員
を
「
党
の
職
員
」
と
み
な
し
て
議
員
の
命
令
受
託
巻
化
が
よ
り
強

め
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
主
張
が
よ
く
見
出
さ
れ
た
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
こ
の

風
潮
を
強
調
し
て
、
議
員
が
全
く
独
立
性
と
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
を
欠
い
た
党

組
織
の
単
な
る
一
環
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
断
ず
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
議

員
団
は
む
ろ
ん
党
の
伝
統
や
党
員
の
意
向
か
ら
ひ
ど
く
自
由
で
あ
っ
た
の
で

も
な
い
。
し
か
し
ま
た
帝
国
直
接
税
、
戦
争
ク
レ
ジ
ッ
ト
な
ど
の
璽
要
問
題

で
、
み
ず
か
ら
に
決
定
の
絵
心
を
確
保
す
る
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
党
と
議
員
団
と
の
関
係
は
、
微
妙
な

均
衡
と
糊
互
作
画
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
議
員
団
が
ふ
た

た
び
党
の
権
力
中
枢
を
お
さ
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
大
戦
勃
発
以
降
の
こ
と

　
　
　
⑳

で
あ
っ
た
。
な
お
議
員
団
そ
の
も
の
の
内
部
事
情
に
眼
を
転
ん
ず
れ
ば
、
年

と
と
も
に
そ
の
中
で
組
合
宮
僚
の
し
め
る
比
率
が
高
ま
っ
た
こ
と
（
一
九
一

二
年
ま
で
に
そ
れ
は
二
＋
二
心
に
達
し
た
）
と
、
そ
し
て
少
く
も
第
一
次
大
戦
に

先
立
つ
十
年
位
の
時
期
に
両
翼
の
対
立
現
象
が
明
瞭
に
た
ち
現
わ
れ
て
き
た

と
い
う
二
つ
の
事
実
が
注
臼
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
後
者
、
つ
ま
り
両
極
化
の

傾
向
が
議
員
翔
の
替
地
性
を
凌
駕
す
る
こ
と
は
、
ま
だ
こ
の
乾
期
に
お
い
て

は
な
か
っ
た
。
明
確
な
議
員
団
強
制
は
、
一
九
一
四
年
八
月
の
ク
レ
ジ
ッ
ト

三
炭
の
時
ま
で
は
行
使
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
議
員
団
の
投
票
態

度
が
分
裂
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
社
会
民
主
党
の
組
織
に
つ
い
て
以
上
に
の
べ
て
き
た
こ
と
を
い
ま
一
度
ふ

り
返
っ
て
、
こ
こ
で
そ
の
党
構
造
の
特
色
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
指

摘
し
た
よ
う
に
、
大
衆
民
主
主
義
的
状
況
の
醸
成
に
と
も
な
っ
て
大
衆
鰭
統

合
政
党
の
タ
イ
プ
が
趨
勢
と
し
て
た
ち
現
わ
れ
て
く
る
が
、
ド
イ
ツ
の
場
合
、

こ
の
嬉
し
い
政
党
タ
イ
プ
を
も
っ
と
も
典
型
的
に
示
し
た
の
は
社
会
民
主
党

で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ヅ
ヨ
ァ
政
党
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
諸
政
党
に
く
ら
べ
て
、

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

社
会
民
主
党
は
よ
り
厳
し
く
組
織
化
さ
れ
、
よ
り
多
く
中
央
集
権
化
さ
れ
、

ヘ
　
　
　
へ

よ
り
厳
格
な
規
律
を
も
っ
た
集
団
と
し
て
発
展
し
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
の

場
合
に
は
、
党
は
い
く
つ
か
の
地
方
グ
ル
ー
プ
の
集
合
体
で
あ
る
と
い
う
観
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念
が
根
強
か
っ
た
が
、
社
会
畏
主
党
に
あ
っ
て
は
、
党
は
何
よ
ウ
も
統
一
体

と
し
て
観
念
さ
れ
、
地
方
組
織
は
そ
の
支
部
機
開
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ

た
。
そ
し
て
党
の
全
体
意
志
は
具
体
的
に
は
申
央
の
指
導
部
に
よ
っ
て
蓑
現

さ
れ
、
こ
の
中
央
の
指
導
部
を
頂
点
と
し
て
壮
大
な
中
央
集
権
的
組
織
構
造

が
構
築
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
選
挙
区
に
お
け
る
党
員
と
組
織
形
態
を
貫
く
劃

一
化
さ
れ
た
制
度
（
党
費
、
党
貴
手
帳
…
）
、
党
本
都
に
よ
る
地
方
継
織
へ
の

活
動
資
金
の
分
配
、
地
方
組
織
の
党
本
部
に
対
す
る
規
則
的
な
報
告
の
義
務
、

幹
部
会
に
よ
る
党
書
記
の
任
命
i
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
党
の
中
央
集
権
的

組
織
構
造
を
示
す
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
メ
ル
ク
轡
、
…
ル
が
繊

揃
う
の
は
ほ
ぼ
一
九
〇
五
年
乃
歪
七
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
か

ら
わ
れ
わ
れ
は
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
時
・
期
に
社
会
民
主
党
が
大
衆
1
1
続
合
政
党

型
の
羽
織
政
党
に
成
熟
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
社
会
民
主
党
の
党
構
造
に
か
ん
し
て
は
、
し
か
し
、
単
に
そ
の
官
僚
的
な

中
央
集
権
制
を
強
調
し
て
お
く
こ
と
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は

他
方
に
お
い
て
、
中
央
集
権
的
傾
向
を
抑
制
す
る
よ
う
な
要
困
も
社
会
民
主

党
の
組
織
の
中
で
生
き
続
け
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば

選
挙
に
際
し
て
の
立
候
補
者
の
選
定
や
機
関
紙
な
ど
の
問
題
に
か
ん
し
て
は
、

地
方
の
選
挙
区
や
県
の
組
織
が
か
な
り
の
独
立
性
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
申

央
に
お
い
て
も
幹
部
会
が
決
し
て
絶
対
的
な
一
元
的
支
配
を
誇
っ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
党
大
会
や
帝
国
議
会
議
員
団
は
、
あ
る
程
度
の
影
響
力
と
自

立
性
は
最
後
ま
で
喪
尊
し
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
官
僚
的
な

大
組
織
経
営
の
中
で
は
、
一
般
党
員
の
党
意
志
形
成
へ
の
諸
勢
に
は
大
き
な

限
界
が
お
か
れ
、
彼
ら
に
と
っ
て
党
の
中
央
機
関
は
ま
す
ま
す
遠
い
存
杏
に

な
っ
て
行
っ
た
。
け
れ
ど
も
少
く
と
も
地
方
組
織
の
指
導
者
麟
に
は
、
上
部

機
関
に
向
っ
て
下
か
ら
働
き
か
け
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
制
度

的
に
は
党
大
会
に
よ
っ
て
、
ま
た
非
〔
制
度
的
に
は
指
導
部
が
こ
の
層
の
共
鳴

を
求
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
保
謳
さ
れ
て
い
た
。
党
内
に
流
派
が
形
成
さ
れ
た

と
い
う
事
実
も
、
社
会
型
主
党
の
組
織
が
内
部
に
多
様
な
勢
力
の
競
合
を
許

す
程
度
に
ゆ
る
や
か
で
あ
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
決
し

て
中
央
集
権
綱
と
規
穣
の
み
が
社
会
翠
蔓
党
の
相
貌
を
規
定
し
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
入
っ
て
新
た
に
登
場
す
る
統

舎
致
党
、
す
な
わ
ち
ナ
チ
ス
や
共
産
党
と
の
対
比
に
お
い
て
記
憶
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
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6f　the　work“Paop’u一‘9π”抱二子，　stated　the馳eory　and　techmique　of

fairy　in　its　contents．　A　special　shadow　was　casted　on　the　work，

judging　from　．his　native　place　o’f　Chiang－nan　irrf”lj　as　a　descendant　of

the　rtiined　people　and　the　period　befere　the　establiShment　of　Tung－

tsin東欝when　his　book　was　drawn　up．

　　ThiS　article　treatS　PaO－P’％一’誠一nui－wai－P’ien抱朴子内外篇Organically，

in　close　relation　betweenκゑ肱㎎蔦洪as　a　historical　existence　and

the　contents　of　PaoP’u－tzt7．

Characteristic　of　Architectural　Space　in

　　　　　　Japanese　Buddhist　Temples

　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Kiyoshi　Asano

　　T．he　architecture　of　Japanese　Buddhist　temples　was　at　first　inet’o－

duced　as　a　thing　arranging　their　appearance　in　accordance　with　the2r

outer　style，　and　then　interest　in　their　i／nner　space　grew　deepeRed　with

worsliippers’　invasion．　Soon　special　inner　temple　was　created　of　in－

habitable，　cempact　and　serene　climate．

　　Afeer　they　accepted　the　new　Chinese　style　at　the　beginning　of

Middle　Ages，　the　space　suffered　a　great　and　active　change　under　the

lnfluence　of　the　traditional　space；　in　comparison　with　the　intention　to

the　space　in　the　indifferent　Eta‘opean　teinp1es　on　each　developing

stage，　we　want　to　offer　an　aid　to　’coRsider　the　characteristic　of　our

national　cu｝ture　in　Ja’垂≠獅?ｓｅ　architecture．

A　Historical　lnvestigation　of　the　Party－

　　　　　　　Organization　in　Germany

　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　Shuji　lida　and　Others

　　ln　the　bibliographies　concerning　the　modern　and　contemporary

history，　which　were　published　during　the　last　decade　in　West－Geymany，

we　can　often　recognize　the　new　technical　tenns，　Massengesellschaft，．

Massendemoleratie　or　Parteienstaat．　Such　a　viewpoint　is　very　remarkable

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（773）



in　a　view　of　Historismz｛s，　which　has　been　the　trandition　of　the　his一・

torical　science　in　Germany．　The　traditional　current　of　historica1

studies　in　Germany　has　witnessed　a　drast，ic　change　by　the　remarkable

progress　of　political　sclence．　And　in　modern　and　contemporary　his－

tory，　the　change　of　the　structure　in　democracy　（from　Llonoratioren－

herrschaft　to　Massendemoferatie）　is　being　emphasized．　We　can　see

such　a　viewpoint　reflected　in　special　studies，　and　moreover　obtained

many　conspicuous　results．

　　Above　all，　Th．　NiPPerdey，　Die　Organisation　der　deutschen　Parteien　vor’

i918　（196！）　is　noteworthy　and　stimulating　for　those　who　int．end　to

study　the　modern　and　contemporary　history・　in　Germany　from　tke

viewpoint　of　Massendemoferatie．　ln　this　paper，　mainly　relying　on　th．e

results　of　this　book，　we　want　to　attempt　a　historical　investigation　of

the　party－organization　of　Germany　vor　i918．
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