
三
九

は
じ
め
に
：
筆
者
の
構
想
と
本
稿
に
つ
い
て

（
一
）　

日
常
的
な
集
団
形
成
の
比
較
の
た
め
に

ａ　

組
合
（
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
）
と
は

ｂ　

組
合
（
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
）
の
限
定

ｃ　

組
合
へ
の
着
目
の
遅
れ

（
二
）　

組
合
（
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
）
を
め
ぐ
る
歴
史
的
研
究
の
は
じ
ま
り

ａ　

概
観

ｂ　

ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
調
査
研
究

ｃ　

新
し
い
世
界
の
到
来
と
組
合
の
成
立

（
三
）　
《
組
合
の
時
代
》 

― 

組
合
の
初
期
の
展
開

ａ　

組
合
の
初
期
の
諸
要
素

ｂ　

組
合
育
成
へ
の
一
八
四
八
年
前
後
の
教
会
の
関
与

ｃ　

体
操
組
合

ｄ　

社
会
の
分
節
化
と
都
市
的
現
象

（
四
）　

組
合
の
政
治
的
意
義
の
エ
ポ
ッ
ク　

―　

三
月
革
命
（
一
八
四
八
年
）

ａ　

初
期
の
組
合
の
共
通
理
念

ｂ　

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
に
よ
る
組
合
の
政
治
性
の
構
造
分
析

　
　
（
歌
う
英
雄
：
テ
ー
オ
ド
ル
・
ケ
ル
ナ
ー
）

ｃ　

一
八
四
八
年
革
命
の
活
動
家
と
組
合

　
　
（
グ
ス
タ
フ
・
シ
ュ
ト
ル
ー
ヴ
ェ
）

　
　
（
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ブ
ル
ー
ム
）

ｄ　

ヴ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ゲ
ル
に
よ
る
一
八
四
八
年
革
命
の
研
究

（
五
）　

組
合
へ
の
関
心
と
解
明
が
遅
れ
た
原
因

終
わ
り
に
：
本
篇
の
趣
旨
と
構
成

文　

献

注

論　
　
　

説

西
洋
社
会
の
日
常
的
な
集
団
形
成
の
歴
史
像

―
特
に
十
九
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
《
組
合
の
時
代
》
に
つ
い
て
―

河　

野　
　
　

眞
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四
〇

は
じ
め
に
：
筆
者
の
構
想
と
本
稿
に
つ
い
て

本
稿
は
独
立
し
た
論
考
で
あ
る
が
、
同
時
に
筆
者
が
予
て
取
り
組
ん
で
い
る

テ
ー
マ「《
世
間
論
》批
判
か
ら
集
団
形
成
の
比
較
研
究
へ
」の
一
環
で
も
あ
る
。

関
連
し
て
諸
誌
に
発
表
し
た
論
説
と
基
本
資
料
の
翻
訳
紹
介
は
既
に
十
篇
近
く

に
な
る
。
そ
れ
に
は
本
誌
へ
の
寄
稿
も
含
ま
れ
、
そ
れ
に
限
れ
ば
本
編
は
四
回

目
に
あ
た
る
。
先
行
す
る
三
篇
を
挙
げ
る
と
、
一
回
目
（
河
野
二
〇
一
五
）
で

は
、
西
洋
は
《
社
会
》、
日
本
は
《
世
間
》
と
い
う
対
比
を
説
く
人
々
が
挙
げ

る
《
世
間
》
の
認
識
に
は
実
証
性
を
欠
い
た
思
い
込
み
が
多
く
、
対
比
さ
せ
る

こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
具
体
例
に
即
し
て
検
討
を
加
え
た
。
二
回
目

（
河
野
二
〇
一
八
）
は
、
い
わ
ゆ
る
《
世
間
論
》
に
お
い
て
日
本
の
世
間
の
特

徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
諸
現
象
に
は
西
洋
で
も
普
通
に
見
ら
れ
る
も
の
が
多

く
、
む
し
ろ
目
配
り
に
空
白
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
い

わ
ゆ
る
《
世
間
論
》
は
西
洋
世
界
で
の
身
近
な
集
団
を
看
過
し
て
い
る
点
で
基

本
的
な
と
こ
ろ
で
欠
陥
が
あ
る
と
共
に
、
こ
の
問
題
は
中
間
集
団
の
あ
り
方
を

問
う
こ
と
へ
進
む
の
が
必
然
的
で
あ
る
。
三
回
目
（
河
野
二
〇
一
九
）
は
、
中

間
集
団
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
仏
・
英
・
米
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
（
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
）、
ド
イ
ツ
語
で
は
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
と
呼
ば
れ
る
種
類
を
取
り
上

げ
、
そ
の
現
代
の
実
態
を
、
ド
イ
ツ
社
会
を
例
に
と
っ
て
観
察
し
た
。
そ
の
際
、

日
本
で
も
親
し
い
話
題
で
あ
る
こ
と
と
今
日
の
社
会
に
占
め
る
意
義
が
大
き
い

こ
と
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
関
係
の
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
を
事
例
の
一
つ
と
し
た
。
四
回
目

の
本
稿
で
は
、
主
要
に
《
ク
ラ
ブ
・
組
合
》
の
意
味
で
の
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
を
歴

史
的
な
側
面
、
と
り
わ
け
初
期
の
事
情
を
取
り
上
げ
る
。
具
体
的
に
は
ド
イ
ツ

の
十
九
世
紀
前
半
は
《
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
時
代
》
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、

ま
た
そ
う
し
た
エ
ポ
ッ
ク
の
設
定
を
提
唱
し
た
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
の
研
究
成
果

を
踏
ま
え
た
。

な
お
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
社
会
学
と
ド
イ
ツ
民
俗
学
の
研
究
動

向
に
つ
い
て
は
、
既
発
表
の
論
説
で
も
言
及
し
た
他
、
概
略
を
掴
む
の
に
便
と

思
わ
れ
る
文
献
の
翻
訳
を
す
で
に
供
し
て
お
り
、
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
（
ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト
一
九
八
四
﹇
河
野
・
訳
﹈
及
び
レ
ー
マ
ン

一
九
八
四
﹇
河
野
・
訳
﹈）。
社
会
学
に
つ
い
て
は
、
ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト
が
《
フ
ェ

ル
ア
イ
ン
研
究
は
社
会
学
の
鬼
子
で
あ
ろ
う
か
》
と
の
問
い
を
投
げ
か
け
て
い

る
よ
う
に
必
ず
し
も
正
面
に
据
え
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。が
、

そ
う
で
は
あ
れ
多
面
的
に
関
っ
て
き
た
の
も
社
会
学
で
あ
り
、
そ
の
実
際
に
は

こ
れ
ま
で
も
言
及
し
て
お
り
、
今
後
も
必
要
に
応
じ
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

ま
た
こ
れ
以
後
の
計
画
で
は
、
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
（
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
）
以
外

の
中
間
集
団
と
し
て
、
隣
人
組
す
な
わ
ち
近
所
付
き
合
い
の
単
位
の
西
洋
の
実

態
に
も
目
を
向
け
る
必
要
を
覚
え
て
い
る
。
ま
た
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
研
究
で
は
、

そ
の
ド
イ
ツ
語
圏
の
現
在
の
動
向
か
ら
、
近
年
よ
う
や
く
成
果
が
あ
ら
わ
れ
つ

つ
あ
る
女
性
史
の
側
か
ら
の
研
究
成
果
を
も
紹
介
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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四
一

（
一
）　

日
常
的
な
集
団
形
成
の
比
較
の
た
め
に

筆
者
は
か
ね
て
日
常
生
活
の
な
か
で
の
集
団
形
成
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。

日
本
の
現
実
と
の
対
比
で
西
洋
（
筆
者
の
場
合
は
主
に
ド
イ
ツ
語
圏
）
の
見
直

し
を
試
み
て
お
り
、
比
較
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
小
文
を
幾
つ

か
綴
り
、
特
に
本
誌
の
前
々
号
に
所
収
の
「
ド
イ
ツ
語
圏
を
例
と
し
た
西
洋
社

会
の
集
団
形
成
」
で
は
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
（V

erein

）
と
呼
ば
れ
る
集
団
に
焦
点

を
当
て
た
。

ａ　

組
合
（
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
）
の
限
定

フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
歴
史
的
な
変
遷
で
は
、今
日
で
は
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
（
組
合
）

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
入
ら
な
い
重
要
な
数
種
類
が
初
期
に
は
含
ま
れ
て
い
た
こ

と
に
予
め
触
れ
て
お
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
会
社
と
労
働
組
合
と
政
党
で
あ

る
。
そ
の
点
で
は
今
日
の
限
定
さ
れ
た
意
味
合
い
に
は
、
広
義
で
の
《
余
暇
》

が
尺
度
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。
も
と
よ
り
、
純
然
た
る
余
暇
に

限
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
業
界
団
体
の
よ
う
な
生
業
が
か
ら
ん
で
い
る
組

合
組
織
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
今
日
の
普
通
の
語
義
か
ら
は
、
会
社
や
労
働
組

合
や
政
党
は
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
か
ら
は
ず
れ
て
い
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の

諸
組
織
と
の
区
分
の
必
要
性
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
者
が
先
ず
整
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
と
の
コ
メ
ン
ト
が
社
会
学
の
側
か
ら
な
さ
れ

て
い
る
（
ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト
一
九
八
四
﹇
河
野
・
訳
﹈：
一
五
二
）。

組
合
（
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
）
の
定
義
は
、
内
側
か
ら
の
枠
付
け
に
お
い
て
も

外
か
ら
の
境
界
づ
け
に
お
い
て
も
前
提
と
し
て
必
要
だ
が
、
そ
の
企
図
は

た
だ
ち
に
困
難
に
直
面
す
る
。
政
党
や
労
働
組
合
を
ス
ポ
ー
ツ
組
合
や
余

暇
の
ク
ラ
ブ
、
さ
ら
に
宗
教
的
な
団
体
や
市
民
運
動
や
そ
れ
ら
の
聯
合
組

織
を
一
緒
に
し
て
し
ま
う
な
ら
、
そ
う
し
た
多
種
多
様
な
機
関
の
目
的
・

構
造
・
機
能
を
問
う
非
常
に
大
ま
か
な
視
座
は
、
社
会
学
に
と
っ
て
生
産

的
で
一
般
的
な
記
述
が
可
能
で
あ
る
ま
で
に
十
分
に
同
質
的
で
あ
る
か
ど

う
か
は
疑
わ
し
い
。

こ
こ
で
は
主
に
現
代
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
た
め
に
す
で
に
視
野
の
外
に
置
か

れ
て
い
る
が
、
初
期
の
事
情
に
立
ち
返
る
と
、
会
社
、
と
り
わ
け
株
式
会
社
が

重
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
は
、
日
本
の
法
律
と
の
関
り
で
や
は
り
ふ
れ
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。
民
法
の
施
行
は
明
治
三
一
年
で
そ
の
第
三
三
条
と
三
四
条
に

は
結
社
の
意
味
で
《
社
団
》
が
規
定
さ
れ
、
ま
た
翌
明
治
三
二
年
に
制
定
さ
れ

た
商
法
の
第
五
二
条
（
平
成
十
七
年
の
改
正
で
も
こ
の
箇
所
は
同
じ
）
す
な
わ

ち
会
社
法
の
最
初
の
条
文
に
は
《
社
団
》
の
条
項
が
あ
り
、
こ
れ
は
企
業
を
指

し
て
い
る
。
背
景
の
西
洋
に
お
い
て
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
経
営
や
ツ
ン
フ

ト
な
い
し
は
ギ
ル
ド
と
は
原
理
的
に
異
な
っ
た
広
義
の
株
式
会
社
が
事
業
の
主

要
な
形
態
と
な
る
の
は
産
業
革
命
の
時
代
、
し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
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四
二

一
八
三
〇
年
代
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
一
種
と
し
て
の

株
式
会
社
（
広
く
有
限
会
社
や
合
名
会
社
や
合
資
会
社
を
も
含
む
）
と
い
う
理

解
が
日
本
に
も
伝
わ
っ
て
商
法
に
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
民
法
と
商
法

の
《
社
団
》
の
規
定
の
理
論
的
背
景
は
、一
八
六
〇
年
代
に
書
か
れ
た
オ
ッ
ト
ー
・

フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
の
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
に
お
け
る
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
理

解
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
ギ
ー
ル
ケ
﹇
庄
子
・
訳
﹈
二
〇
一
四
：
三
八
）。
会
社
組

織
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
で
そ
う
し
た
理
解
が
な
さ
れ
た
の
は
、
経
営
者
と
従
業
員

と
い
う
運
営
形
態
で
は
な
く
、
一
定
の
資
産
を
有
す
る
者
た
ち
が
自
己
の
意
志

で
資
本
を
持
ち
寄
る
形
態
が
自
由
な
市
民
の
集
団
の
一
種
と
し
て
解
さ
れ
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
十
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
株
式
会
社
の
よ
う
な
事
業
体

は
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
独
立
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

同
じ
こ
と
は
労
働
組
合
（Gew

erkschaften

）
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
後

に
挙
げ
る
が
、歴
史
家
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
が
《
組
合
（
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
）
の
時
代
》

と
呼
ん
だ
十
九
世
紀
の
中
ほ
ど
ま
で
の
時
期
に
は
ま
だ
労
働
組
合
は
一
般
化
し

て
い
な
か
っ
た
。
労
働
組
合
に
つ
な
が
る
団
体
が
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
語
を
付
し

た
《
労
働
者
組
合
》（A
rbeiterverein

）
と
し
て
結
成
さ
れ
る
の
は
よ
う
や

く
一
八
四
八
年
の
三
月
革
命
を
は
さ
ん
だ
時
点
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が

フ
ェ
ル
ア
イ
ン
と
は
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
九

世
紀
末
で
あ
る
。

政
党
も
ま
た
市
民
社
会
の
産
物
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
最
初
の
政

党
は
一
八
六
一
年
に
成
立
し
た
「
ド
イ
ツ
進
歩
党
」（D

eutsche 

Fortschrittspartei

）
で
、
そ
の
母
体
の
一
つ
は
一
八
五
九
年
に
結
成
さ
れ
た

「
国
民
協
会
」（D

eutscher N
ationalverein

）
で
あ
っ
た
。
次
い
で

一
八
六
三
年
に
「
全
ド
イ
ツ
労
働
者
協
会
」（A

llgem
einer D

eutscher 

A
rbeiterverein 

＝A
D
A
V

）
が
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
二
例
で
《
協
会
》
と

訳
さ
れ
る
原
語
は
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
で
あ
る
。
か
く
、
政
党
が
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
と

い
う
組
織
類
型
名
を
冠
す
る
例
は
か
な
り
後
ま
で
見
受
け
ら
れ
、
た
と
え
ば
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ナ
ウ
マ
ン
が
一
八
九
六
年
か
ら
一
九
〇
三
年
ま
で
率
い
た
政
党

は
「
国
民
社
会
主
義
協
会
」（N

ationalsozialer V
erein

）
で
あ
っ
た
。
後
進

の
「
ド
イ
ツ
民
主
党
」（D

eutsche D
em
okratische Partei

＝D
D
P

）
共
々

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
積
極
的
に
関
わ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

訳
語
の
問
題
も
兼
ね
て
、
憲
法
に
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
現
行
の
「
ド
イ
ツ

聯
邦
共
和
国
基
本
法
」（
＝
憲
法
）
で
は
《
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
》
は
二
か
所
、
そ

れ
に
加
え
て
今
日
も
効
力
が
み
と
め
ら
れ
る
「
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
」
一
か
所
で

言
及
さ
れ
る
（
高
田
・
初
宿
﹇
編
訳
﹈ 

二
一
六
、二
四
七
、
及
び
一
四
二
）。「
基

本
法
」
第
九
条
第
一
項
は
《
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
は
、
社
団
（V

erein

）
及
び

団
体
（Gesellschaft

）
を
結
成
す
る
権
利
を
有
す
る
》
と
あ
り
、
ま
た
第

七
四
条
第
三
項
で
は
《
結
社
法
》（V

ereinsrecht

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら

に
付
則
の
第
一
四
〇
条
「
国
家
と
宗
教
に
関
す
る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
規
定
の

効
力
」
と
し
て
指
示
さ
れ
る
「
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
」
第
一
三
八
条
の
規
定
は
《
宗

教
的
結
社
》（religiöse V

ereine

）
で
あ
る
。
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四
三

ｂ　

組
合
（
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
）
と
は

フ
ェ
ル
ア
イ
ン
と
は
、西
洋
各
国
で
一
般
的
な
《
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
》
や
、

《
ク
ラ
ブ
》
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
結
集
形
態
を
指
す
ド
イ
ツ
語
で
あ
る
。

法
的
な
面
で
は
、
役
所
に
登
録
さ
れ
る
と
多
く
の
場
合
《
社
団
法
人
》
に
分
類

さ
れ
る
団
体
で
あ
り
、
ま
た
登
録
に
ま
で
至
ら
な
い
小
規
模
な
団
体
を
も
併
せ

た
多
種
多
様
な
モ
チ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
結
集
で
あ
る
。
前
号
で
は
、
日
本

で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
・
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
を
例
に
と
っ
て
、

土
台
に
あ
る
団
体
の
あ
り
方
に
注
目
し
た
。
学
校
児
童
の
放
課
後
の
活
動
を
引

き
受
け
て
い
る
の
も
そ
う
し
た
団
体
で
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
だ
け
で
な
く
、
文
化

活
動
や
ホ
ビ
ー
の
集
ま
り
も
そ
う
で
あ
る
。さ
ら
に
各
種
の
業
界
団
体
の
ほ
か
、

学
術
分
野
の
学
会
組
織
も
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
で
あ
る
。
な
お
本
稿
で
は
誤
解
の
恐

れ
が
な
い
限
り
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
を
《
組
合
》
と
訳
す
。

以
下
で
も
ふ
れ
る
よ
う
に V

erein 

の
法
律
上
の
訳
語
は
明
治
時
代
か
ら
現

代
に
至
る
ま
で
基
本
は
《
社
団
》
で
あ
る
。
と
共
に
、
大
正
時
代
か
ら
は
民
間

で
は
《
組
合
》
の
訳
語
が
行
わ
れ
た
。
た
し
か
に
労
働
組
合
や
生
活
協
同
組
合

を
思
い
浮
か
べ
る
と
分
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
、
本
編
で
は
《
組
合
》
と
し

た
。
そ
れ
に
あ
た
っ
て
は
、
江
戸
中
期
以
後
、
同
業
者
団
体
が
組
合
と
呼
ば
れ

た
例
が
散
見
さ
れ
る
本
邦
の
語
法
を
考
慮
し
た
面
も
あ
る）

1
（

。と
共
に
、《
ク
ラ
ブ
》

そ
の
他
の
訳
語
も
可
能
で
あ
る）

2
（

。

前
号
で
は
、
ド
イ
ツ
の
日
常
研
究
を
代
表
す
る
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー

の
見
解
に
主
要
に
注
目
し
た
。
今
回
は
、
そ
こ
で
は
触
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た

歴
史
的
な
側
面
に
重
点
を
置
い
た
。
も
の
ご
と
の
本
質
を
つ
か
む
の
に
は
、
発

端
の
事
情
を
知
る
の
が
有
効
な
手
立
て
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
歴
史
へ
の
着
目
は
研
究
の
歴
史
と
も
重
な
り
、
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
場
合
、

そ
れ
は
特
別
の
意
味
を
も
つ
。

と
言
う
の
は
、（
筆
者
の
場
合
は
ド
イ
ツ
語
圏
を
例
に
し
て
い
る
が
）
個
人

と
大
き
な
社
会
な
い
し
は
公
共
と
の
《
中
間
》
を
う
ず
め
て
い
る
諸
集
団
は
日

常
の
あ
り
ふ
れ
た
現
実
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
そ
れ
へ
の
関
心
が
低
い
よ
う
に

思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
空
白
が
《
世
間
論
》
と
い
う
奇
妙
な
議
論
に
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
（
河
野
二
〇
一
八
）。
も
と

よ
り
、
多
く
の
人
が
海
外
を
訪
ね
、
ま
た
各
国
の
人
々
が
自
国
だ
け
で
な
く
世

界
各
地
に
居
住
し
て
い
る
現
在
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
経
験
的
に
了
解
で
き
る
現

実
で
あ
る
。
し
か
し
正
面
か
ら
考
察
す
る
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
の
も
事
実
で

あ
ろ
う
。
そ
の
所
以
も
、
今
回
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
歴
史
と
研
究
史
を
垣
間
見
る

こ
と
に
よ
っ
て
幾
ら
か
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

ｃ　

組
合
へ
の
着
目
の
遅
れ

組
合
へ
の
学
術
的
な
関
心
が
遅
れ
た
の
は
日
本
の
西
洋
理
解
だ
け
の
こ
と
で

は
な
く
、
当
の
西
洋
で
も
、
そ
の
傾
向
が
あ
っ
た
。
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
出
来
事

を
挙
げ
る
と
、
一
九
一
〇
年
の
第
一
回
ド
イ
ツ
社
会
学
者
大
会
に
お
い
て
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
お
こ
な
っ
た
事
務
報
告
が
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
大
会

を
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
開
催
す
る
こ
と
を
関
係
者
に
は
た
ら
き
か
け
、
大
会
の
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四
四

実
現
に
向
け
て
会
場
や
経
費
の
手
当
て
な
ど
実
務
の
多
く
を
こ
な
し
て
健
康
を

害
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
報
告
の
中
で
、
目
下
の
《
喫
緊
の
課
題
と
し

て
・
・
・
政
党
か
ら
ボ
ー
リ
ン
グ
・
ク
ラ
ブ
に
至
る
》
集
団
の
研
究
を
挙
げ
、

そ
れ
を
《Soziologie des V

ereins

》
と
呼
ん
だ
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
一
九
一
〇
）。

つ
ま
り
一
九
一
〇
年
の
時
点
で
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
注
意
を
喚
起

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
研
究
は
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
で
あ
っ
た
。
少
な
く

と
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
目
に
は
そ
う
映
っ
た
。
実
際
に
は
、
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
自
体

は
す
で
に
一
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
個
々
の
組
合
が
創
設

何
十
周
年
な
ど
で
刊
行
し
た
多
数
の
記
念
誌
類
が
存
在
し
た
。
さ
ら
に
分
野
に

よ
っ
て
は
関
係
す
る
諸
々
の
組
合
の
歩
み
を
概
観
し
た
書
物
が
書
か
れ
て
い
た

（
例
え
ば
ク
ル
ム
マ
ッ
ハ
ー
一
八
九
五
）。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
法
学
の
分
野
で
は
組

合
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
エ
ポ
ッ
ク
が
あ
っ
た
（
本
編
﹇
五
﹈）。
し
か
し

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
関
し
て
は
、事
は
微
妙
で
あ
る
。大
会
で
力
説
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー

だ
っ
た
が
、
自
ら
は
ク
ラ
ブ
・
組
合
の
意
味
で
の
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
研
究
に
は

進
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
同
時
代
の
社
会
学
の
大
立
者
で
あ

る
テ
ン
ニ
ェ
ス
も
ジ
ム
メ
ル
も
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
も
フ
ェ

ル
ア
イ
ン
（
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
）
を
ほ
と
ん
ど
扱
っ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
右
の
事
務
報
告
の
な
か
で
の
《Soziologie des V

ereins

》
は

ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
で
は
《
集
団
の
社
会
学
》
と
訳
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た

Zw
ecksverein 

を
《
目
的
結
社
》
と
訳
す
な
ど
《
結
社
》
で
統
一
さ
せ
て
い

る
研
究
者
も
見
ら
れ
る
。
た
し
か
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
は《
政
党
か
ら
ボ
ー
リ
ン
グ
・

ク
ラ
ブ
に
至
る
》
集
団
、
ま
た
具
体
例
と
し
て
合
唱
団
体
の
実
態
に
も
言
及
し

て
い
る
が
、
ク
ラ
ブ
・
組
合
に
本
格
的
に
取
り
組
む
姿
勢
で
は
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
人
間
が
結
集
す
る
卑
近
な
現
実
に
《
支
配
の
社
会
学
》
の
萌
芽
を
さ
ぐ
っ

た
節
が
あ
り
、
さ
ら
に
一
九
〇
四
年
の
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と

資
本
主
義
の
精
神
』
に
始
ま
る
《
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
》
の
問
題
意
識
も
重

な
り
、
次
元
の
違
っ
た
原
理
的
な
問
題
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
も
見
え
る
。

そ
う
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
結
社
へ
の
関
心
に
つ
い
て
は
別
個
に
検
討
す
る
の
が

適
し
て
い
よ
う
。
と
ま
れ
、
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
研
究
が
本
格
的
に
着
手
さ
れ
る
の

は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
新
し
い
状
況
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

（
二
）　

組
合
を
め
ぐ
る
歴
史
的
研
究
の
は
じ
ま
り

ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
組
合
を
テ
ー
マ
に
し
た
研
究
は
第
二
次
世
界
大
戦

前
・
戦
中
に
若
干
の
事
例
は
あ
る
が
、
関
係
諸
分
野
の
研
究
が
軌
道
に
乗
る
の

は
、
よ
う
や
く
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
で
あ
っ

た
。
そ
の
里
程
標
と
研
究
の
モ
チ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
を
略
述
す
る
。

ａ　

概
観

民
俗
学
者
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
は
す
で
に
一
九
五
九
年
に
組
合
研
究

を
民
俗
学
の
課
題
と
し
て
呼
び
か
け
（
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
一
九
五
九
ａ
）、
ま
た

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
い
て
も
住
民
と
組
合
と
の
関
係
の
実
態
把
握
に
意
を
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四
五

も
ち
い
て
い
た
（
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
一
九
五
九
ｂ
）。
そ
れ
に
応
え
て
一
九
六
〇

年
代
の
早
い
時
期
に
、
バ
ー
デ
ン
地
方
北
辺
の
ヴ
ァ
イ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
市
に
つ

い
て
同
市
で
の
多
種
多
様
な
組
合
の
消
長
を
追
跡
し
た
の
が
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
で
あ
っ
た
（
Ｈ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）。
一
九
六
三
年
の
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン

大
学
に
お
け
る
学
位
論
文
で
、
そ
の
審
査
委
員
の
一
人
は
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
で

あ
っ
た
。
な
お
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
そ
の
後
、
出
身
地
で
も
あ
る
ヴ
ァ

イ
ン
ハ
イ
ム
の
市
立
博
物
館
の
主
任
研
究
員
、
ま
た
博
物
館
長
と
な
り
、
郷
土

研
究
の
分
野
で
多
く
の
著
作
を
世
に
問
う
た
。

詳
し
く
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
（
組
合
）
が
市
民

的
公
共
性
の
形
成
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
注
目
し
た
の
は
ユ
ル
ゲ
ン
・

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
最
初
の
主
要
著
作
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
で
（
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
一
九
六
二
﹇
細
谷
・
訳
﹈：
五
四
以
下
）、
本
稿
で
と
り
上
げ
る
ニ
ッ
パ
ー

ダ
イ
の
研
究
で
も
そ
れ
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
社
会
学
や
行
政
学
で

は
、
一
九
七
〇
年
前
後
か
ら
《
町
村
体
の
社
会
学
》
や
《
村
の
政
治
》
の
枠
組

み
に
お
い
て
組
合
が
射
程
に
入
っ
た
。
エ
ス
ト
ニ
ア
出
身
の
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
人
で

ア
メ
リ
カ
社
会
学
を
背
景
に
し
た
ベ
ニ
ー
タ
・
ル
ッ
ク
マ
ン
（
一
九
二
五
―

八
七 

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
）
が
お
り
、
さ
ら
に
地
方
自
治
の
専
門
家

ハ
ン
ス
＝
ゲ
オ
ル
ク
・
ヴ
ェ
ー
リ
ン
グ
（
一
九
三
八
―
Ｌ
）
が
永
く
研
究
を
牽

引
し
た
。

歴
史
学
の
分
野
で
は
、ト
ー
マ
ス
・
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ（
一
九
二
七
―
九
二 

ミ
ュ

ン
ヒ
ェ
ン
大
学
教
授
）
を
含
む
歴
史
学
者
た
ち
の
共
同
論
集
を
待
た
ね
ば
な
ら

な
い
。
論
集
は
歴
史
研
究
を
モ
チ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
し
た
同
好
者
の
組
合
組
織

（
歴
史
学
協
会
）
の
成
立
と
推
移
を
追
う
の
が
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、ニ
ッ
パ
ー

ダ
イ
は
そ
う
し
た
特
化
し
た
関
心
に
先
立
っ
て
組
合
と
い
う
結
集
一
般
の
歴
史

的
な
意
義
を
問
い
、
そ
れ
が
歴
史
学
に
お
け
る
組
合
研
究
の
以
後
の
起
点
に

な
っ
た
（
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
一
九
七
二
﹇
河
野
・
訳
﹈）。
ま
た
そ
れ
が
切
り
拓
い

た
新
し
い
局
面
で
の
代
表
的
な
研
究
成
果
に
は
、
一
八
四
八
年
革
命
に
焦
点
を

あ
て
て
ラ
イ
ン
川
＝
マ
イ
ン
川
の
重
な
る
地
域
の
組
合
の
動
向
を
文
書
資
料
に

よ
っ
て
解
明
し
た
ミ
ヒ
ァ
エ
ル
・
ヴ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ゲ
ル
（
一
九
五
七
―
Ｌ
）
の

大
著
が
あ
る
（
ヴ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ゲ
ル
一
九
八
九
）。

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
近
代
史
家
オ
ッ
ト
ー
・
ダ
ン
（
一
九
三
七
―

二
〇
一
四 

当
時
ケ
ル
ン
大
学
教
授
）
が
組
合
の
歴
史
的
変
遷
を
問
う
論
集
を

編
ん
だ
。
組
合
の
推
移
を
幾
つ
か
の
エ
ポ
ッ
ク
に
区
切
っ
て
主
に
歴
史
学
の
研

究
者
が
担
当
し
た
が
、
そ
こ
に
社
会
学
（
ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト
一
九
八
四
﹇
河
野
・

訳
﹈）
と
民
俗
学
か
ら
の
概
説
が
加
え
ら
れ
た
（
レ
ー
マ
ン
一
九
八
四
﹇
河
野
・

訳
﹈）。

こ
の
他
に
組
合
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
分
野
に
は
ス
ポ
ー
ツ
が
あ
る
。
そ

の
組
織
運
営
に
お
い
て
組
合
は
大
き
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
ま
た
前
身
の
ド

イ
ツ
特
有
の
《
体
操
》（T

urn

）
以
来
、
実
習
の
組
織
が
組
合
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
早
く
か
ら
組
合
に
目
配
り
し
た
歴
史
的
な
概
観
が
な
さ
れ
て
き
た
。
す

で
に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
に
体
操
・
ス
ポ
ー
ツ
史
を
数
多
く
ま
と
め
た
エ
ト
ム
ン

ト
・
ノ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
は
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
（
河
野
二
〇
一
九
：
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一
〇
二
）。
ま
た
民
俗
学
を
日
常
研
究
へ
と
導
い
た
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
も
早
く
か

ら
ス
ポ
ー
ツ
文
化
を
研
究
対
象
と
し
て
お
り
、
比
較
的
近
年
の
論
集
に
は
《
組

合
ス
ポ
ー
ツ
》
を
論
じ
た
数
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー

二
〇
〇
六
）。

以
上
は
、
組
合
の
歴
史
を
問
う
観
点
か
ら
指
標
的
な
動
向
に
触
れ
た
に
過
ぎ

な
い
が
、
次
に
こ
れ
ら
か
ら
幾
つ
か
記
述
を
拾
い
、
そ
れ
に
即
し
て
概
括
的
に

事
情
を
探
ろ
う
と
思
う
。

ｂ　

ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
調
査
研
究

組
合
の
起
源
を
尋
ね
る
と
、
や
や
込
み
入
っ
た
議
論
に
な
る
が
、
大
局
的
に

は
識
者
た
ち
の
見
解
は
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
。
啓
蒙
主
義
の
な
か
で
、
ま

た
個
人
主
義
と
都
市
的
・
市
民
的
な
運
動
と
し
て
組
合
が
形
成
さ
れ
た
と
見
る

の
で
あ
る
。
先
ず
、
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
提
示
し
た
輪
郭
に
お
い
て
そ

れ
を
確
か
め
た
い
（
Ｈ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
：
一
一
―
一
四
）。

（
集
団
形
成
が
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
﹇
組
合
﹈
と
い
う
形
で
）
新
た
な
展
開

を
見
た
の
は
啓
蒙
主
義
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

と
て
も
大
き
く
動
き
出
し
た
の
は
十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

個
人
主
義
と
市
民
的
＝
政
治
的
な
趨
勢
が
近
代
の
組
合
活
動
に
つ
な
が
っ

た
。
古
い
諸
々
の
共
同
体
（
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
）
に
そ
の
前
身
を
み
と

め
る
の
は
非
常
に
限
定
的
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
組
合
は
、
大
幅
に
別
の

前
提
に
立
脚
す
る
か
ら
で
あ
る
。
前
代
の
共
同
体
は
、
組
合
の
な
か
で
変

質
す
る
か
、
そ
れ
と
も
消
滅
す
る
か
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
。
昔
か
ら
の
、

教
会
や
国
家
や
ツ
ン
フ
ト
そ
の
他
の
神
聖
と
さ
れ
た
つ
な
が
り
を
、
市
民

は
、
徐
々
に
、
そ
の
個
人
主
義
に
見
合
う
新
た
な
も
の
に
と
り
か
え
た
。

結
集
へ
の
一
般
的
・
人
間
的
な
希
求
は
、
個
人
主
義
に
よ
っ
て
も
無
力
に

な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
別
の
領
域
に
導
か
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

組
合
運
動
は
、
当
初
は
純
粋
に
都
市
的
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
農
村

住
民
に
つ
い
て
は
当
時
は
な
お
農
奴
が
お
り
、
新
し
い
理
念
に
目
を
開
か

さ
れ
る
の
は
か
な
り
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
都
市
で
も
初
期
の
組
合

は
、
市
民
の
最
上
層
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
人
々
が
こ
の
形

態
に
手
を
出
す
の
は
緩
慢
で
あ
っ
た
。

啓
蒙
主
義
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
教
養
へ
の
希
求
を
考
え
れ
ば
、
十
八

世
紀
末
頃
の
最
初
の
組
合
が
読
書
協
会
と
し
て
成
り
立
ち
、
図
書
館
を

創
っ
た
り
、
雑
誌
を
発
行
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
理
解
で
き

よ
う
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
一
八
〇
〇
年
頃
か
ら
姿
を
あ
ら
わ
し
て
、
や

は
り
社
交
に
資
す
る
《
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
》
協
会
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
ま

た
社
交
を
い
っ
そ
う
前
面
に
出
し
た
の
は
、
同
じ
頃
に
中
・
小
市
民
層
の

あ
い
だ
で
成
立
し
て
き
た
《
ハ
ー
モ
ニ
ー
》
協
会
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

結
社
は
ま
だ
身
分
的
な
構
成
で
、た
い
て
い
は
非
常
に
閉
鎖
的
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
最
初
の
団
体
が
一
八
〇
九
年
に
ツ
ェ
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
ベ
ル
リ

ン
で
設
立
さ
れ
た
《
歌
の
円
卓
団
》
に
も
あ
て
は
ま
る
。
真
に
民
衆
的
な
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十
九
世
紀
の
組
合
運
動
は
、
射
撃
団
、
合
唱
者
、
体
操
者
の
組
合
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ら
が
《
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
》
で
あ
っ
た
の
は
、
す
べ
て
の
身
分
を

包
含
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
解
放
戦
争
と
ヤ
ー
ン
の
影

響
を
強
く
受
け
た
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
大
学
生
団
体
）
運
動
は
、
こ

れ
ら
の
組
合
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。

射
撃
組
合
は
、
昔
か
ら
の
射
撃
団
の
継
続
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

継
続
が
途
切
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
新
た
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
営
為

は
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、モ
チ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
は
変
化
し
て
い
た
。

一
八
二
四
年
の
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
《
歌
の
花
輪
》
は
最
初
の
民

衆
的
な
歌
唱
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
と
見
ら
れ
、
ま
た
ス
イ
ス
人
ネ
ー
ゲ
リ
の
合

唱
曲
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
の
自
覚
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
追

う
よ
う
に
、
南
ド
イ
ツ
で
は
多
く
の
歌
唱
組
合
が
つ
く
ら
れ
た
。
体
操
組

合
は
、
当
初
か
ら
、
ヤ
ー
ン
の
体
操
稽
古
場
（
一
八
一
一
年
か
ら
）
に
接

続
し
て
い
た
。体
操
禁
止
令
の
た
め
に
、そ
れ
が
設
立
の
波
を
迎
え
た
の
は
、

よ
う
や
く
十
九
世
紀
の
三
〇
年
代
で
あ
り
、
特
に
四
〇
年
代
で
あ
っ
た
。

語
注
だ
が
、
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ツ
ェ
ル
タ
ー
（
一
七
五
八
―

一
八
三
二
）
は
著
名
な
音
楽
指
導
者
で
メ
ン
デ
ス
ゾ
ー
ン
を
も
教
え
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
ク
・
ネ
ー
ゲ
リ
（
一
七
七
三
―
一
八
三
六
）
は
ス

イ
ス
の
作
曲
家
で
音
楽
理
論
家
に
し
て
楽
譜
出
版
を
も
営
ん
だ
。

組
合
の
初
期
の
事
情
に
関
す
る
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
見
解
は
、
以
後

の
研
究
に
お
い
て
も
概
ね
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
重
要
度
は
減
じ
な
い

が
、
本
来
、
特
定
地
域
に
テ
ー
マ
が
絞
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め

の
枠
組
み
と
し
て
一
章
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
全
般
的
な
記
述

は
（
的
確
で
は
あ
る
が
）
簡
単
に
済
ま
さ
れ
て
い
る
。
と
は
言
え
、
読
書
協
会

や
少
し
遅
れ
て
始
ま
っ
た
歌
唱
組
合
だ
け
で
な
く
、《
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
協
会
》

や《
ハ
ー
モ
ニ
ー
協
会
》が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
は
博
物
館
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
建
造
物
や
記
念
碑
な
ど
文

化
的
文
物
と
の
ふ
れ
あ
い
に
よ
る
一
般
教
養
で
あ
り
、
啓
蒙
主
義
の
人
間
解
放

の
理
念
と
重
な
っ
て
い
た
。《
ハ
ー
モ
ニ
ー
》
も
基
本
的
に
同
じ
で
、
人
間
や

社
会
の
調
和
・
諧
調
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
狭
義
の
趣
味
の
次
元
で
は
な
く
、

新
た
な
人
間
観
・
世
界
観
に
照
応
す
る
も
の
と
解
さ
れ
た
。
音
楽
の
実
演
や
鑑

賞
も
そ
の
観
点
か
ら
採
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。《
コ
ン
サ
ー
ト
》
を
冠
し

た
結
集
も
ほ
ぼ
同
義
で
、
音
楽
の
鑑
賞
に
と
ど
ま
ら
な
い
人
間
性
の
完
成
の
意

味
を
持
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
事
情
を
確
か
め
る
に
は
、
次
に
書
か
れ

た
専
門
的
な
歴
史
家
の
研
究
が
周
到
で
、
事
実
、
以
後
の
歴
史
的
研
究
に
と
っ

て
里
程
標
と
な
っ
て
い
っ
た
。
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
発
端
か
ら
十
九
世
紀
半
ば
ま

で
の
動
向
に
関
す
る
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
論
説
で
あ
る
。

ｃ　

新
し
い
世
界
の
到
来
と
組
合
の
成
立

前
節
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
組
合
は
十
八
世
紀
の
後
半
か
ら
徐
々
に
あ
ら
わ
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れ
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
本
格
化
し
た
。
そ
れ
は
、
伝
統
的
な
地
縁
や
血
縁
に

よ
る
結
集
体
で
は
な
く
、
ま
た
支
配
機
構
の
末
端
組
織
、
た
と
え
ば
貢
納
に
聯

帯
責
任
を
負
う
団
体
で
も
な
く
、
ギ
ル
ド
や
ツ
ン
フ
ト
で
も
な
く
、
さ
ら
に
教

会
に
か
か
わ
る
制
度
的
な
単
位
で
も
な
い
。
一
口
に
言
え
ば
、
市
民
の
自
発
的

な
結
集
で
、
早
い
時
期
の
基
本
的
な
モ
チ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
は
教
養
と
集
い
（
社

交
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
新
し
い
時
代
の
新
し
い
理
念
と
も
密
接
で
あ
っ
た
。
フ

ラ
ン
ス
革
命
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
革
命
が
シ
ン
ボ
ル
に
な
る

状
況
の
到
来
で
あ
り
、
因
習
の
打
破
と
自
由
な
存
在
と
し
て
の
人
間
の
理
念
の

時
代
と
照
応
し
て
い
た
。も
と
よ
り
身
分
と
は
関
係
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、

実
態
と
し
て
は
身
分
や
階
層
の
要
素
は
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
原
理
は
自
由
な

個
人
で
あ
り
、
そ
れ
に
沿
っ
て
多
種
多
様
な
組
合
が
成
立
し
た
。
ニ
ッ
パ
ー
ダ

イ
の
論
説
の
第
二
章
は
「
組
合
形
成
の
原
因
：
古
い
世
界
と
新
し
い
世
界
」
と

謳
わ
れ
、《
古
い
世
界
》
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
（
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ

一
九
七
二
﹇
河
野
・
訳
﹈：
一
一
七
）。

・
・
・
・
個
々
人
は
、
家
・
寄
合
・
教
会
会
衆
、
時
に
は
隣
人
組
を
も
加

え
て
構
造
化
さ
れ
た
生
存
圏
の
な
か
で
生
き
て
い
た
。
こ
の
生
存
圏
の
な

か
で
は
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
と
目
的
設
定
の
可
能
性
は
ご
く
僅
か
で
、
社
交

へ
の
希
求
が
満
た
さ
れ
る
の
は
紡
ぎ
部
屋
か
ら
親
方
お
披
露
目
の
招
宴
ま

で
で
あ
っ
た
。

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
、
法
学
の
分
野
の
先
行
研
究
（
ミ
ュ
ラ
ー
）
に
倣
っ
て
、

古
い
タ
イ
プ
の
諸
集
団
をK

orporation

（
座
団
）
と
総
称
し
、
そ
れ
に
対
し

て
新
し
い
状
況
（
現
代
に
ま
で
及
ぶ
）
の
集
団
を
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

（A
ssoziation

）と
呼
ぶ
。
ま
た
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に《
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
化
》
の
術
語
を
当
て
て
い
る
。

な
お
、
こ
こ
で
《
家
》
と
言
わ
れ
る
の
は
家
父
長
の
支
配
の
下
、
家
族
の
成

員
の
み
な
ら
ず
住
み
込
み
の
扈
従
や
年
季
奉
公
人
を
も
併
せ
た
《
イ
エ
一
党
》

（ganzes H
aus

）
を
指
す
。
歴
史
学
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
中
世
以

後
の
社
会
の
再
建
の
過
程
で
国
家
・
領
邦
経
営
の
基
礎
単
位
と
し
て
意
義
が
高

ま
っ
た
大
家
族
で
あ
る
。
ま
た
《
イ
エ
一
党
》
は
十
九
世
紀
後
半
に
伝
統
的
な

秩
序
の
継
続
を
重
視
し
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
リ
ー
ル
（
一
八
二
三

―
九
七
）
の
回
顧
的
な
用
語
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
か
な
り
一
般
的
に
受
け
入

れ
ら
れ
た
用
語
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
へ
の
批
判
も
起
き
た）

3
（

。

そ
し
て
こ
れ
ら
と
並
ん
で
、
教
会
会
衆
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
と
隣
人
組
（
ナ
ッ

ハ
バ
ル
シ
ャ
フ
ト
）
が
名
指
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
《
古
い
世
界
》
で
《
社
交
》

が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、《
紡
ぎ
部
屋
か
ら
親
方
お
披
露
目
の
招
宴
ま
で
》
の
よ

う
な
種
類
で
あ
っ
た
と
し
て
具
体
例
を
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
は
村
の
生
活
の
決

ま
っ
た
一
局
面
で
、
冬
場
、
共
同
の
屋
内
の
一
室
に
娘
た
ち
が
あ
つ
ま
っ
て
糸

紡
ぎ
を
お
こ
な
い
、こ
れ
に
は
暖
房
や
照
明
の
節
約
の
意
味
も
あ
っ
た
と
共
に
、

そ
こ
へ
は
若
い
男
も
や
っ
て
き
て
男
女
の
団
欒
の
場
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指

す
。
そ
こ
で
の
男
女
の
集
い
は
、
風
紀
面
で
お
上
の
規
制
が
よ
く
出
さ
れ
た
対

― 77 ―



四
九

象
で
も
あ
っ
た
（
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ト
﹇
河
野
・
訳
﹈ ：
六
一
以
下
）。
ま
た
後
者
は
、

職
人
が
試
験
に
合
格
し
て
親
方
に
な
る
と
き
に
関
係
者
に
振
る
舞
う
宴
会
を
指

し
、
ギ
ル
ド
や
ツ
ン
フ
ト
で
は
規
定
な
い
し
は
不
文
律
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に

対
し
て
、
新
し
く
独
り
立
ち
す
る
者
に
過
度
な
負
担
を
強
い
る
も
の
と
し
て
プ

ロ
イ
セ
ン
の
一
七
三
六
年
の
禁
令
な
ど
抑
制
の
対
象
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、十
八
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
進
展
し
た
《
新
し
い
世
界
》
に
お
い
て
《
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
と
目
的
設
定
の
可
能
性
》
を
あ
た
え
た
の
が
《
組
合
》
で
あ
っ

た
、
と
説
か
れ
る
。

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
が
、前
近
代
と
は
対
照
的
な
集
団
形
成
を《
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
原
理
》
の
概
念
で
押
さ
え
、
そ
の
具
体
的
な
形
態
と
し
て
《
組
合
》
を
前

面
に
出
し
た
研
究
史
上
の
意
義
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の
方
向
の
先
行
研
究
は
皆

無
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
な
お
固
ま
っ
て
い
ず
、
そ
こ
に
気
付

い
た
識
者
も
《
働
く
者
の
集
い
》（arbeitende Geselligkeit
）
と
い
っ
た
言

い
方
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
レ
ス
ラ
ー
：
一
九
四
以
下
・
二
一
六

以
下
：
こ
れ
へ
の
コ
メ
ン
ト
は
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
一
九
七
二
﹇
河
野
・
訳
﹈ ：

一
二
四
）。

（
三
）　
《
組
合
の
時
代
》 

― 

組
合
の
初
期
の
展
開

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
論
考
「
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
に
お

け
る
社
会
構
造
と
し
て
の
組
合
」
は
、
そ
う
厚
い
も
の
で
は
な
い
が
、
歴
史
的

推
移
の
把
握
が
構
造
的
で
あ
り
、
分
量
に
比
し
て
情
報
量
も
多
い
。
注
目
す
べ

き
は
、
そ
の
期
間
を
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
と
み
て
《
組
合
の
時
代
》
と
呼
ん
だ
こ

と
で
あ
る
。
出
発
点
で
も
、ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
場
合
、読
書
協
会
や
ハ
ー
モ
ニ
ー

協
会
と
並
べ
て
、特
に
愛
国
協
会
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
活
用
さ
れ
た
先
行
研
究
が
関
係
し
て
い
る
。
今
挙
げ
た
ハ
イ
ン
ツ
・

シ
ュ
ミ
ッ
ツ
に
遅
れ
る
こ
と
数
年
、
一
九
六
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
民
俗
学
者
ヘ

ル
ベ
ル
ト
・
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
（
一
八
九
四
―
一
九
七
五
）
の
『
ハ
ム
ブ
ル

ク
の
組
合
：
社
交
の
歴
史
の
た
め
に
』
で
あ
る
（
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
）。
ハ

ム
ブ
ル
ク
市
域
に
限
定
し
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
消
長
し
た
多
種
多
様
な
組
合

を
網
羅
的
か
つ
歴
史
的
に
解
明
し
た
労
作
で
あ
っ
た
。
な
お
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
で

「
社
交
の
歴
史
」
と
謳
わ
れ
る
の
は
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ム
メ
ル
の
理
論
を
指
標

に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
共
に
、フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
が
《
社
交
》
や
《
調

和
》
を
特
質
と
見
た
こ
と
に
対
し
て
は
、組
合
が
名
称
と
し
て
屢
々
掲
げ
た
《
調

和
》
な
ど
を
看
板
通
り
に
受
け
と
め
過
ぎ
て
お
り
、
力
関
係
や
軋
轢
を
含
む
組

合
の
内
部
構
造
に
分
け
入
っ
て
い
な
い
と
の
批
判
も
起
き
た
（
レ
ー
マ
ン

一
九
八
四
﹇
河
野
・
訳
﹈：
八
七
以
下
）。

ａ　

組
合
の
初
期
の
諸
要
素

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
組
合
の
歴
史
に
関
す
る
論
説
を
次
の
よ
う
に
説
き
始
め

た
。
こ
こ
で
は
原
注
を
省
い
て
抜
粋
す
る
（
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
一
九
七
二
﹇
河
野
・

訳
﹈：
一
〇
九
以
下
）。
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五
〇

一
七
六
五
年
、ハ
ム
ブ
ル
ク
に
お
い
て
愛
国
協
会
が
設
立
さ
れ
た
。ま
っ

た
く
任
意
で
拾
っ
た
事
例
だ
が
、
社
会
的
組
織
と
し
て
は
、（
そ
の
時
代

の
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
方
と
は
別
に
）
私
た
ち
が
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
あ
る
い
は
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
（
組
合
）
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
先
ず
は
、
人
々
の
自
由
に
し
て
組
織
的
な
ま
と

ま
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
入
会
と
退
会
と
解
散
の
自
由
が
あ
る
。
ま
た
、

メ
ン
バ
ー
の
法
的
な
位
置
と
も
か
か
わ
り
が
な
く
、
メ
ン
バ
ー
の
法
的
な

位
置
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
な
意
味
で
は
メ

ン
バ
ー
の
位
置
で
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
あ
る
。
詰
め
て
言
え
ば
、
み
ず
か

ら
自
由
な
設
定
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
特
定
の
目
的
の
た
め
に
設
立
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
、
昔
か
ら
の
社
会
的
組
織

形
態
す
な
わ
ち
寄
合
と
異
な
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
も
の
は
、
自
発
的
で

は
な
く
、
生
得
と
身
分
に
規
定
さ
れ
、
生
き
る
こ
と
全
体
に
一
様
に
か
か

わ
る
組
織
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
う
し
た
組
織
は
、
そ
の
成
員
に
と
っ

て
は
、
位
置
を
定
め
る
法
的
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
上
記
の
愛
国
協
会
が

設
立
さ
れ
た
時
期
、
ド
イ
ツ
で
は
、
幾
つ
か
の
近
似
し
た
も
の
の
形
成
が

起
き
て
い
た
。
た
と
え
ば
エ
ル
フ
ル
ト
の
愛
国
協
会
と
し
て
「
一
七
五
四

年
創
設
の
エ
ル
フ
ル
ト
協
会
す
な
わ
ち
共
通
の
学
知
の
ア
カ
デ
ミ
ー
」
が

あ
り
、
ま
た
農
業
協
会
あ
る
い
は
経
済
協
会
が
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
ヴ
ァ

イ
セ
ン
ゼ
ー
（
一
七
六
二
年
）
や
、ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
（
一
七
六
三
年
）
や
、

ツ
ェ
レ
（
一
七
六
四
年
）
や
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
（
一
七
六
五
年
の
物
理
学
・

経
済
学
協
会
）、
ア
ル
ト
エ
ッ
テ
ィ
ン
グ
（
一
七
六
五
年
の
「
学
者
協
会
」

と
一
七
六
八
年
の
「
慣
習
学
と
農
業
の
組
合
」
と
一
七
六
九
年
の
「
バ
イ

エ
ル
ン
農
業
経
済
協
会
」）
な
ど
、
ま
た
音
楽
あ
る
い
は
学
術
・
文
学
協

会
で
は
ハ
ム
ブ
ル
ク
の
一
六
六
〇
年
の
コ
レ
ギ
ウ
ム
・
ム
ー
ジ
ク
ム
、
ラ

イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
は
一
七
四
三
年
の
「
大
コ
ン
サ
ー
ト
」
あ
る
い
は
バ
イ
エ

ル
ン
の
「
音
楽
実
修
協
会
」（
一
七
四
五
年
）、
同
様
の
協
会
が
他
所
で
も

見
受
け
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
一
七
二
四
年
以
来
そ
の
名
称
が
知
ら
れ
て

い
る
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
「
ド
イ
ツ
語
詩
歌
協
会
」、
ベ
ル
リ
ン
の
「
医
学

読
書
協
会
」（
一
七
六
四
年
）、
ま
た
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
で
も
そ
う
し
た
ク
ラ

ブ
（
一
七
五
二
年
以
来
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
タ
イ
プ
か
ら
み
て
明
ら
か
に

近
代
的
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
形
態
で
あ
る
も
の
で
は
一
七
三
七
年
以
来

の
ハ
ム
ブ
ル
ク
に
お
い
て
全
ド
イ
ツ
に
分
布
す
る
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
支
部

が
あ
る
。
と
は
言
え
、
そ
う
し
た
結
集
体
の
数
は
、
こ
の
時
点
で
は
な
お

ご
く
僅
か
で
あ
っ
た
。

こ
れ
だ
け
で
も
目
配
り
の
周
到
さ
が
見
て
と
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
得

ら
れ
た
知
見
に
注
目
し
た
い
。
普
通
は
、
バ
ロ
ッ
ク
期
の
国
語
協
会
が
主
要
に

挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
淵
源
の
要
素
は
あ
っ
て
も
直
線
的
に
つ
な
が
ら
な
い
先

駆
者
が
も
と
め
ら
れ
る
が
、
愛
国
協
会
を
起
点
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
性
格
規

定
と
広
が
り
が
、
よ
り
的
確
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
フ
リ
ー

メ
イ
ソ
ン
を
も
う
一
方
の
極
と
し
て
注
目
し
た
こ
と
も
特
筆
さ
れ
て
よ
い
。
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五
一

続
く
一
七
八
〇
年
代
に
は
、
組
合
の
数
は
増
え
、
組
合
は
、
人
間
の
社

会
的
関
係
を
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
化
し
特
徴
づ
け
る
力
と
な
っ
た
。
誰

で
あ
れ
、
こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
史
の
何
ら
か
の
分
野
に
取
り
組
む
と
、
否

応
な
く
組
合
の
設
立
と
活
動
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
先
ず
十
八
世
紀
の

八
〇
年
代
と
九
〇
年
代
で
は
、
営
農
に
か
か
わ
る
協
会
、
愛
国
協
会
、
読

書
協
会
で
、
十
八
世
紀
末
に
は
そ
う
し
た
読
書
協
会
は
二
七
〇
団
体
に

上
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
や
ハ
ム
ブ
ル
ク
の
よ
う
な
大
都
市
で
は
、
音
楽
協
会

や
、
純
然
た
る
社
交
団
体
の
最
初
の
種
類
（
交
友
ク
ラ
ブ
、
月
曜
ク
ラ
ブ
、

ハ
ー
モ
ニ
ー
協
会
な
ど
）
が
で
き
て
い
た
。
人
道
的
な
福
祉
組
合
、
す
な

わ
ち
一
七
九
二
年
に
キ
ー
ル
で
設
立
さ
れ
た
「
自
由
意
志
に
よ
る
貧
民
の

友
の
協
会
」
や
、
ピ
エ
テ
ィ
ズ
ム
の
組
合
設
立
の
最
初
の
波
が
そ
う
で
、

後
者
は
バ
ー
ゼ
ル
で
の
「
ド
イ
ツ
・
キ
リ
ス
ト
教
協
会
」
が
そ
の
皮
切
り

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
革
命
の
進
行
の
な
か
で
組
織
さ
れ
た
最
初

の
政
治
的
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
全
て
は
、
多
数
の
非
公
式

な
グ
ル
ー
プ
形
成
や
サ
ロ
ン
や
《
サ
ー
ク
ル
（K

reis

）》
や
コ
ー
ヒ
ー
の

集
い
を
背
景
に
し
て
い
る
。

組
合
に
つ
な
が
る
集
団
の
あ
り
方
と
し
て
《
コ
ー
ヒ
ー
の
集
い
》
を
含
め
て
い

る
こ
と
も
注
目
し
て
よ
い
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
他
の
組
合
に
比
べ
て
格
段
に

早
い
か
ら
で
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
は
十
八
世
紀
初
め
か
ら
西
洋
各
国
の
都

会
に
お
い
て
大
流
行
し
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
で
は
大
バ
ッ
ハ
が
市
民
向
け
の
コ

ン
サ
ー
ト
を
開
い
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。
文
化
の
溜
ま
り
場
と
し
て
の

コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
は
当
初
は
男
子
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
や
や
あ
っ
て
女
性
ど

う
し
の
《
コ
ー
ヒ
ー
仲
間
》
も
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
は
、
当
時
人
気
の
実
用
的

な
教
養
書
『
女
よ
ろ
ず
往
来
』（
一
七
一
五
年
）
か
ら
も
知
る
こ
と
で
き
る）

4
（

。

な
お
曜
日
を
看
板
に
し
た
集
い
で
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
「
水
曜
協
会
」
を
後
に
取

り
上
げ
る
。
と
ま
れ
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
記
述
を
さ
ら
に
追
っ
て
み
た
い
。

一
八
一
五
年
以
後
、
特
に
一
八
二
〇
年
代
に
は
、
藝
術
や
コ
ン
サ
ー
ト
や
、

歌
唱
の
組
合
す
な
わ
ち
歌
唱
円
卓
団
や
歌
唱
組
合
、
ま
た
学
術
者
の
知
的

社
交
や
学
問
の
特
定
の
学
術
分
野
の
《
友
だ
ち
》
の
組
合
、
そ
し
て
産
業

ご
と
の
組
合
が
広
ま
り
を
見
せ
た
。
最
初
の
軍
人
会
も
成
立
し
た
。
改
革

的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
動
き
も
組
合
と
し
て
組
織
さ
れ
、
た
と
え
ば
監

獄
改
善
組
合
が
そ
う
で
あ
る
。
一
八
四
〇
年
頃
に
は
、
市
民
の
あ
い
だ
で

の
組
合
形
成
へ
の
志
向
は
組
合
熱
に
ま
で
高
ま
っ
た
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

市
民
活
動
が
組
合
と
し
て
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
比
較
的
古
い
組
合
の

タ
イ
プ
に
は
特
に
社
交
組
合
・
教
養
組
合
・
歌
唱
組
合
が
大
半
の
地
域
に

広
が
っ
た
。
そ
し
て
新
た
な
状
況
は
、
新
し
い
・
非
常
に
特
化
さ
れ
た
組

合
の
設
立
を
促
し
た
。
公
共
の
課
題
に
、
種
々
の
組
合
や
学
校
組
合
、
果

て
は
国
土
美
化
組
合
が
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。

一
八
二
〇
年
代
以
後
の
動
向
と
し
て
、
産
業
別
の
組
合
が
広
ま
っ
た
こ
と
は
注
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目
し
て
よ
い
。
ハ
ン
ザ
同
盟
の
よ
う
な
閉
鎖
的
・
特
権
的
で
権
益
組
織
で
は
な

く
、
聯
絡
機
関
や
親
睦
団
体
と
し
て
の
業
界
団
体
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
今

日
に
つ
な
が
る
状
況
が
始
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
自
動
車
工
業
会
の
よ

う
な
世
界
的
に
影
響
力
を
も
つ
も
の
か
ら
、
町
の
園
藝
業
者
の
集
ま
り
ま
で
の

業
界
組
合
の
前
身
で
あ
る
。
ま
た
合
唱
を
モ
チ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
と
す
る
団
体
で

は
「
歌
の
円
卓
団
」（Liedertafel

）
を
名
乗
る
こ
と
が
流
行
に
な
り
、
そ
れ

は
今
日
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
嚆
矢
は
ツ
ェ
ル
タ
ー
が
創
始
し
た
ベ
ル
リ
ン
の

団
体
で
、
ア
ー
サ
ー
王
の
円
卓
の
騎
士
団
を
重
ね
合
わ
せ
た
名
称
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
南
ド
イ
ツ
で
は
「
歌
の
花
輪
」（Liderkranz

）
と
い
う
言
い
方

が
好
ま
れ
た
。
こ
れ
は
、
同
好
者
の
集
ま
り
を
花
輪
あ
る
い
は
花
冠
に
な
ぞ
ら

え
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
男
声
合
唱
の
集
ま
り
で
あ
る
が
、
直
接
の
モ
チ

ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
歌
唱
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
取
り
上

げ
る
。「
監
獄
改
善
組
合
」
も
こ
の
時
期
の
一
般
的
な
動
き
と
し
て
見
逃
せ
な

い
が
、
こ
れ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
会
の
関
係
者
が
関
与
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

経
済
や
社
会
に
関
係
す
る
集
団
的
関
心
も
、
成
立
し
つ
つ
あ
る
市
場
シ
ス

テ
ム
の
動
き
の
な
か
で
組
合
へ
と
組
織
さ
れ
た
。
そ
の
時
代
の
人
々
に

と
っ
て
は
、
一
八
四
〇
年
頃
の
経
済
と
産
業
の
展
開
は
、
総
じ
て
組
合
の

原
理
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
株
式
会
社
（A

ktiengesellschaften

）
す

な
わ
ち
《
株
式
組
合
》（A

ctien-V
erein

株
式
社
団
）
は
、 《
近
代
の
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
精
神
》
の
産
物
と
言
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
そ
し
て
他
な

ら
ぬ
組
合
構
造
が
そ
の
精
神
の
成
功
裏
の
歩
み
を
保
証
し
た
。

こ
の
一
節
は
経
済
動
向
に
言
及
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
先
に
も
ふ
れ
た

よ
う
に
、
十
九
世
紀
半
ば
過
ぎ
ま
で
は
産
業
革
命
と
共
に
盛
ん
に
な
っ
た
株
式

会
社
の
設
立
が
組
合
の
一
種
と
し
て
進
行
し
た
。
た
だ
し
先
に
も
触
れ
た
よ
う

に
、
企
業
の
実
際
活
動
つ
ま
り
経
営
者
と
従
業
員
の
関
係
で
は
な
く
、
資
本
の

水
準
で
の
理
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ギ
ル
ド
や
ツ
ン
フ
ト
と
い
っ
た
因
習
と
閉

鎖
性
を
帯
び
た
経
営
体
に
代
わ
っ
て
、
自
由
な
個
人
に
よ
る
資
本
の
自
由
な
運

用
が
主
流
に
な
っ
た
こ
と
が
こ
の
文
脈
で
あ
る
。

（
組
合
構
造
は
）
経
済
的
・
科
学
技
術
的
進
展
に
資
し
た
の
み
な
ら
ず
、

自
由
・
平
等
・
団
結
を
裏
づ
け
促
進
し
た
。
先
鋭
化
す
る
社
会
的
課
題
と

社
会
問
題
へ
の
公
的
な
参
加
が
、絶
え
ず
、新
し
い
組
合
設
立
に
つ
な
が
っ

た
。
た
と
え
ば
貧
し
い
子
供
た
ち
が
学
校
へ
通
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

組
合
、
貧
し
い
女
性
が
産
褥
に
あ
る
と
き
に
世
話
を
す
る
女
性
組
合
、
貧

し
い
農
民
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
栽
培
を
支
援
す
る
組
合
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
常
飲
に

反
対
す
る
組
合
、
片
隅
で
暮
ら
す
貧
民
を
支
援
す
る
た
め
の
女
性
組
合
、

病
院
設
立
の
た
め
の
組
合
、
あ
る
い
は
勤
労
者
階
級
の
福
祉
の
た
め
の
組

合
、
手
仕
事
職
人
や
徒
弟
や
労
働
者
の
教
養
組
合
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
激
化
す
る
社
会
的
課
題
は
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
ほ
と
ん
ど
全
て

の
同
時
代
人
に
と
っ
て
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
原
理
す
な
わ
ち
組
合
の
広
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が
り
に
偏
に
か
か
っ
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
か
っ
た
。

組
合
の
発
達
は
近
代
化
の
進
展
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
た
。
と
言
う
こ
と
は
、

身
分
社
会
が
崩
壊
す
る
か
、
少
な
く
と
も
公
秩
序
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
時

代
状
況
で
あ
る
。ま
た
資
本
主
義
的
な
生
産
様
式
が
一
般
化
す
る
時
代
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
階
級
社
会
の
様
相
が
強
ま
る
状
況
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う

し
た
状
況
で
発
生
し
た
多
種
多
様
な
問
題
に
対
処
す
る
結
集
形
態
と
し
て
組
合

は
多
彩
な
展
開
を
見
せ
た
。
資
本
の
集
積
の
面
か
ら
見
れ
ば
株
式
会
社
も
フ
ェ

ル
ア
イ
ン
（
邦
語
で
は
一
時
期
、
株
式
社
団
と
呼
ば
れ
た
）
で
あ
っ
た
。
ま
た

労
働
者
の
結
集
も
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
（
労
働
者
組
合
）
と
し
て
歩
み
を
開
始
し
、

や
が
て
労
働
組
合
（Gew

erkschaft

）
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
が
今
日

で
は
狭
義
の
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
か
ら
は
省
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
先
に
触

れ
た
。

貧
民
の
救
済
も
、
そ
れ
ま
で
の
仕
組
み
や
慣
習
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
こ
と

と
密
接
で
あ
る
。
た
と
え
ば
《
産
褥
に
あ
る
貧
し
い
女
性
》
の
対
処
に
つ
い
て

は
、
古
く
は
村
で
は
互
助
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
妊
婦
や
産
褥
に
あ
る
女
性
へ

の
扶
助
は
村
の
運
営
や
近
隣
関
係
の
重
要
な
項
目
で
、
妊
婦
に
限
っ
て
畑
の
作

物
を
少
々
な
ら
勝
手
に
取
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
事
例
が
あ
る
他
、《
産
褥
の

見
舞
い
》
と
し
て
飲
食
や
金
銭
を
持
ち
寄
る
習
わ
し
が
機
能
し
て
《
貧
民
の
家

で
も
産
褥
の
間
は
困
ら
な
い
》
と
も
言
わ
れ
て
い
た
（
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ト
﹇
河
野
・

訳
﹈：
一
三
七
）。
し
か
し
近
代
化
や
下
級
労
働
者
の
発
生
は
、
古
く
か
ら
の
慣

習
の
枠
外
の
事
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
問
題
へ
の
対
処
を
モ
チ
ヴ
ェ
ー

シ
ョ
ン
と
す
る
組
合
が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

《
ブ
ラ
ン
デ
ー
常
飲
に
反
対
す
る
組
合
》
も
、
都
市
化
と
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒

へ
の
対
処
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
近
代
の
工
場
に
お
け
る
労
働
規
律
と
関
係
し

て
い
た
。
同
時
期
に
イ
ギ
リ
ス
で
禁
酒
運
動
が
高
ま
っ
た
の
は
、
伝
統
的
な
職

人
の
労
働
と
は
異
な
っ
た
原
理
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
背
景
で

あ
っ
た
。
ち
な
み
に
伝
統
的
に
は
、
職
人
の
場
合
、
昼
は
た
い
て
い
ビ
ー
ル
が

出
て
お
り
、
ま
た
夏
場
で
夕
方
遅
く
ま
で
仕
事
が
続
く
と
き
に
は
途
中
で
ビ
ー

ル
が
供
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
（
ク
ラ
ー
マ
ー
﹇
河
野
・
訳
﹈：

一
三
二
）。
麦
類
の
収
穫
な
ど
の
現
場
で
は
、
か
な
り
時
代
が
下
る
ま
で
、
畑

の
一
隅
に
飲
み
放
題
の
酒
樽
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
な
例
外
が
あ
る
が
、
総
じ

て
近
代
化
の
な
か
で
労
働
は
新
し
い
規
律
へ
移
っ
て
い
っ
た
。

官
憲
の
規
制
が
や
わ
ら
ぐ
陰
で
、
政
治
的
な
組
合
、
あ
る
い
は
半
政
治
的

な
い
し
は
潜
在
的
に
政
治
的
な
組
合
が
設
立
さ
れ
、
ま
た
息
を
吹
き
返
し

た
体
操
組
合
や
国
民
教
育
の
組
合
も
並
行
し
て
盛
ん
に
結
成
さ
れ
た
。
ハ

ム
ブ
ル
ク
の
愛
国
協
会
の
結
成
か
ら
八
〇
年
後
に
あ
た
る
一
八
四
五
年
に

は
最
初
の
カ
ト
リ
ッ
ク
徒
弟
組
合
が
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
で
つ
く
ら
れ
た

が
、
そ
の
頃
に
な
る
と
、
も
は
や
組
合
の
数
は
か
ぞ
え
切
れ
な
く
な
っ
て

い
た
。《
組
合
の
時
代
》
で
あ
る
。
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ｂ　

組
合
育
成
へ
の
一
八
四
八
年
前
後
の
教
会
の
関
与

　
　
（
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
）

職
人
た
ち
の
教
養
組
合
で
は
、
教
会
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
大
き
か
っ
た
。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
カ
ト
リ
ッ
ク
徒
弟
組
合
」
は 

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
東
部
の
エ

ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
市
（
今
日
で
は
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
の
一
区
画
）
グ
リ
ュ
ン
街

の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
女
学
校
の
教
師
で
あ
っ
た
ブ
ロ
イ
ア
ー
（
一
八
二
〇
―

九
七
）
に
よ
っ
て
一
八
四
六
年
に
設
立
さ
れ
、
翌
一
八
四
七
年
に
同
地
の
教
区

教
会
堂
の
助
祭
ア
ー
ド
ル
フ
・
コ
ル
ピ
ン
グ
（
一
八
一
三
―
六
五
）
を
運
営
責

任
者
（
座
長
・
会
長
）
と
し
て
発
足
し
た
組
織
を
言
う
。
そ
れ
か
ら
程
な
く

一
八
四
九
年
に
コ
ル
ピ
ン
グ
は
赴
任
し
た
ケ
ル
ン
に
お
い
て
七
人
の
靴
職
人
の

徒
弟
を
集
め
て
徒
弟
組
合
を
発
足
さ
せ
た
。
同
組
合
は
一
八
五
〇
年
に
は
メ
ン

バ
ー
は
五
五
〇
人
、
さ
ら
に
コ
ル
ピ
ン
グ
の
没
年
の
一
八
六
五
年
に
は
四
一
八

か
所
、
メ
ン
バ
ー
二
四
〇
〇
〇
人
に
ま
で
拡
大
し
て
い
た
。
そ
の
後
「
コ
ル
ピ

ン
グ
・
ワ
ー
ク
」（K

olpingw
erk

）
と
呼
ば
れ
る
幅
広
い
社
会
活
動
団
体
と

な
り
、
今
日
で
は
会
員
二
三
万
人
を
数
え
る
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は

最
大
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
コ
ル
ピ
ン
グ
の
運
動
が
順

調
に
進
ん
だ
の
は
、
大
局
的
に
は
時
代
状
況
に
合
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
ま
た

教
会
官
庁
の
積
極
的
な
後
押
し
を
得
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

経
歴
に
ふ
れ
る
と
、
コ
ル
ピ
ン
グ
は
ケ
ル
ン
近
郊
ケ
ル
ペ
ン
に
賃
労
働
の
羊

飼
い
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
は
じ
め
靴
職
人
の
徒
弟
と
し
て
遍
歴
修
行
を
行

な
っ
た
。
二
四
歳
の
と
き
ギ
ュ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
学
ぶ
機
会
を
得
て
、
一
八
四
一

年
に
卒
業
資
格
を
得
て
、
翌
年
か
ら
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
、
ボ
ン
大
学
、
さ
ら

に
ケ
ル
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
院
で
学
ん
だ
。
そ
の
間
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
で

は
、後
に
マ
イ
ン
ツ
司
教
と
な
り
中
央
党
の
創
設
者
と
も
な
る
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・

エ
マ
ー
ヌ
エ
ー
ル
・
ケ
ッ
テ
ラ
ー
卿
（
一
八
一
一
―
七
七
）
に
就
い
た
。
そ
し

て
一
八
四
五
年
に
司
祭
に
叙
階
さ
れ
、
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
教
区
教
会
堂
聖

ラ
ウ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
助
祭
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
折
か
ら
同
地
で
発
足
し
た
徒

弟
組
合
に
関
わ
り
、
そ
れ
が
元
に
な
っ
て
一
八
四
七
年
に
発
足
し
た
カ
ト
リ
ッ

ク
徒
弟
組
合
の
運
営
責
任
者
と
な
っ
た
。
そ
し
て
翌
一
八
四
八
年
に
「
徒
弟
組

合
の
理
念
」
を
起
草
し
た
。
そ
れ
は
翌
一
八
四
九
年
に
刊
行
さ
れ
、
こ
の
指
針

が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
徒
弟
組
合
の
綱
領
と
な
っ
て
、
組
織
は
や
が
て
大
発
展

を
遂
げ
た
。
こ
れ
に
は
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
時
代
の
師
で
あ
っ
た
マ
イ
ン
ツ

司
教
ケ
ッ
テ
ラ
ー
が
す
で
に
一
八
四
六
年
の
段
階
で
、
徒
弟
組
合
は
《
労
働
者

問
題
の
解
決
に
向
け
た
教
会
の
寄
与
》
と
し
て
推
奨
し
た
こ
と
が
後
ろ
盾
と

な
っ
た
。
コ
ル
ピ
ン
グ
自
身
も
ケ
ッ
テ
ラ
ー
の
推
薦
で
一
八
四
九
年
に
ケ
ル
ン

大
聖
堂
の
次
席
司
祭
と
な
り
、
そ
の
立
場
で
、
七
人
の
靴
職
人
の
徒
弟
を
集
め

て
徒
弟
組
合
を
発
足
さ
せ
の
だ
っ
た
。
か
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
「
中
央
党
」

の
創
設
に
も
か
か
わ
る
影
響
力
の
大
き
い
教
会
行
政
者
が
徒
弟
組
合
の
普
及
を

歓
迎
し
支
援
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
時
代
思
潮
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
後
に

ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
創
設
に
か
か
わ
り
指
導
者
と
な
る
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ベ
ー

ベ
ル
（
一
八
四
〇
―
一
九
一
三
）
が
、
少
年
期
に
満
足
に
受
け
ら
れ
な
か
っ
た

五
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学
校
教
育
を
挽
回
し
た
の
も
カ
ト
リ
ッ
ク
徒
弟
組
合
に
お
い
て
で
あ
っ
た

（
ベ
ー
ベ
ル
﹇
波
多
野
・
訳
﹈）。

　
　
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
）

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
つ
い
て
も
見
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
実
は
、
ニ
ッ

パ
ー
ダ
イ
の
今
の
一
節
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
続
く
の
で
あ
る
。

教
会
の
よ
う
な
自
前
の
官
庁
・
所
管
構
造
を
も
つ
伝
統
的
な
社
会
的
権

力
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
並
ん
で
、
教
会
系
の
組

合
が
つ
く
ら
れ
、
し
か
も
ピ
エ
テ
ィ
ズ
ム
の
領
域
を
超
え
て
広
ま
り
を
見

せ
た
。
た
と
え
ば
ヨ
ー
ハ
ン
・
ヒ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ェ
ル
ン
の
自
由

キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
方
に
よ
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
う
し
た

組
合
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
若
者
組
合
の
諸
団
体
に
お
け
る
よ
う
に
内
部
す

な
わ
ち
メ
ン
バ
ー
に
向
け
て
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
布
教
組
合
「
グ
ス

タ
フ
・
ア
ー
ド
ル
フ
組
合
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
外
部
へ
の
働
き
を
目

指
す
こ
と
も
あ
っ
た
。

「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
若
者
組
合
」
の
《
若
者
》（Jüngling

）
は
主
要
に
職
人
の
《
徒

弟
》
を
指
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
こ
う
総
称
さ
れ

る
諸
団
体
の
活
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
（
最
初
期
の
先
例
を
除
け
ば
）

一
八
三
〇
年
代
か
ら
で
あ
っ
た
。
各
地
域
で
そ
の
時
期
の
リ
ー
ダ
ー
が
知
ら
れ

て
い
る
が
、
先
に
挙
げ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
系
と
の
関
係
で
同
じ
地
域
を
選
ぶ

な
ら
二
人
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。一
人
は
一
八
三
六
年
に
今
日
は
ヴ
ッ
パ
ー

タ
ー
ル
の
一
区
画
と
な
っ
て
い
る
バ
ル
メ
ン
に
お
い
て
職
人
徒
弟
の
教
化
の
た

め
の
組
合
を
開
い
た
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ラ
イ
ン
（
一
八
〇
三
―

八
四
）、
も
う
一
人
は
そ
の
二
年
後
の
一
八
三
八
年
に
同
地
域
の
エ
ル
バ
ー
フ
ェ

ル
ト
で
同
種
の
団
体
を
発
足
さ
せ
た
ア
ン
ト
ー
ン
・
ハ
ー
ゼ
ン
で
あ
る
。
先
に

挙
げ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
系
の
職
人
教
化
組
合
が
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
で
作
ら

れ
た
の
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
系
の
こ
の
先
例
が
刺
激
に
な
っ
た
面
が
あ

る
。
な
お
ク
ラ
イ
ン
や
ハ
ー
ゼ
ン
の
運
動
は
、
先
に
引
用
し
た
段
落
で
言
及
さ

れ
る
《
バ
ー
ゼ
ル
で
の
「
ド
イ
ツ
・
キ
リ
ス
ト
教
協
会
」》
を
指
針
と
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
一
八
一
五
年
に
ピ
エ
テ
ィ
ズ
ム
の
牧
師
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
ピ
ッ
ト
ラ
ー
（
一
七
八
二
－
一
八
六
七
）
が
始
め
た
運
動
で
あ
る
。

ま
た
一
八
二
六
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
で
《
シ
テ
ィ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
》

と
呼
ば
れ
る
教
化
事
業
を
始
め
た
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ナ
ス
ミ
ス
（
一
七
九
九
―

一
八
三
九
）
の
運
動
か
ら
も
影
響
を
受
け
た
。
な
お
ド
イ
ツ
語
圏
の
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
教
会
系
の
場
合
、
一
般
的
な
背
景
と
な
っ
た
ピ
エ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
、

十
七
世
紀
後
半
の
半
ば
に
起
き
た
在
宅
信
心
と
信
徒
の
定
期
的
な
集
ま
り
に
力

点
を
お
い
た
運
動
で
、
ザ
ク
セ
ン
や
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
地
方
で
領
主
の
支
援

を
得
て
強
固
な
土
台
を
築
き
、
や
が
て
ド
イ
ツ
語
圏
に
広
く
波
及
し
た
。

そ
う
し
た
中
で
、吸
引
力
の
大
き
い
運
動
が
起
き
て
、一
方
の
結
集
軸
と
な
っ

て
い
っ
た
。
そ
れ
が
引
用
文
で
《
ヨ
ー
ハ
ン
・
ヒ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ェ
ル

五
五
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ン
の
自
由
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
方
に
よ
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
》
と
名
指
さ
れ

る
《
荒
野
の
家
》
運
動
で
あ
る
。
ハ
ム
ブ
ル
ク
生
ま
れ
の
ル
タ
ー
派
の
牧
師

ヴ
ィ
ッ
ヒ
ェ
ル
ン
（
一
八
〇
八
―
八
一
）
は
す
で
に
少
年
時
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ

の
教
育
理
論
に
触
れ
る
機
会
を
も
ち
、
長
じ
て
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
と
ベ
ル

リ
ン
大
学
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
を
学
び
、
ま
た
学
生
時
代
か
ら
貧
民
救
済

や
監
獄
改
善
運
動
に
参
加
し
て
い
た
。
ハ
ム
ブ
ル
ク
へ
帰
郷
し
、
二
五
歳
の
と

き
、
市
の
有
力
者
を
説
得
し
て
ハ
ム
ブ
ル
ク
郊
外
の
貧
民
密
集
地
区
ホ
ル
ン
に

あ
っ
た
「
ル
ー
ゲ
の
家
」（Ruges H

aus 

建
設
の
人
名
に
因
む
）
を
入
手
し

て
「
荒
野
の
家
」（Raues H

aus

）
と
改
称
し
、
ま
た
こ
の
名
称
を
冠
し
た
運

動
を
起
こ
し
た
。
施
設
は
孤
児
の
世
話
と
教
育
の
場
と
な
っ
た
。
こ
の
ヴ
ィ
ッ

ヒ
ェ
ル
ン
の
運
動
が
ド
イ
ツ
の
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
社
会
と

文
化
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
は
、《
青
少
年
運
動
》
の
背
景
に
な
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
名
称
は
日
本
で
は
馴
染
み
が
薄
い
が
、
そ
れ
を
構
成
す
る
《
ワ

ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
》
や
《
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
》
と
な
る
と
イ
メ
ー
ジ
が
湧
く

だ
ろ
う
。
そ
こ
へ
つ
な
が
る
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ェ
ル
ン
の
活
動
で
は
、
青
少
年
の
集
団

生
活
に
力
点
が
置
か
れ
た
。

ヴ
ィ
ッ
ヒ
ェ
ル
ン
は
、
そ
の
た
め
の
小
道
具
に
も
工
夫
を
凝
ら
し
た
。
今
日

で
は
誰
も
が
知
る
よ
う
に
《
待
降
節
の
蠟
燭
飾
り
（
ア
ト
ヴ
ェ
ン
ト
ク
ラ
ン

ツ
）》、
す
な
わ
ち
樅
（
正
し
く
は
シ
ラ
ビ
ソ
）
の
常
緑
樹
に
紅
い
蠟
燭
を
あ
し

ら
っ
た
飾
り
物
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
節
の
風
物
で
あ
る
が
、
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ェ
ル
ン

が
一
八
四
二
年
に
考
案
し
た
も
の
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
当
初
は
天
井
か
ら
吊

る
す
円
環
状
で
そ
こ
に
多
く
の
紅
い
蠟
燭
が
配
さ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
《
待

降
節
の
蠟
燭
飾
り
》
は
十
九
世
紀
末
に
は
古
ゲ
ル
マ
ン
の
異
教
の
風
習
の
延
命

と
い
っ
た
俗
説
が
す
で
に
力
を
も
ち
、
そ
れ
も
あ
っ
て
新
し
い
宗
教
民
俗
の
広

ま
り
と
し
て
『
ド
イ
ツ
民
俗
地
図
』
の
調
査
項
目
と
も
な
っ
た）

5
（

。
と
ま
れ
、
こ

の
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ェ
ル
ン
の
《
国
内
布
教
》
を
指
標
概
念
と
す
る
運
動
は
大
き
な
広

ま
り
を
見
せ
た
。
飛
躍
が
起
き
た
の
は
一
八
四
八
年
で
、
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ェ
ル
ン
は

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
系
の
活
動
家
を
ヴ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
ベ
ル
ク
に
集
め
て
綱
領

を
作
成
し
、
拡
大
の
土
台
を
つ
く
っ
た
。
以
後
、
運
動
は
イ
ギ
リ
ス
に
も
広
が

り
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
と
ロ
ン
ド
ン
に
も
拠
点
が
つ
く
ら
れ
た
。
な
お
先
に
見
た
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
コ
ル
ピ
ン
グ
に
よ
る
布
教
活
動
の
組
織
化
も
や
は
り
三
月
革

命
直
後
の
一
九
四
九
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
八
四
八
年
革
命
の
前
後
に
顕

在
化
し
た
時
代
潮
流
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
両
宗
派
の
対
応
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

引
用
文
で
挙
げ
ら
れ
る
「
グ
ス
タ
フ
・
ア
ー
ド
ル
フ
組
合
」
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
の
「
コ
ル
ピ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
」
に
照
応
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
教
会
系
の
団

体
で
世
界
各
地
へ
の
布
教
を
担
う
組
織
で
あ
る
。

な
お
以
上
を
も
含
む
ド
イ
ツ
各
地
で
の
《
キ
リ
ス
ト
教
若
者
組
合
》
の
推
移

に
つ
い
て
は
一
八
九
五
年
に
発
祥
の
地
で
あ
る
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
に
お
い
て

一
種
の
通
史
な
い
し
は
概
説
書
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
デ
ー
タ
は

今
も
も
ち
い
ら
れ
る
ほ
ど
基
本
的
な
も
の
で
、
四
五
〇
頁
の
厚
さ
で
あ
る
。
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
教
会
側
の
記
述
で
あ
る
が
、
同
種
の
運
動
と
し
て
コ
ル
ピ
ン
グ
の

活
動
も
併
せ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
ク
ル
ム
マ
ッ
ハ
ー
一
八
九
五
）。
も

五
六

― 69 ―



と
よ
り
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ェ
ル
ン
や
コ
ル
ピ
ン
グ
と
い
っ
た
代
表
者
に
絞
れ
ば
、
今
日

で
は
新
し
い
解
説
書
が
幾
つ
も
刊
行
さ
れ
て
い
る）

6
（

。

ｃ　

体
操
組
合

組
合
の
発
展
に
お
い
て
絶
大
な
意
義
を
も
つ
の
は
、体
操
家
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ヤ
ー
ン
（
一
七
七
八
―
一
八
五
二
）
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
《
体

操
の
父
》（T

urnvater
）
で
、
そ
の
ベ
ル
リ
ン
郊
外
に
設
立
し
た
体
操
稽
古

場
が
ド
イ
ツ
語
圏
全
域
に
ひ
ろ
が
る
体
操
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
原
点
と
な
っ
た
。

も
っ
と
も
そ
の
実
際
の
活
動
は
永
く
は
な
か
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
追
撃
す
る

政
治
情
勢
で
は
プ
ロ
イ
セ
ン
首
相
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
支
援
を
得
て
順
調
で

あ
っ
た
が
、ウ
ィ
ー
ン
会
議
後
の
復
古
基
調
の
中
、そ
の
思
想
と
影
響
力
を
メ
ッ

テ
ル
ニ
ヒ
に
警
戒
さ
れ
て
、
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
決
議
の
具
体
化
と
し
て
《
体
操

禁
止
》（T

urnsperre 

一
八
二
〇
年
）
に
遭
い
、
ヤ
ー
ン
自
身
も
逮
捕
監
禁
さ

れ
た
。
一
八
三
〇
年
代
に
入
る
と
時
代
状
況
が
変
化
し
、
ヤ
ー
ン
の
監
禁
も
緩

ん
だ
が
、自
ら
は
運
動
に
戻
る
こ
と
は
な
く
、シ
ン
ボ
ル
的
な
存
在
に
と
ど
ま
っ

た
。
ヤ
ー
ン
が
そ
れ
ほ
ど
の
影
響
力
を
も
っ
た
の
は
、
体
操
技
術
教
本
を
携
え

た
体
操
家
の
故
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
反
響
を
呼

び
、し
か
も
長
期
に
わ
た
っ
て
影
響
を
あ
た
え
た
の
は
、も
う
一
冊
の
主
著
『
ド

イ
ツ
民
族
体
』（D

eutsches V
olkstum

. 

一
八
一
〇
）
で
あ
っ
た
。
愛
国
の

書
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
た
造
語
《V

olkstum

》
は
甚

大
な
波
及
力
を
も
っ
た
（
河
野
二
〇
〇
三
）。
ド
イ
ツ
の
組
合
運
動
の
な
か
で

体
操
組
合
は
最
有
力
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
と
な
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
こ
に
は

愛
国
の
情
熱
が
常
に
寄
り
添
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
ヤ
ー
ン
へ
の
評
価
は
生
前

か
ら
分
か
れ
た
。
社
会
批
判
の
詩
人
ハ
イ
ネ
は
ヤ
ー
ン
の
《
粗
暴
な
愛
国
心
》

を
嫌
っ
た
。
が
、
他
方
で
祖
国
愛
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
を
自
任
す
る
ヤ
ー

コ
プ
・
グ
リ
ム
も
反
り
が
合
わ
な
か
っ
た
。
世
人
が
歓
迎
し
始
め
て
い
た

V
olkstum

 

に
つ
い
て
、K

önigtum
, A
ltertum

, Reichtum
 

か
ら
も
知
ら
れ

る
よ
う
に
、
属
格
に ‒tum

を
つ
け
る
の
は
文
法
的
な
誤
り
、
と
咎
め
た
が
、

ヤ
ー
ン
も
負
け
て
は
い
ず
、
で
はT

odestum
 

は
ど
う
な
の
か
、
と
切
り
返

し
た
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、《
フ
ォ
ル
ク
ス
ト
ゥ
ー
ム
》
は
特
に
十
九
世
紀
後

半
が
進
む
に
つ
れ
て
一
般
語
と
な
っ
た
。
民
族
体
と
も
民
衆
体
と
も
訳
す
こ
と

が
で
き
（
筆
者
は
こ
の
二
つ
を
使
い
分
け
て
い
る
）、
良
識
的
な
側
で
も
普
通

に
使
わ
れ
て
い
た
が
、
ナ
チ
ス
＝
ド
イ
ツ
期
の
濫
用
が
災
い
し
、
ま
た
戦
後
の

理
論
的
検
証
に
よ
っ
て
問
題
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
聞
か

な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
ヤ
ー
ン
が
併
せ
て
造
語
し
た
形
容
詞
形 

volkstüm
lich

（
土
俗
的
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
の
民
衆
的
）
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性

を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
な
く
今
も
抵
抗
な
く
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
の
抽
象

語
形
で
や
は
り
ヤ
ー
ン
が
造
語
し
た V

olkstüm
lichkeit 

に
も
あ
て
は
ま
る
。

と
ま
れ
、
ヤ
ー
ン
の
生
前
に
露
わ
に
な
っ
て
い
た
評
価
の
別
れ
は
、
今
も
形

を
変
え
て
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
。た
と
え
ば
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
は
、ヤ
ー

ン
の
愛
国
心
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
一
体
だ
っ
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
事
実
、

ヤ
ー
ン
の
思
想
を
継
い
だ
体
操
指
導
者
に
は
、
世
代
を
重
ね
て
も
自
由
主
義
を

五
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標
榜
し
時
の
権
力
に
屈
し
な
い
人
々
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
の

『
ス
ポ
ー
ツ
文
化
論
』
に
は
、
た
と
え
ば
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
地
方
で
体
操
運
動

の
指
導
者
で
あ
っ
た
テ
ー
オ
ド
ル
・
ゲ
オ
ル
ギ
の
伝
記
的
事
績
が
ま
と
め
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
を
見
る
と
、
地
域
の
組
織
運
営
者
と
し
て
権
力
に
屈
し
な
い
硬

骨
漢
で
あ
っ
た
（
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
二
〇
〇
六
：
一
四
八
以
下
）。
ま
た
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
事
実
と
し
て
、
住
民
消
防
団
（
こ
れ
も
組
合
組
織
）
は
、
一
八
四
六

年
頃
か
ら
体
操
者
が
結
集
核
と
な
っ
て
作
ら
れ
た
地
域
が
少
な
く
な
い
。

ｄ　

社
会
の
分
節
化
と
都
市
的
現
象

社
会
学
の
側
か
ら
組
合
研
究
を
特
に
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
き
た
一
人
は
ハ

ン
ス
＝
イ
ェ
ル
ク
・
ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
活
動
拠
点
が
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ

ン
州
の
地
域
政
策
の
機
関
で
あ
っ
た
た
め
研
究
職
と
は
や
や
趣
が
異
な
る
が
、

《
町
村
体
の
社
会
学
》、《
地
域
の
政
治
》
あ
る
い
は
《
村
の
政
治
》
な
ど
を
テ
ー

マ
と
す
る
論
集
な
ど
で
は
組
合
研
究
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て
寄
稿
が
見
ら
れ

る
。
日
本
で
も
「
ド
イ
ツ
文
化
シ
リ
ー
ズ
」
の
『
ド
イ
ツ
の
地
域
社
会
』
の
な

か
の
数
編
は
ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト
の
報
告
の
邦
訳
で
あ
る
（
大
西
﹇
編
・
訳
﹈ 

一
九
八
五
／
ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト
一
九
七
九
）。

ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト
も
ま
た
、
組
合
が
近
代
社
会
の
進
展
を
土
台
に
し
て
い
た
こ

と
を
重
視
し
た
。
そ
の
要
点
は
社
会
の
分
節
化
と
都
市
的
現
象
と
し
て
の
組
合

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
村
落
部
へ
の
浸
透
で
あ
っ
た
。
論
説
に
は
（
民
俗
学
の
側

か
ら
の
歴
史
的
調
査
の
成
果
に
基
づ
い
て
）
組
合
形
成
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が

よ
そ
も
の（
外
来
者
）で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
く
だ
り
も
あ
る（
ジ
ー
ヴ
ェ

ル
ト
一
九
八
四
：
一
五
七
）。

組
合
組
織
の
成
立
に
と
っ
て
は
社
会
の
分
節
化
過
程
と
そ
の
影
響
が
基
底

的
で
あ
る
と
見
て
よ
く
、
ま
た
歴
史
発
展
か
ら
見
て
こ
の
分
節
化
が
先
ず

大
規
模
に
起
き
た
の
が
都
市
、
と
り
わ
け
十
九
世
紀
の
産
業
都
市
・
工
場

都
市
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
人
々
の
集
団
が
組
合
組
織
と
の
関
係
で
把
捉

で
き
、
そ
れ
ら
の
諸
集
団
は
分
節
化
過
程
に
引
き
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が

跡
づ
け
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
組
合
は
、
先
ず
は
《
典
型
的
な
都

市
の
現
象
》
と
し
て
現
れ
る
。
組
合
は
、
新
た
な
都
会
的
な
生
活
形
態
の

具
体
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
組
合
が
、
そ
の
組
織
原
理
か
ら
は
、
ロ
ー

カ
ル
性
を
越
え
た
方
向
性
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
個
々
人
の
外
部
へ

延
び
る
網
の
目
を
後
押
し
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

都
会
の
諸
力
の
作
用
の
下
、
組
合
と
い
う
考
え
方
は
、
十
九
世
紀
の
初

め
に
は
村
落
部
に
も
入
り
込
ん
だ
。
ち
な
み
に
ヴ
ァ
ル
ナ
ー
が
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
郡
の
組
合
の
分
析
で
得
た
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
、
機
関
の
面
か
ら

見
て
も
個
々
の
人
々
の
活
動
か
ら
見
て
も
、
組
合
設
立
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ヴ
は
、
非
常
に
多
く
の
場
合
、
社
会
的
に
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
よ
そ
者
（
外
来

者
）
に
起
因
し
た
。

こ
こ
で
組
合
と
訳
し
て
い
る
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
を
め
ぐ
っ
て
は
、
人
間
関
係
が
濃

五
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厚
に
な
り
勝
ち
で
あ
る
こ
と
に
力
点
を
置
く
あ
ま
り
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と

と
ら
え
る
こ
と
が
一
部
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
（
も
っ
と
も
専
門
家
の
間
で

は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
が
）、
外
来
の
先
覚
者
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
る
こ
と

が
珍
し
く
な
い
こ
と
一
つ
を
と
っ
て
も
問
題
外
と
言
っ
て
よ
い
。

（
四 

）　

組
合
の
政
治
的
意
義
の
エ
ポ
ッ
ク 

― 

三
月
革
命
（
一
八
四
八
年
）

フ
ェ
ル
ア
イ
ン
（
組
合
）
に
つ
い
て
歴
史
学
の
分
野
に
お
い
て
最
も
研
究
の

厚
い
時
期
が
あ
る
。
一
八
三
〇
年
代
か
ら
一
八
四
八
年
の
三
月
革
命
に
至
る
時

期
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
一
八
四
八
年
革
命
の
担
い
手
を
組
織
の
面
か
ら
見

る
と
、
各
種
の
組
合
が
中
心
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
筆
者
は
（
今
回
は
踏

み
込
ま
な
い
が
）
ド
イ
ツ
の
三
月
前
期
か
ら
一
八
四
八
年
の
革
命
、
さ
ら
に
そ

の
不
調
の
後
、
一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
成
立
へ
の
歩
み
は
、
日
本
の
幕

末
か
ら
明
治
維
新
、
さ
ら
に
帝
国
憲
法
と
帝
国
議
会
の
開
設
と
い
う
流
れ
と
比

較
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。領
邦
並
立
体
制
か
ら
統
一
国
家
へ
、

ま
た
前
近
代
的
な
身
分
制
社
会
か
ら
原
理
的
に
は
平
等
な
人
間
に
よ
る
社
会

へ
、
ま
た
産
業
革
命
に
よ
る
工
業
化
の
進
展
と
そ
れ
に
伴
う
階
級
社
会
へ
の
移

行
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
う
し
た
対
照
は
決
し
て
事
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、

筆
者
は
、
そ
こ
で
の
人
間
の
結
集
の
形
態
に
注
目
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

こ
こ
で
の
テ
ー
マ
の
組
合
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
集
団
形
成
と
そ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
観
点
か
ら
日
本
の
幕
末
か
ら
明
治
前
半
ま
で
を
見
直
す
こ
と
は
で
き

な
い
か
、
と
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
視
点
は
、
今
日
の
日
本
社
会
に
お
け

る
集
団
形
成
を
ど
の
よ
う
に
把
捉
で
き
る
か
と
い
う
テ
ー
マ
の
歴
史
的
な
予
備

段
階
に
な
る
こ
と
を
遠
望
し
て
い
る
。

ａ　

初
期
の
組
合
の
共
通
理
念

組
合
と
い
う
結
集
に
は
種
類
の
別
を
横
断
す
る
理
念
が
あ
っ
た
の
か
ど
う

か
、
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
概
括
的
に
ま
と
め
て
い

た
（
Ｈ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
：
一
一
―
一
二
）。

す
べ
て
の
組
合
運
動
に
共
通
し
て
い
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
営
為
を
自
己

目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
大
ド
イ
ツ
祖
国
の
理
念
に
奉
仕
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
組
合
に
お
け
る
社
交
も
ま
た
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
身
分
を
結
集

さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
理
念
に
寄
与
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
す
べ

て
の
組
合
は
自
由
意
志
に
立
脚
し
、
定
款
を
持
ち
、
選
出
に
よ
る
幹
部
を

据
え
、
黒
・
赤
・
ゴ
ー
ル
ド
の
色
を
掲
げ
た
。
学
生
団
体
の
理
念
と
の
接

続
は
、こ
こ
で
も
明
瞭
に
見
て
と
れ
る
。
祖
国
に
奉
仕
す
る
た
め
に
活
動
し
、

組
合
の
な
か
で
習
得
し
た
も
の
は
こ
の
意
味
合
い
で
活
用
す
べ
き
も
の
と

さ
れ
た
。
体
操
者
（T

urner

）
が
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
自
由
意

志
の
消
防
団
を
設
立
し
た
の
も
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

一
八
四
八
年
に
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
組
合
の
な
か
で
共
和
国
の
思
念
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が
行
き
交
っ
た
。
特
に
一
八
四
八
年
の
革
命
に
活
発
に
参
加
し
た
の
は
体

操
者
た
ち
で
あ
っ
た
。

黒
・
赤
・
ゴ
ー
ル
ド
に
は
前
史
が
あ
る
が
、
旗
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
の
は

一
八
三
二
年
五
月
二
七
日
か
ら
五
月
三
〇
日
ま
で
の
ハ
ー
ム
バ
ッ
ハ
集
会
に
お

い
て
で
あ
っ
た
。
大
ま
か
に
見
て
三
六
の
国
と
領
邦
に
分
か
れ
て
い
た
ド
イ
ツ

の
統
一
と
自
由
主
義
を
掲
げ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
も
と
め
る
運
動
で
あ
っ
た
。

牽
引
し
た
の
は
知
識
人
と
大
学
生
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
十
数
年
後
の
三
月
革
命

に
も
そ
の
思
想
は
引
き
継
が
れ
た
。
後
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
も
そ
れ
を
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
国
家
の
原
点
と
見
て
、
黒
・
赤
・
ゴ
ー
ル
ド
を
国
旗
と
し
た
。
ま
た

ナ
チ
ス
期
の
逸
脱
を
は
さ
ん
で
成
り
立
っ
た
今
日
の
ド
イ
ツ
聯
邦
共
和
国
も
そ

の
旗
を
復
活
さ
せ
た
。

ｂ　

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
に
よ
る
組
合
の
政
治
性
の
構
造
分
析

こ
の
点
で
も
、
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
、
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
知
見
を
引

き
継
い
で
い
る
が
、
ま
た
練
達
の
歴
史
家
ら
し
く
事
態
を
構
造
的
に
と
ら
え
て

い
る
（
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
一
九
七
二
﹇
河
野
・
訳
﹈ ：
一
四
二
）。

体
操
団
体
と
学
生
団
体
（
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
）
は
、
か
な
り
大
き

な
国
民
的
規
模
で
政
治
的
自
立
性
へ
の
要
求
を
掲
げ
た
最
初
の
政
治
的
運

動
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
者
は
直
接
的
に
は
政
治
的
目
標
を
明
示
し
て
は
い

な
か
っ
た
が
、
一
皮
め
く
れ
ば
政
党
の
性
格
を
帯
び
て
お
り
、
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
と
行
動
に
よ
っ
て
政
治
の
領
域
へ
突
き
進
ん
だ
。
体
操
立
国
や
大
学

生
立
国
の
語
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
政
治
全
体
に
か
か
わ
る
目
標
設
定
を
望

見
し
た
。
国
境
を
ま
た
が
っ
て
広
が
る
彼
ら
の
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に

は
、
個
々
の
国
家
に
抗
う
要
求
が
殊
の
ほ
か
明
白
で
あ
っ
た
。

・
・
・
・
・
重
要
な
局
面
は
、
一
八
一
九
年
の
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
決
議

か
ら
一
八
四
八
年
の
革
命
に
至
る
時
期
で
あ
る
。あ
る
種
の
脱
政
治
化
は
、

た
し
か
に
そ
の
時
期
の
一
面
で
あ
っ
た
。・
・
・
・
・
国
家
は
、
た
と
え

ば
農
業
経
営
組
合
や
産
業
組
合
に
は
純
粋
に
技
術
的
問
題
へ
の
限
定
を
も

と
め
、
歴
史
組
合
に
は
古
文
書
の
整
理
や
中
世
と
の
取
り
組
み
な
ど
政
治

的
に
《
無
害
な
》
領
域
を
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
傾
向
を

強
化
し
た
。

し
か
し
他
面
で
は
政
党
の
禁
止
は
、
組
合
の
潜
在
的
政
治
化
を
助
長
し

た
。
組
合
は
、
政
治
的
活
動
の
代
替
の
場
を
供
す
る
こ
と
が
で
き
、
政
治

的
な
意
識
・
心
情
形
成
、そ
れ
ど
こ
ろ
か
政
治
的
な
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
を
可
能
に
し
た
。
そ
の
エ
ポ
ッ
ク
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
リ
ベ
ラ
ル
な
ト
レ

ン
ド
は
組
合
と
い
う
こ
の
間
接
的
な
道
を
経
由
し
て
自
己
を
あ
ら
わ
し
、

ま
た
個
々
の
国
家
の
枠
を
超
え
た
集
会
と
い
う
形
で
そ
の
型
を
つ
く
っ

た
。
学
識
者
組
合
と
そ
の
大
会
、
記
念
碑
組
合
、
と
り
わ
け
歌
唱
組
合
と

体
操
組
合
、
そ
し
て
地
域
を
ま
た
ぎ
国
家
を
ま
た
ぐ
歌
唱
祭
と
体
操
祭
に

お
い
て
で
あ
る
。

六
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一
八
一
〇
年
代
に
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
体
操
組
合
は
、
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
体
制
下

で
活
動
が
禁
じ
ら
れ
、
一
八
三
〇
年
代
に
入
っ
て
禁
令
が
緩
む
と
共
に
再
建
の

動
き
と
な
り
、
や
が
て
時
代
を
牽
引
す
る
組
合
と
な
っ
て
い
っ
た
。
三
月
革
命

の
直
前
の
体
操
組
合
は
ド
イ
ツ
語
圏
全
体
で
約
三
〇
〇
団
体
を
数
え
た
と
の
調

査
も
あ
る
（
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
一
九
七
二
原
注
一
〇
四
﹇
河
野
・
訳
﹈ ：

一
四
四
）。

注
目
す
べ
き
は
歌
唱
組
合
が
大
き
な
吸
引
力
を
発
揮
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ハ

イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
《
ヴ
ァ
イ
ン
ハ
イ
ム
で
は
、
歌
唱
組
合
の
多
数
の
メ

ン
バ
ー
が
一
八
四
八
年
の
革
命
に
賛
同
し
、
そ
の
た
め
一
八
五
三
年
に
解
散
さ

せ
ら
れ
た
》
事
実
を
突
き
と
め
、
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
も
こ
れ
に
注
目
し
た
（
ニ
ッ

パ
ー
ダ
イ
一
九
七
二
原
注
一
〇
三
﹇
河
野
・
訳
﹈ ：
一
四
三
）。
ま
た
別
の
先

行
研
究
に
依
拠
し
て
、
歌
唱
組
合
の
政
治
性
は
国
家
の
懸
念
の
対
象
で
あ
っ
た

こ
と
も
書
き
添
え
て
い
る
（
同
）。

一
般
的
傾
向
を
示
す
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
一
八
五
一
年
の
プ
ロ
イ
セ

ン
王
国
内
務
省
の
回
覧
状
に
は
、多
数
の
歌
唱
組
合
に
は《
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

へ
の
動
き
を
助
長
す
る
》
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
や
は
り
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
《
職
人
組
合
、
徒
弟
組
合
、
労
働
者
組

合
な
ど
は
一
八
四
八
年
革
命
の
予
備
学
校
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
》
と
も
論

じ
て
い
る
（
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
一
九
七
二
原
注
一
一
〇
﹇
河
野
・
訳
﹈：
一
四
五
）。

　
　
（
歌
う
英
雄
：
テ
ー
オ
ド
ル
・
ケ
ル
ナ
ー
）

歌
唱
の
そ
う
し
た
側
面
を
象
徴
す
る
初
期
の
存
在
に
、
詩
人
テ
ー
オ
ド
ル
・

ケ
ル
ナ
ー
（
一
七
九
一
―
一
八
一
三
）
が
い
る
。
最
初
の
歌
唱
組
合
の
一
つ
で

あ
る
ツ
ェ
ル
タ
ー
が
結
成
し
た
ベ
ル
リ
ン
の
「
歌
の
円
卓
団
」
で
歌
っ
て
い
た

ケ
ル
ナ
ー
は
、
人
間
関
係
な
ど
に
悩
ん
で
ウ
ィ
ー
ン
へ
転
地
し
、
そ
こ
で
ブ
ル

ク
劇
場
の
た
め
の
幾
つ
か
の
小
品
の
後
、
愛
国
の
歴
史
劇
『
ズ
リ
ー
ニ
ィ
』
で

大
成
功
を
お
さ
め
た
。
ブ
ル
ク
劇
場
の
座
付
作
家
と
し
て
遇
さ
れ
、
次
作
の
注

文
が
殺
到
し
た
が
（
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
も
オ
ペ
ラ
の
台
本
を
も
と
め
た
と
さ
れ

る
）、
そ
れ
を
振
り
切
っ
て
対
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
義
勇
兵
と
し
て
参
加
し
て

戦
死
し
た）

7
（

。
そ
し
て
《
歌
う
英
雄
》
と
し
て
、
追
慕
は
国
民
的
な
熱
狂
に
ま
で

な
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
ケ
ル
ナ
ー
は
ヤ
ー
ン
が
設
け
た
ベ
ル
リ
ン
の
体
操
稽
古

場
で
実
習
に
加
わ
っ
て
お
り
、こ
の
点
で
も
そ
の
短
い
人
生
は
《
組
合
の
時
代
》

の
幕
開
け
と
絡
ん
で
い
た
。
な
お
戯
曲
『
ズ
リ
ー
ニ
ィ
』
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ

の
外
部
勢
力
の
圧
力
に
抵
抗
し
た
十
七
世
紀
の
国
人
領
主
ズ
リ
ン
ス
キ
ー
伯
兄

弟
を
素
材
に
し
て
お
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
率
い
る
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
闘
い
と
い

う
時
代
の
構
図
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
史
実
で
は
オ
ス
マ
ン
＝
ト
ル
コ

帝
国
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
共
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
野
心
を
逞
し
く
す
る
な

か
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
支
配
の
排
除
を
図
る
マ
グ
ナ
ー
ト
陰
謀
の
首
謀
者
と
し
て
、

（
兄
ミ
ク
ロ
ー
シ
ュ
が
イ
ノ
シ
シ
に
襲
わ
れ
て
頓
死
し
た
後
）
弟
ペ
ー
タ
ル
は

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
側
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
。
し
か
し
ケ
ル
ナ
ー
の
演
劇
で
は
、

主
人
公
は
専
ら
オ
ス
マ
ン
＝
ト
ル
コ
と
の
闘
い
を
率
い
た
指
導
者
と
さ
れ
、
ま
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た
時
代
を
無
視
し
て
十
六
世
紀
半
ば
の
ス
レ
イ
マ
ン
大
帝
が
相
手
方
と
な
っ
て

い
る
。
若
き
ゲ
ー
テ
の
名
作
『
ゲ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
リ
ヒ
ン
ゲ
ン
』
の
無

数
に
現
れ
た
焼
き
直
し
の
早
い
一
作
だ
が
、大
衆
演
劇
と
し
て
は
秀
作
で
あ
り
、

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
も
屢
々
演
じ
ら
れ
た
。

ｃ　

一
八
四
八
年
革
命
の
活
動
家
と
組
合

一
八
四
八
年
革
命
に
関
す
る
文
献
は
（
日
本
の
幕
末
に
当
た
る
こ
と
か
ら
も

推
測
で
き
る
よ
う
に
）
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
組
合
組
織
の
動
向
に
焦
点

を
合
わ
せ
て
見
直
す
歴
史
研
究
は
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
以
後
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ

い
。
次
節
で
そ
れ
に
ふ
れ
る
が
、そ
の
前
に
具
体
例
を
二
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。

革
命
の
大
き
な
節
目
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民
議
会
の
召
集
で
、
そ
れ
に
あ

た
っ
て
は
ド
イ
ツ
諸
領
邦
の
全
域
で
都
市
や
主
要
な
機
関（
大
学
も
そ
の
一
つ
）

に
代
議
員
が
割
り
当
て
ら
れ
た
。
革
命
に
否
定
的
な
勢
力
は
、
そ
れ
へ
の
参
加

は
革
命
へ
の
妥
協
と
み
て
基
本
的
に
関
わ
ら
ず
、
勢
い
各
地
で
リ
ベ
ラ
ル
派
が

選
出
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
国
民
議
会
で
は
現
実
へ
の
対
応
の
違
い
か
ら
自
ず

と
グ
ル
ー
プ
分
け
が
で
き
、
そ
れ
が
以
後
の
帝
国
レ
ベ
ル
で
の
政
党
づ
く
り
の

素
地
に
な
っ
た
。

　
　
（
グ
ス
タ
フ
・
シ
ュ
ト
ル
ー
ヴ
ェ
）

代
議
員
の
選
出
で
は
、
特
定
の
組
合
あ
る
い
は
複
数
の
組
合
が
聯
合
し
て
候

補
者
に
打
診
す
る
か
、
あ
る
い
は
候
補
者
が
有
力
な
組
合
に
働
き
か
け
る
、
と

い
う
動
き
に
な
っ
た
。
そ
の
一
人
に
グ
ス
タ
フ
・
シ
ュ
ト
ル
ー
ヴ
ェ（
一
八
〇
五

―
七
〇
）
が
い
た）

8
（

。《
ヘ
ッ
カ
ー
と
シ
ュ
ト
ル
ー
ヴ
ェ
》
と
し
て
記
憶
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
二
人
の
バ
ー
デ
ン
地
方
の
急
進
派
の
一
人
で
あ
る
。
出
身
は
ミ
ュ

ン
ヒ
ェ
ン
の
世
襲
貴
族
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
法
学
部
で
学
ん

だ
こ
と
も
あ
っ
て
マ
ン
ハ
イ
ム
を
活
動
の
地
と
し
た
。
判
事
の
後
、
弁
護
士
と

な
り
、
ま
た
法
学
全
般
に
わ
た
る
旺
盛
な
執
筆
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
革
命
の

前
に
マ
ン
ハ
イ
ム
の
体
操
組
合
と
手
仕
事
職
人
組
合
に
姿
を
見
せ
た
こ
と
が
判

明
し
て
い
る
。
し
か
し
代
議
員
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
同
志
で
マ
ン
ハ
イ

ム
に
お
い
て
地
方
議
会
議
員
を
つ
と
め
た
弁
護
士
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ッ
カ
ー

（
一
八
一
一
―
八
一
）
も
代
議
員
に
選
出
さ
れ
な
か
っ
た）

9
（

。
国
民
議
会
と
並
行

し
て
各
地
で
不
穏
な
空
気
が
つ
の
る
な
か
、
ヘ
ッ
カ
ー
は
一
八
四
八
年
四
月
、

シ
ュ
ト
ル
ー
ヴ
ェ
は
同
年
九
月
と
、
い
ず
れ
も
ス
イ
ス
に
近
い
地
域
か
ら
大
公

国
の
首
都
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
に
向
け
て
実
力
で
行
進
を
開
始
し
、
ど
ち
ら
も
数

日
で
大
公
国
軍
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
た
。《
ヘ
ッ
カ
ー
の
行
進
》
お
よ
び
《
シ
ュ

ト
ル
ー
ヴ
ェ
一
揆
》
と
呼
ば
れ
る
事
件
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
は
民
衆
に
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
な
記
憶
を
残
し
た
ら
し
く
、
時
事
的
な
イ
ラ
ス
ト
の
描
法
に
も
共
感
を

託
し
た
も
の
が
多
く
、
ま
た
生
活
用
品
で
も
二
人
を
追
憶
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
遺

品
が
知
ら
れ
て
い
る）

10
（

。

　
　
（
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ブ
ル
ー
ム
）

今
一
人
注
目
し
た
い
の
は
フ
ラ
ン
フ
ル
ト
国
民
議
会
の
代
議
員
と
な
っ
た

六
二

― 63 ―



ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ブ
ル
ー
ム
（
一
八
〇
七
―
四
八
）
で
あ
る）

11
（

。
ケ
ル
ン
の
下
層
の

出
身
で
、
独
学
で
教
養
を
身
に
着
け
て
演
劇
界
に
身
を
投
じ
た
。
裏
方
や
会
計

係
と
な
り
、
ケ
ル
ン
の
劇
場
が
休
止
し
た
後
は
主
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
を
活
動
の

場
と
し
た
。
数
篇
の
台
本
を
手
掛
け
、
一
作
は
上
演
さ
れ
た
。
折
か
ら

一
八
四
四
年
を
節
目
と
し
て
原
理
主
義
的
な
啓
蒙
主
義
の
流
れ
を
汲
む
《
ド
イ

ツ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
運
動
》
が
起
き
た
。
ロ
ー
マ
教
皇
の
権
威
や
聖
者
崇
敬
に
批

判
的
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
第
二
の
ル
タ
ー
が
現
れ
る
必
要
性
を
叫
ん
だ

一
派
で
、ブ
ル
ー
ム
は
そ
の
指
導
的
な
活
動
家
と
な
っ
た
。ま
た
生
涯
に
わ
た
っ

て
、
複
雑
な
女
性
関
係
を
繰
り
返
し
た
。
と
共
に
エ
ン
タ
テ
イ
ナ
ー
の
才
能
が

あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
団
体
や
政
治
集
会
に
顔
を
出
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を

説
い
た
が
、
特
に
乾
杯
の
辞
の
上
手
さ
で
人
気
を
集
め
た
。
一
八
四
八
年
の
三

月
革
命
で
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
市
役
所
の
バ
ル
コ
ニ
ー
に
立
っ
て
宣
言
を
お
こ

な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民
会
議
に
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
と
そ
の
近
郊
の

区
域
か
ら
の
代
議
員
に
選
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
の
基
盤
は
、
教
育
と
政
治

を
モ
チ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
と
す
る
組
合
「
ザ
ク
セ
ン
祖
国
協
会
」
と
ラ
イ
プ
ツ
ィ

ヒ
の
「
文
人
カ
ジ
ノ
」
で
あ
っ
た）

12
（

。

ブ
ル
ー
ム
は
国
民
議
会
で
は
急
進
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
側
に
立
っ
た
が
、

《
ヘ
ッ
カ
ー
の
行
進
》
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
半
年
後
の
一
八
四
八

年
秋
、
国
民
議
会
が
開
催
中
の
一
〇
月
一
二
日
、
ウ
ィ
ー
ン
が
緊
迫
し
た
情
勢

に
あ
る
こ
と
を
知
る
や
周
囲
の
制
止
を
振
り
切
っ
て
ブ
ル
ー
ム
は
急
行
し
た
。

一
〇
月
二
三
日
に
は
混
乱
で
空
き
家
に
な
っ
た
ウ
ィ
ー
ン
の
帝
国
議
会
の
一
室

で
群
衆
を
前
に
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
っ
た
。
数
日
後
、
民
衆
が
武
装
し
て

蜂
起
し
、
鎮
圧
の
機
を
う
か
が
う
皇
帝
の
軍
隊
が
そ
れ
に
対
峙
し
た
。
数
か
所

で
の
小
規
模
な
戦
闘
の
後
、
ブ
ル
ー
ム
は
十
一
月
四
日
に
同
志
共
々
皇
帝
軍
に

よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
、
臨
時
法
廷
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
権
力
側
も
混
乱
し
て

い
た
た
め
斬
首
の
人
員
が
確
保
で
き
ず
、
ウ
ィ
ー
ン
市
域
ブ
リ
ギ
ッ
テ
ナ
ウ
で

の
一
一
月
九
日
の
処
刑
は
銃
殺
と
な
っ
た
。
そ
の
報
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
の
国
民
議
会
は
抗
議
と
追
悼
を
行
な
い
、
ま
た
各
地
で
英
雄
視
す
る
動
き
が

起
き
、
特
に
労
働
者
の
以
後
の
運
動
の
な
か
で
追
憶
さ
れ
た
。
ブ
ル
ー
ム
は
思

想
家
や
理
論
家
で
は
な
く
藝
術
家
で
も
な
か
っ
た
が
、
場
の
雰
囲
気
を
つ
か
む

こ
と
に
長
け
、
逆
に
型
に
は
ま
る
こ
と
に
は
我
慢
で
き
ず
、
目
立
た
ず
に
は
お

れ
な
い
性
分
も
手
伝
っ
て
、
現
状
に
不
満
な
民
衆
の
気
分
を
代
弁
し
た
行
動
家

で
あ
っ
た
。
死
後
ま
も
な
く
肖
像
や
処
刑
（
事
実
と
異
な
り
斬
首
）
の
光
景
の

イ
ラ
ス
ト
が
広
く
出
回
っ
た
。

―　

こ
こ
で
挙
げ
た
僅
か
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
本
邦
に
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
て
い

な
い
種
類
だ
が
、
諸
々
の
組
合
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

ｄ　

ヴ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ゲ
ル
に
よ
る
一
八
四
八
年
革
命
の
研
究

以
上
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
が
、
組
合
の
意
義
の
観
点
か
ら
の
本
格
的
な
成
果
の

一
つ
と
し
て
ミ
ヒ
ァ
エ
ル
・
ヴ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ゲ
ル
の
研
究
が
あ
る
（
ヴ
ェ
ッ
ト

エ
ン
ゲ
ル
）。
ラ
イ
ン
河
と
マ
イ
ン
川
の
水
系
が
重
な
る
地
域
に
お
け
る

一
八
四
八
年
期
の
各
種
組
合
の
実
態
の
解
明
で
あ
る
。
ト
ー
マ
ス
・
ニ
ッ
パ
ー
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ダ
イ
以
後
の
組
合
研
究
の
新
局
面
で
現
れ
た
幾
つ
か
の
試
み
の
な
か
で
は
最
も

浩
瀚
な
研
究
成
果
と
言
っ
て
よ
い
。
一
九
八
八
年
の
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
に

お
け
る
学
位
論
文
で
、
近
・
現
代
史
家
デ
イ
ー
タ
ー
・
ラ
ン
ゲ
ヴ
ィ
ー
シ
ェ

（
一
九
四
三
―
Ｌ
）
の
下
で
作
成
さ
れ
た
。
テ
ー
マ
は
組
合
の
政
治
的
意
義
に

絞
ら
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
時
期
の
各
種
組
合
を
網
羅
的
に
挙
げ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
愛
国
協
会
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
組
合
、
読
書
協
会
、

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
協
会
、
農
業
改
善
組
合
、
労
働
者
組
合
、
新
聞
・
出
版
組
合
、

体
操
組
合
、
歌
唱
組
合
な
ど
当
時
の
組
合
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
文
献
資
料
に
よ
っ

て
洗
い
出
し
、
そ
の
活
動
を
追
っ
て
い
る
の
に
加
え
て
、
革
命
の
な
か
で
招
集

さ
れ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
憲
法
制
定
議
会
な
ど
に
つ
い
て
議
員
の
職
種
別
の

分
類
な
ど
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
た
一
八
四
八
年
秋
ま
で
続
く
ラ
イ
ン
河
＝

マ
イ
ン
川
流
域
の
諸
都
市
で
の
蜂
起
に
つ
い
て
も
、
騒
乱
を
な
ぞ
る
通
常
の
政

治
史
で
な
く
、
そ
れ
を
に
な
っ
た
諸
団
体
の
特
定
を
試
み
て
い
る
。

組
合
研
究
に
お
け
る
そ
の
意
義
は
、
三
月
革
命
の
担
い
手
な
い
し
は
そ
こ
へ

至
る
社
会
的
変
化
の
推
進
者
と
し
て
の
団
体
の
活
動
に
注
目
し
、
文
書
資
料
に

よ
っ
て
克
明
な
復
元
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
当
該
地
域
に
お
け

る
各
種
組
合
の
分
布
が
地
図
上
に
表
示
さ
れ
た
。
従
来
は
、
諸
々
の
組
合
は
漠

然
と
都
市
が
中
心
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
八
四
八
年
前
後
と
い
う
時
代
を
特
定

し
て
、
農
村
部
へ
の
広
が
り
を
組
合
の
種
類
や
規
模
な
ど
具
体
的
に
把
捉
し
て

お
り
、
ま
た
農
村
部
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
組
合
が
種
類
に
は
か
か
わ
り
な
く

総
じ
て
革
命
の
担
い
手
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の

ヴ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ゲ
ル
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
記
述
や
デ
ー
タ

の
実
際
に
即
し
て
紹
介
を
考
え
て
い
る
。

（
五
）　

組
合
へ
の
関
心
と
解
明
が
遅
れ
た
原
因

先
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
（
結
局
み
ず
か
ら
は
そ
の
方
向
へ
進
ま
な

か
っ
た
も
の
の
）《
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
の
社
会
学
》
を
喫
緊
の
課
題
と
し
て
言
及

し
た
こ
と
を
挙
げ
た
。
ま
た
事
実
と
し
て
、
組
合
組
織
の
研
究
が
テ
ー
マ
に
な

る
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
に
論
議
が
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
身
近
な
現
実
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
へ
の
学
術
的
関

心
は
永
く
希
薄
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
が
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
一
口
に
言
え
ば
、
大
思
想
家
た
ち

が
論
じ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
一
九
七
二
﹇
河
野
・
訳
﹈ ：

一
四
六
）。

ル
ソ
ー
は
、
そ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
し
て
あ
る
種
の
全
体

傾
向
の
理
論
か
ら
部
分
的
な
聯
合
体
の
特
殊
意
志
を
排
除
し
、
そ
こ
か
ら

必
然
的
に
、
ど
ん
な
部
分
的
な
聯
合
体
を
も
排
除
し
た
。
そ
れ
は
特
殊
意

志
が
共
通
意
志
を
誤
ら
せ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
革
命
家
た
ち
の
ラ

デ
ィ
カ
ル
派
は
こ
の
考
え
方
に
従
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
カ
ン
ト
と
フ
ィ

ヒ
テ
は
、
ル
ソ
ー
の
影
響
の
下
、
国
家
と
個
人
の
間
に
あ
る
組
合
に
は
如

六
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何
な
る
機
能
も
み
と
め
な
か
っ
た
。
こ
の
拒
否
が
、
団
体
で
あ
れ
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
グ
ル
ー
プ
に
一
般
的
に
当
て
は
ま
る
の

に
対
し
て
、ロ
マ
ン
主
義
の
保
守
派
の
理
論
家
た
ち
や（
ま
っ
た
く
異
な
っ

た
仕
方
で
だ
が
）
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
諸
々
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
と
も
か

く
、
総
じ
て
自
由
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
形
成
を
拒
否
し
、
団
体
の
権
利

に
限
っ
て
代
弁
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

ル
ソ
ー
や
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
は
新
旧
に
か
か
わ
り
な
く
中
間
集
団
に
は
関
心

が
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
す
ら
、
こ
こ
で
団
体
と
呼
ば
れ
る
種
類
す
な
わ
ち
ギ
ル

ド
や
ツ
ン
フ
ト
な
ど
の
古
い
タ
イ
プ
を
論
じ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
指

摘
で
あ
る
。
た
し
か
に
カ
ン
ト
の
時
代
は
、
組
合
形
成
の
ト
レ
ン
ド
は
緒
に
就

い
て
間
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
実
人
生
で
は
無
縁
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
は
、
正

に
組
合
の
一
種
で
あ
る
ベ
ル
リ
ン
の
「
水
曜
協
会
」
を
歓
迎
し
、
そ
の
機
関
誌

に
何
度
も
寄
稿
し
た
。
他
方
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
晩
年
に
は
《
組
合
の
時
代
》
の
大

波
が
到
来
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
新
し
い
動
き
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
は
ヘ
ー

ゲ
ル
に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
ミ
ュ
ラ
ー
第
三
章
）。

ア
メ
リ
カ
論
と
し
て
今
も
色
あ
せ
な
い
ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル

（
一
八
〇
五
―
五
九
）
の
『
ア
メ
リ
カ
の
民
主
政
治
』
第
二
巻
が
刊
行
さ
れ
た

の
は
一
八
四
〇
年
で
あ
っ
た
。
民
主
主
義
を
支
え
る
市
民
の
自
由
な
結
社
と
し

て
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
三
章
に
わ
た
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
（
ト
ク

ヴ
ィ
ル
﹇
井
伊
・
訳
﹈ ：
一
九
二
―
二
二
四
）、
そ
の
時
期
に
は
ド
イ
ツ
で
も

組
合
は
論
議
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
必
然
的
と
す
る
社
会
的
な
土
台

も
あ
っ
た
。
近
代
国
家
が
本
格
化
す
る
時
代
で
あ
り
、
そ
の
青
写
真
を
め
ぐ
っ

て
意
見
が
活
発
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
統
一
が
見
込
ま
れ
る
ド
イ
ツ
国

家
が
立
憲
君
主
制
か
共
和
制
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
選
択
だ
け
で
も
大
き
な

テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
国
民
の
基
本
的
権
利
と
国
家
と
の
関
係
も
ま
だ
法
制
化
が

完
成
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
種
々
の
検
討
課
題
が
浮
上
す
る
状
況
下
、

そ
れ
に
応
じ
て
意
義
を
強
め
た
の
が
《
国
家
学
》
と
い
う
分
野
で
、
そ
の
な
か

で
組
合
も
テ
ー
マ
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
事
の
性
質
上
、中
心
は
法
学
・

法
曹
関
係
者
で
、
特
に
法
学
者
の
な
か
の
《
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
》
と
呼
ば
れ
る
一

群
の
人
々
が
組
合
を
課
題
の
一
つ
と
し
た
。
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ロ
テ
ッ
ク

（
一
七
七
五
―
一
八
四
〇
）、
カ
ー
ル
・
テ
ー
オ
ド
ル
・
ヴ
ェ
ル
カ
ー
（
一
七
九
〇

―
一
八
六
九
）、
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
（
一
七
九
九
―
一
八
七
五
）

な
ど
で
、
い
ず
れ
も
当
時
の
法
学
界
の
有
力
者
で
あ
っ
た
。
特
に
ロ
テ
ッ
ク
が

基
礎
を
据
え
ヴ
ェ
ル
カ
ー
が
引
き
継
い
だ
『
国
家
学
事
典
』（
初
版
一
八
三
四

―
四
三 

最
終
的
に
一
五
巻
）
は
永
く
基
準
的
な
意
義
を
持
ち
、
明
治
期
の
日

本
で
も
親
し
ま
れ
た
手
引
書
で
あ
っ
た
。
組
合
の
意
義
と
位
置
づ
け
の
模
索
も

そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
た
。
概
括
的
に
は
、
個
人
と
国
家
の
あ
い
だ
の
調
整
機
関

と
し
て
組
合
を
位
置
づ
け
、
市
民
社
会
が
順
調
に
機
能
す
る
に
は
そ
う
し
た
媒

介
的
な
集
団
が
欠
か
せ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
根
拠
と
機
能
の
特
定
に
は
幅
が

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
組
合
結
成
は
国
家
に
先
立
つ
権
利
か
、
そ
れ
と
も
国
家

を
前
提
と
す
る
の
か
、と
い
っ
た
議
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、《
結
社
の
自
由
》

六
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と
そ
の
根
拠
、
お
よ
び
制
限
の
如
何
を
め
ぐ
る
見
解
の
如
何
で
あ
っ
た
。
折
か

ら
一
八
四
八
年
へ
上
り
つ
め
る
情
勢
に
あ
り
、
時
代
の
転
換
点
を
前
に
議
論
は

白
熱
化
し
た
。
先
に
挙
げ
た
シ
ュ
ト
ル
ー
ヴ
ェ
も
法
曹
の
論
客
と
し
て
議
論
の

一
角
を
占
め
た
。
組
合
に
か
ん
す
る
自
説
を
も
盛
り
込
ん
だ
『
国
家
学
要
綱
』

四
巻
が
上
梓
さ
れ
た
の
は
一
八
四
七
年
か
ら
四
八
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
説
く
と

こ
ろ
、
組
合
は
、《
国
家
の
後
見
を
脱
し
た
民
衆
の
自
発
的
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
に
し
て
国
家
営
為
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
反
撃
》と
さ
れ
た（
ニ
ッ

パ
ー
ダ
イ
一
九
七
二
﹇
河
野
・
訳
﹈ ：
一
四
八
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
四
八
年

革
命
が
収
束
し
、
経
済
分
野
の
動
き
が
活
発
化
し
た
一
八
六
〇
年
代
に
、
組
合

を
も
含
む
多
種
多
様
な
団
体
を
歴
史
的
に
概
観
し
た
の
が
ギ
ー
ル
ケ
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
主
張
は
相
違
を
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
と
な
っ
た
（
同
）。

国
家
と
の
協
同
か
国
家
と
の
対
決
か
と
い
う
組
合
の
不
確
か
さ
は
、
ギ
ー

ル
ケ
と
シ
ュ
ト
ル
ー
ヴ
ェ
の
対
立
的
な
二
つ
の
理
論
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
、
こ
の
箇
所
で
は
主
に
《
結
社
の
自
由
を
め
ぐ
る
三
月
前

期
の
動
向
》に
関
す
る
ミ
ュ
ラ
ー
の
先
行
研
究
に
依
拠
し
て
い
る（
ミ
ュ
ラ
ー
）。

そ
れ
自
体
は
法
学
の
分
野
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
の
論
説
の
意
義

は
、
そ
れ
を
歴
史
学
や
社
会
学
の
視
点
か
ら
の
検
討
の
野
に
組
み
込
ん
だ
こ
と

に
あ
る
。
逆
か
ら
見
る
と
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
組

合
へ
の
学
術
面
か
ら
の
注
目
が
低
調
で
あ
っ
た
二
つ
目
の
理
由
は
、
そ
こ
に
あ

り
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
《
結
社
の
自
由
》
を
め
ぐ
る
法
理
論
の
検
討
と
、

組
合
の
社
会
的
実
態
を
問
う
こ
と
と
が
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
身
近
な
現
実
に

も
拘
わ
ら
ず
、
一
方
の
法
学
と
他
方
の
歴
史
学
・
社
会
学
の
は
ざ
ま
が
死
角
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に
：
本
篇
の
趣
旨
と
構
成

最
後
に
、
本
編
が
何
を
問
題
に
し
、
何
を
明
ら
か
に
し
た
か
を
数
行
で
記
し

て
お
き
た
い
。
ド
イ
ツ
語
で
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
と
よ
ば
れ
る
集
団
の
形
態
、
そ
れ

は
英
米
仏
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
ほ
ぼ
重
な
り
、
欧
米
の
日
常
生
活
の
網
目

で
あ
る
こ
と
は
、
現
在
の
日
本
で
も
か
な
り
知
ら
れ
て
き
て
い
る
（
一
ａ
）。

特
殊
な
知
識
な
ど
で
は
な
く
、欧
米
に
お
け
る
普
段
の
経
験
だ
か
ら
で
あ
る（
一

ｂ
）。
そ
の
現
代
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
前
回
、
具
体
例
を
挙
げ
て
解
説
を
加

え
た
（
河
野
二
〇
一
九
）。
し
か
し
そ
の
あ
り
ふ
れ
た
集
団
形
成
が
い
つ
頃
か

ら
の
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
日
本
に
は
系
統
だ
っ
て
紹
介
さ
れ
て

い
な
い
。
筆
者
の
場
合
は
ド
イ
ツ
語
圏
を
中
心
に
見
て
い
る
が
、
今
日
の
状
況

に
向
か
っ
て
動
き
が
本
格
化
し
た
の
は
十
九
世
前
半
で
あ
っ
た
。
今
回
は
、
そ

の
エ
ポ
ッ
ク
を
《
組
合
の
時
代
》
と
呼
ん
だ
ド
イ
ツ
歴
史
学
の
指
標
的
な
研
究

に
注
目
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
文
献
も
本
邦
で
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

な
い
。な
お
フ
ェ
ル
ア
イ
ン
が
日
常
的
な
集
団
形
成
と
な
る
動
向
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
以
前
の
集
団
か
ら
の
構
造
変
化
と
し
て
概
括
的
な
が
ら
注
目
し
た
一
人
は

六
六
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ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（
一
九
六
二
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
照
応
す
る
歴
史
学
の
知
見

を
活
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
的
実
態
を
多
少
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
も
と
よ
り
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
界
で
は
一
八
四
〇
年
代
の
一
地
域
の
動
向
に

限
っ
て
も
大
部
な
研
究
書
（
ヴ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ゲ
ル
等
）
も
存
在
す
る
だ
け
に
、

先
ず
は
基
本
的
な
構
図
の
呈
示
に
よ
っ
て
情
報
の
空
白
を
う
ず
め
る
こ
と
に
主

眼
を
置
い
た
。文　

献
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W
einheim

 an der B
ergstraße. V

olkskundliche U
ntersuchungen zum

 
kulturellen L

eben in einer M
ittelstadt. W

einheim
 .a.d.B

. 1963 

（W
einheim

er Geschichtsblatt N
r.25

）.

ト
ク
ヴ
ィ
ル
﹇
井
伊
・
訳
﹈ 

ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
（
著
）
井
伊
玄
太
郎
（
訳
）『
ア

メ
リ
カ
の
民
主
政
治
（
下
）』
講
談
社 

一
九
二
―
二
二
四
頁 

第
五
章
「
ア
メ
リ
カ
人

が
市
民
生
活
で
行
っ
て
い
る
団
体
の
使
用
に
つ
い
て
」
第
六
章
「
団
体
と
新
聞
と
の

関
係
に
つ
い
て
」
第
七
章
「
市
民
的
団
体
と
政
治
的
団
体
と
の
関
係
」（
原
書

一
八
四
〇
年
）

ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
一
九
七
二
﹇
河
野
・
訳
﹈　 

ト
ー
マ
ス
・
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
（
著
）
河
野
（
訳
・

解
説
）「
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
構
造
と
し
て
の

組
合
」
愛
知
大
学
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
『
文
明
二
一
』
第
四
三
号

（
二
〇
一
九
）
一
〇
九
―
一
六
六
頁　
（
原
著
）T

hom
as N

ipperdey, V
erein als 

soziale Struktur in D
eutschland im

 späten 18. und frühen 19. 
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Jahrhundert. In: G
eschichtsw

issenschaft und V
ereinsw

esen im
 19. 

Jahrhundert. B
eiträge zur G

eschichte historischer F
orschung in 

D
eutschland, von H

artm
ut B

oockm
ann, A

rnold E
sch, H

erm
ann 

H
eim
pel, T

hom
as N

ipperdey, H
einrich Schm

idt.  Göttingen 1972, S.1-44.

バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
一
九
五
九a H

erm
ann Bausinger, V

ereine als G
egenstand 

volkskundlicher Forschung. In: Zf.V
k. 

55 

（1959

）, S.98-104.

バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
一
九
五
九b H

erm
ann Bausinger, H

erbert Schw
edt, M

arx 
Braun, N

eue Siedlungen. V
olkskundlich-soziologische U

ntersuchungen 
des Ludw

igU
hland-Instituts. Stuttgart 1959, 2.A

ufl.1963. 

次
の
抄
訳
を
参

照
、
Ｈ
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
／
Ｍ
・
ブ
ラ
ウ
ン
／
Ｈ
・
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ト
（
著
）
河
野
眞
（
抄

訳
）「
新
し
い
移
住
団
地　

―　

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
ド
イ
ツ
人
引
揚
者
等
の
西

ド
イ
ツ
社
会
へ
の
定
着
に
か
ん
す
る
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ウ
ー
ラ
ン
ト
研
究
所
に
よ
る

民
俗
学
・
社
会
学
調
査　
（
抄
訳
・
解
説
）」
愛
知
大
学
国
際
問
題
研
究
所
『
紀
要
』

第
九
四
・
九
六
・
九
八
・
九
九
号
（
一
九
九
一
―
一
九
九
三
）
所
収

バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
二
〇
〇
六H

erm
ann Bausinger, Sitzhocke ‒ Freiheit ‒ E

inheit. 
E
rinnerung an T

heodor G
eorgii“

（「
テ
ー
オ
ド
ル
・
ゲ
オ
ル
ギ
の
思
い
出 

― 

ス
ク
ワ
ッ
ト
・
自
由
・
統
一
」）In: H

.Bausinger, Sportkultur. T
übingen 2006, 

S.148-158

（
一
九
九
八
年
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
体
操
同
盟
記
念
日
の
講
演
論
文
）

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
一
九
六
二
﹇
細
谷
・
訳
﹈　

ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（
著
）
細
谷
貞

雄
（
訳
）『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
未
来
社 

一
九
七
三　
（
原
書
）Jürgen 

H
aberm

as, Strukturw
ande der Ö

ffentlichkeit. U
ntersuchungen zu einer 

K
ategorie der bürgerlichen G

esellschaft. N
euw
ied / Berlin 1962.

フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
一
九
六
八　

H
erbert Freudenthal, V

ereine in H
am
burg: 

ein Beitrag zur G
eschichte der G

eselligkeit. H
am
burg 1968.

ミ

ュ

ラ

ーF
riedrich M

üller, K
orporation und A

ssoziation. E
ine 

P
roblem

sgeschichte der V
ereinigungsfreiheit im

 deutschen V
orm
ärz. 

1965.

レ
ー
マ
ン
一
九
八
四
﹇
河
野
・
訳
﹈　 

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
レ
ー
マ
ン
（
著
）
河
野
（
訳
・

解
説
）「
ド
イ
ツ
社
会
と
ク
ラ
ブ
・
組
合　

―　

民
俗
学
の
視
点
か
ら
」
愛
知
大
学

国
際
問
題
研
究
所
『
紀
要
』
第
一
五
四
号
（
二
〇
一
九
）
八
五
―
一
一
四
頁　
（
原
著
）

A
lbrecht Lehm

ann, Zur volkskundlichen V
ereinsforschung. 

原

文
：

一
九
八
四
年

レ
ス
ラ
ー
一
九
六
一　

W
ilhelm

 Roessler, D
ie E
ntstehung des m

odernen 
E
rziehungsw

esens in D
eutschland. Stuttgart 1961.

ベ
ー
ベ
ル　

ア
ウ
グ
ス
ト
・
ベ
ー
ベ
ル
（
著
）
波
多
野
鼎
（
抄
訳
）『
ベ
ー
ベ
ル
自
叙
傳
』

大
燈
閣　

大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年　

ド
イ
ツ
語
原
文
は
次
を
参
照
、A

ugust 
Bebel, A

us m
einem

 Leben, Bd. 1‒3, Stuttgart, 1910, 1911, 1914.

河
野
二
〇
〇
三
「
ド
イ
ツ
思
想
史
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ク
ス
ト
ゥ
ー
ム
の
概
念
」
愛
知
大

学
国
際
問
題
研
究
所
『
紀
要
』
一
二
〇
号
及
び
一
二
一
号
（
二
〇
〇
三
）
後
に
次
に

収
録
、
河
野
『
ド
イ
ツ
民
俗
学
と
ナ
チ
ズ
ム
』（
創
土
社 

二
〇
〇
五
）

河
野
二
〇
一
五
「《
世
間
と
社
会
》
は
《
日
本
と
西
洋
》
を
比
較
で
き
る
基
準
だ
ろ
う
か
？

（
一
）」
愛
知
大
學
文
學
會
『
文
學
論
叢
』
第
一
五
一
輯
（
平
成
二
七
﹇
二
〇
一
五
﹈

年
二
月
）
三
五
―
六
八
頁

河
野
二
〇
一
八 

「《
世
間
》は
日
本
社
会
の
特
質
か
？　

―　

欧
文
の
翻
訳
に
お
け
る《
世

間
》
の
用
例
に
即
し
た
検
証
」
愛
知
大
学
人
文
社
会
学
研
究
所
『
文
學
論
叢
』
第

一
五
五
輯
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
一
五
四
―
一
一
三
頁

河
野
二
〇
一
九
「
ド
イ
ツ
語
圏
を
例
と
し
た
西
洋
社
会
の
集
団
形
成　

―　

ヘ
ル
マ
ン
・

バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
の
日
常
研
究
に
注
目
し
つ
つ　

―
」『
文
學
論
叢
』
第
一
五
六
輯
（
平

成
三
一
﹇
二
〇
一
九
﹈
二
月
）
一
―
三
〇
頁

高
田
・
初
宿
二
〇
〇
七「
ド
イ
ツ
聯
邦
共
和
国
基
本
法
」（
＝
憲
法
）の
ド
イ
ツ
語
原
文（
公

開
さ
れ
て
い
る
）
の
他
、
邦
訳
は
次
を
参
照
、
高
田
敏
・
初
宿
正
典
（
編
訳
）『
ド

イ
ツ
憲
法
集
』
第
五
版
（
信
山
社 

二
〇
〇
七
）
二
一
六
頁
、
二
四
七
頁
、
及
び

一
四
二
頁

注

（
1
） 

詳
細
は
省
く
が
、
江
戸
の
《
組
合
》、《
仲
間
組
合
》、《
札
差
組
合
》、《
名
主
組
合
》

に
つ
い
て
は
三
田
村
鳶
魚
が
考
察
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
歌
舞
伎
『
神
明
恵
和
合
取

組
』（
め
組
の
喧
嘩
）は
竹
柴
其
水
が
書
き
下
ろ
し
て
明
治
二
三
年
に
初
演
さ
れ
た
が
、

江
戸
期
の
町
火
消
し
の
組
織
を
背
景
に
し
て
お
り
、《
組
合
に
顔
が
立
た
ね
え
》
な

ど
の
科
白
が
数
か
所
に
入
っ
て
い
る
。 

六
八

― 57 ―



（
2
） 《
ク
ラ
ブ
》
の
訳
語
は
か
な
り
多
い
。
た
と
え
ば
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ

の
共
著
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
も
そ
う
で
あ
る
（
徳
永
恂
・
訳　

岩
波
書
店

一
九
九
〇
：
例
え
ば
二
二
八
）。
筆
者
も
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
（
著
）『
ド
イ
ツ
人
は
ど
こ

ま
で
ド
イ
ツ
的
？
』（
文
緝
堂
二
〇
一
二
）
で
は
節
の
見
出
し
《
ド
イ
ツ
人
は
三
人

よ
れ
ば
一
ク
ラ
ブ
》を
は
じ
め
と
し
て
ク
ラ
ブ
と
訳
し
た
。
ま
た
ジ
ー
ヴ
ェ
ル
ト﹇
大

西
・
訳
﹈
で
は
《
団
体
》
と
訳
さ
れ
て
い
る
。 

 （
3
） 

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
は
ド
イ
ツ
人
の
家
庭
の
常
備
書
と
ま
で
呼
ば

れ
た
リ
ー
ル
の
『
市
民
社
会
論
』（W

ilhelm
 H
einrich Riehl, D

ie bürgerliche 
G
esellschaft. 1851

）
に
お
い
て
こ
れ
が
説
か
れ
、
以
後
、
学
術
的
に
も
定
着
し
た
。

た
と
え
ば
ド
イ
ツ
教
育
制
度
史
の
概
説
書
で
も
近
代
前
期
の
特
徴
と
し
て
こ
の
用
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
レ
ス
ラ
ー
：
一
一
五
他
）。
な
お
こ
の
言
い
方
が
家
族
の
歴

史
的
実
態
を
見
誤
ら
せ
る
と
の
批
判
を
行
な
っ
た
の
は
民
俗
学
の
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・

ヴ
ェ
ー
バ
ー
＝
ケ
ラ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
。
参
照　

鳥
光
美
緒
子
（
訳
）『
ド
イ
ツ
の

家
族
』 

勁
草
書
房 

一
九
九
一
年
（
原
書
一
九
七
四
年
） 

 （
4
） 『
女
よ
ろ
ず
往
来
』
原
書
：N

utzbares, galantes und kuriöses 
Frauenzim

m
er-Lexicon. Leipzig 1715. 

近
代
前
期
に
多
く
編
ま
れ
た
家
政
の
指

南
書
《
家
父
長
往
来
》
の
女
性
版
と
し
て
人
気
を
博
し
た
生
活
の
実
用
知
識
と
一
般

教
養
の
手
引
書
、
女
性
ど
う
し
の
《
コ
ー
ヒ
ー
仲
間
》（Caffe-Schw

estergen

）

な
ど
コ
ー
ヒ
ー
関
係
の
頁
は
次
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
写
真
を
掲
載
し
た
。
愛
知
大
学

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
『
民
具
陳
列
室
ニ
ュ
ー
ス
』
第
九
号
（
コ
ー
ヒ
ー
・

ミ
ル
特
集
） 

二
〇
一
四
年 

 （
5
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
拙
訳
を
参
照
、
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
（
著
）
河
野

（
訳
）『
フ
ォ
ル
ク
ス
ク
ン
デ
』（
文
緝
堂 

二
〇
一
〇
年
：
原
書
一
九
七
一
年
）

二
五
六
―
二
六
一
頁 

 （
6
） 

ヴ
ィ
ッ
ヒ
ェ
ル
ン
の
事
績
に
つ
い
て
は
近
年
で
は
次
を
参
照Roland A

nhorn, 
Sozialstruktur und D

isziplinarindividuum
. Zu Johann H

inrich W
icherns 

Fürsorge und E
rziehungskonzeption des R

auhen H
auses. Egelsbach bei 

Frankfurt/M
. 1992.

；U
w
e Birnstein, Johann H

inrich W
ichern: W

ie der 
from

m
e E
rzieher K

inder und K
irche retten w

ollte. Berlin 2009. 

ま
た
コ

ル
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
近
年
で
は
次
を
参
照

 
H
einrich Festin, A

dolph K
olping und sein W

erk.  Freiburg im
 Breisgau 

1981.; Christian Feldm
ann, A

dolph K
olping. E

in Leben der Solidarität. 
H
erder, Freiburg 2008. 

 （
7
） 『
ズ
リ
ー
ニ
ィ
』
は
単
独
で
も
作
品
集
所
収
で
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
手
元
の

次
の
版
を
挙
げ
る
。 T

heodor K
örners W

erke in zw
ei Bänden. Bd.1: 

G
edichte, R

osam
unde, Zriny. Leipzig 

﹇D
er T

em
pel

﹈ o.J. 

テ
ー
オ
ド
ル
・

ケ
ル
ナ
ー
は
国
民
的
英
雄
で
も
あ
る
詩
人
と
し
て
、
今
も
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や
死

後
の
反
響
の
批
判
的
な
見
直
し
も
併
せ
て
話
題
に
さ
れ
る
。
近
年
で
は
作
家
エ
ア
ハ

ル
ト
・
イ
ェ
ー
ス
ト
（Erhard Jöst 

一
九
四
七
―L

）
が
よ
く
取
り
上
げ
て
い
る
。

参
照 Erhard Jöst, „D

ie K
unst verlangt ein V

aterland“. T
heodor K

örner 
und die W

irkungsw
eise patriotischer Literatur. Schw

erin 1997. 
 （

8
） 

三
月
革
命
期
の
際
立
っ
た
人
物
と
し
て
伝
記
を
含
む
文
献
は
多
い
が
、
た
と
え
ば

次
を
参
照 M

ichael K
unze, D

er Freiheit eine G
asse ‒ T

raum
 und Leben 

eines deutschen R
evolutionärs. M

ünchen 1990. 
 （

9
） 

近
年
で
も
次
の
大
部
な
伝
記
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。Sabine Freitag, Friedrich 

H
ecker: Biographie eines R

epublikaners. Stuttgart 1998. 
 （

10
） 

拙
著
『
ド
イ
ツ
民
藝
論
』
創
土
社 

二
〇
一
七  II

―
四
二
三
頁
の
暖
炉
陶
板
の
写

真
と
そ
れ
へ
の
解
説
を
参
照 

 （
11
） 

三
月
革
命
期
の
人
物
の
一
人
と
し
て
伝
記
に
ふ
れ
る
文
献
も
多
い
が
、
た
と
え
ば

次
を
参
照
、Sabine Freitag 

（H
g.

）, D
ie A
chtundvierziger. Lebensbilder 

aus der deutschen R
evolution 1848/49.  M

ünchen 1998, 
 （

12
） 「
文
人
カ
ジ
ノ
」（Lieteratenkasino

）
は
カ
ジ
ノ
倶
楽
部
（Casinogesellschaft

）

と
総
称
さ
れ
る
組
合
の
一
種
で
、
賭
博
が
主
眼
で
は
な
く
、
ゲ
ー
ム
を
モ
チ
ヴ
ェ
ー

シ
ョ
ン
と
し
た
都
市
の
伝
統
的
な
名
士
や
知
識
人
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
る
。
古
く
か

ら
の
工
房
主
や
上
級
公
務
員
や
学
校
の
幹
部
た
ち
が
多
い
。
二
〇
世
紀
に
入
る
頃
に

は
、
事
業
経
営
者
を
中
心
と
し
た
ア
メ
リ
カ
発
祥
の
ラ
イ
オ
ン
ズ
・
ク
ラ
ブ
、
後
に

は
同
じ
く
ア
メ
リ
カ
で
始
ま
っ
た
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
が
、

今
も
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ヴ
ァ
イ
ン
シ
ュ
タ
ッ

ト
に
お
け
る
《
カ
ジ
ノ
倶
楽
部
》
の
メ
ン
バ
ー
の
変
動
を
歴
史
的
に
追
跡
し
た
（
Ｈ
・

シ
ュ
ミ
ッ
ト
：
一
〇
六
以
下
）。 
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