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第

一
章
　
唯

一
の
立
法
権
者
と
し
て
の
民
族

の
指
導
者
ア
ド
ル
フ

ｏ
ヒ
ト
ラ
ー

合
法
革
命
の
結
果
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
が
、
民
族
の
指
導
者
と
し
て
、
自
ら
の
人
格
の
中
に
ラ
イ
ヒ
の
す
べ
て
の
国
家
高
権
、
即
ち
、

立
法

・
司
法

・
行
政
の
三
権
を
統
合
す
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
も
指
導
者
権
力
が

「統

一
的
」
か
つ

「不
可
分
」
の
も
の
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
も
は
や
三
権
分
立
に
つ
い
て
は
語
り
え
な
い
、
そ
う
し
た
ま
っ

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２

）
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（１
）

た
く
新
た
な
時
代
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
が
或
る
判
決
の
中
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
二
つ
の
権
力
が
、
指
導
者

の
手
の
中
に
あ
る
民
族
指
導
の
手
段
と
し
て
、
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
相
互
に
均
衡
し
、
抑
制
し
あ
う
異
な
る
権
力
で
は

（２
）

な
く
、
コ

つ
の
有
機
体
の
異
な
る
機
能
」
と
い
っ
た
も
の
へ
と
変
化
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

三
つ
の
高
権
の
中
心
と
な
る
立
法
権
の
指
導
者
権
力
へ
の
統
合
に
関
し
て
は
、　
一
九
二
三
年
三
月
二
四
日
の

『民
族
及
び
ラ
イ
ヒ
の
困
難

（３
）

除
去
の
た
め
の
法
律
』、
い
わ
ゆ
る
『全
権
授
与
法
』
が
、
不
完
全
で
は
あ
れ
、
最
初
の
実
定
法
上
の
表
現
と
な
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
国
会
は
こ
の

中
で
、
「ラ
イ
ヒ
法
律
は
、
ラ
イ
ヒ
憲
法
が
定
め
る
手
続
に
よ
る
他
、
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
っ
て
も
こ
れ
を
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
条

項
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
ラ
イ
ヒ
政
府
に
対
し
て
も
、
国
会
と
並
ん
で
、
単
な
る
法
案
提
出
権
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
立
法
権
を
付
与
す
る
決

定
を
下
し
た
。
同
時
に
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
権
限
は
、
「ラ
イ
ヒ
国
会
及
び
ラ
イ
ヒ
参
議
院
の
制
度
を
対
象
と
し
な
い
限
リ
ラ
イ
ヒ
憲
法
に
背
反

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
規
定
に
よ
り
、
当
の
国
会
の
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
内
容
を
含
み
も
つ
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
ラ
イ
ヒ

（４
）

政
府
は
、
こ
の

『全
権
授
与
法
』
に
基
づ
き
、
同
年
七
月

一
四
日
、
『民
族
投
票
法
』
を
制
定
、
公
布
し
、
「ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
ラ
イ
ヒ
政
府

が
企
図
す
る
措
置
に
つ
い
て
民
族
に
そ
の
賛
否
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
上
で
、
「
こ
れ
ら
の
措
置
に
は
法
律
も
含
ま
れ
る
」
と
の
条

項
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
「民
族
」を
第
二
の
立
法
権
者
と
位
置
づ
け
た
。
こ
の
結
果
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
に
お
い
て
は
、
既
に
一
九
二
三
年
の

段
階
に
お
い
て
、
憲
法
制
度
上
、
国
会
、
政
府
、
民
族
と
い
う
三
つ
の
立
法
機
関
が
並
存
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
憲
法
等
の
文
言
上
は
、
国
会
で
あ
り
、
政
府
、
民
族
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
真
の
立
法
権
が
唯

一
民
族
の
指
導
者
に
帰
属
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
ダ
ー（だ
や
ク
リ
ユ
‐
ガ（祀
等
多
く
の
論
者
が

一
致
し
て
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ケ
ッ
ト
ゲ
ン
は
、
「
ラ
イ

ヒ
国
会
、
ラ
イ
ヒ
政
府
が
法
律
を
制
定
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
単
に
表
面
的
に
そ
う
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
指

導
者
の
法
律
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ラ
イ
ヒ
国
会
及
び
ラ
イ
ヒ
政
府
は
指
導
者
が
自
ら
決
定
を
下
す
単
な
る
枠
組
み
に
過
ぎ
ず
、
立



（７
）

法
権
は
い
ず
れ
の
場
合
も
指
導
者
の
手
の
中
に
あ
る
」
と
い
う
。
あ
る
い
は
、
ブ
ラ
ウ
セ
も
ま
た

一
九
四
〇
年
に
出
版
し
た

『指
導
秩
序
』

の
中
で

「指
導
者
が
立
法
者
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
な
お
明
白
な
文
言
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
次

の
よ
う
に
い
う
。
「し
か
し
、
現
実
に
は
、
指
導
者
が
唯

一
の
立
法
権
の
所
有
者
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
指
導
者
と
し
て
の
地
位
か
ら
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
自
ら
が
立
法
を
行
う
に
際
し
て
、
ラ
イ
ヒ
政
府
、
ラ
イ
ヒ
国
会
、
民
族
を
利
用
す
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。

（レ
イ

ヒ
の
組
織
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
立
法
権
は
、
そ
れ
ら
に
先
行
す
る
指
導
者
の
有
す
る
至
高
の
立
法
権
の
枠
内
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
。」

ブ
ラ
ウ
セ
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
指
導
者
の
最
高
立
法
権
者
と
し
て
の
地
位
と
権
能
は
、
元
来
、
彼
が
民
族
の
指
導
者
で
あ
る
こ
と

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
憲
法
を
は
じ
め
と
す
る
何
ら
か
の
国
家
法
か
ら
生
じ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ラ
イ
ヒ
政
府

に
対
し
立
法
権
を
授
与
し
た
先
の

『民
族
及
び
ラ
イ
ヒ
の
困
難
除
去
の
た
め
の
法
律
』
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ

が

一
般
に
『全
権
授
与
法
』
と
略
称
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
立
法
権
が
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
長
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
根
拠
を
置
き
、

由
来
す
る
も
の
と
し
ば
し
ば
考
え
ら
れ
た
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
理
解
が
、　
一
切
の
権
限
の
淵
源
を
法
律
等
の
実
定
法
に
求
め
る
法
実
証
主
義

の
観
念
を
背
景
に
、
こ
の
名
称
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た

「誤
解
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が

『民
族

・
運
動

・
国
家
』
の

中
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
っ
た
。
彼
が
い
う
よ
う
に
、
『全
権
授
与
法
』
と
い
う
表
現
自
体
、
指
導
者
が
民
族
の
最
良
の
子
供
と

し
て
一
切
の
権
力
の
中
心
と
な
る
指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
実
態
に
即
さ
な
い
、
そ
の
意
味
で
「不
正
確
な
、
誤
っ
た
言
い
表
し
方
」
で

あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
（犯

。
チ
ユ
ツ
ケ
が
そ
れ
に
代
わ
っ
て

『ラ
イ
ヒ
指
導
法
』
な
る
名
称
を
提
案
し
（型

と
し
て
も
ヽ
指
導
者
の
権
能

を
法
律
に
依
拠
さ
せ
よ
う
と
す
る
限
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
か
が
変
わ
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
当
時
、
合
法
革
命
の

途
次
で
あ
り
、
い
ま
だ
規
範
国
家
的
枠
組
み
が
支
配
す
る
中
で
、
憲
法
制
定
権
力
を
有
す
る
ラ
イ
ヒ
国
会
が
ラ
イ
ヒ
政
府
、
ひ
い
て
は
そ
の

長
で
あ
る
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
し
立
法
権
を
付
与
し
た
と
の
理
解
は
法
律
の
文
言
に
即
し
た
、
法
形
式
上
問
題
の
な
い
、
ま
た
無
理
か
ら
ぬ
も
の

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
貧

）

七

一
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七
二

で
あ

っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
ヒ
ト
ラ
ー
自
身
が

「神
は
、　
一
九
二
三
年

一
月
、
私
に
対
し
ラ
イ
ヒ
の
指
導
を
委
託
さ
れ
た
」
と
称
す
る
新
た

な
憲
法
体
制
の
下
に
あ

っ
て
は
、
民
族
の
指
導
者
で
あ
る
彼
が
有
す
る
立
法
権
が
、
略
称
は
何
で
あ
れ
、　
一
九
二
三
年
二
月
二
四
日
の
法
律

と
ま
っ
た
く
無
縁
な
も
の
で
あ
っ（濯
こ
と
も
ま
た
た
し
か
な
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
ネ
ー
セ
が

『指
導
者
権
力
』
の
中
で
指
摘
し
た
と
お
り
、

法
律
の
有
無
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
民
族
の
最
良
の
子
供
は
、
民
族
の
指
導
者
と
し
て
、
た
だ
そ
の
こ
と
だ
け
を
理
由
に
、
す
べ
て
の
高
権
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、
立
法
権
を
手
に
す
る
者
で
あ
っ
た
の（だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
立
法
が
元
来
国
家
の
統
治
手
段
で
あ
り
、
立
法
権
が
国
家
権
力
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
当
面
の
間
、
立
法
権
の
行
使
は
ラ
イ
ヒ
国
会
、
ラ
イ
ヒ
政
府
等
の
国
家
機
関
に
委
ね
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
こ
れ

ら
の
立
法
機
関
の
間
に
予
め
優
劣
の
関
係
、
あ
る
い
は
役
割
分
担
が
定
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
の
機
関
が
立
法
を
担
当
す

る
か
の
決
定
は
、
個
々
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の
折
々
、
指
導
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
さ
れ
（だ

。
も
っ
と
も
ヽ
そ
う

し
た
中
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
自
ら
が
、
当
初
は
ラ
イ
ヒ
首
相
、
後
に
は
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
と
し
て
そ
の
長
に
立
つ
ラ
イ
ヒ
政
府
が
、
他
の
二

つ
の
機
関
に
は
な
い
機
動
性
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
中
心
的
役
割
を
演
じ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
実
際
、
『全
権
授
与
法
』
の
成
立
か
ら
第
二

行「一”嚇碑れいれ碑】“猜は一れ一に導翻け知はわ颯『［̈
囃ゆ“行は［瑯”耳れ〔』』詢け』るっ彙れはれ最力ヽし「け』

ぎ
ず
、
民
族
投
票
に
至
っ
て
は
結
局
実
施
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

量
的
な
面
で
の
こ
の
よ
う
な
相
異
は
と
も
か
く
、
国
会
、
政
府
、
民
族
が
、
国
家
の
機
関
で
は
あ
れ
、
最
終
的
に
は
指
導
者
権
力
に
統
合

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
す
る
立
法
権
能
が
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
限
り
、
指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
中
で
、
こ
れ
ら
の

機
関
が
い
ず
れ
も
か
つ
て
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
性
格
と
課
題
、
機
能
を
有
す
る
も
の
と
な
っ（虐
こ
と
に
つ
き
疑
間
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、

三
つ
の
機
関
、
及
び
そ
の
立
法
の
実
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。



第

二
章
　
一二
つ
の
立
法
機
関
と
立
法
形
態

一　
ラ
イ
ヒ
国
会

フ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
あ
っ
て
、
ラ
イ
ヒ
国
会
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
三
権
分
立
制
と
複
数
政
党
制
を

前
提
に
、
主
権
者
で
あ
る
ラ
イ
ヒ
国
民
の
選
挙
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
代
表
機
関
で
あ
り
、
ラ
イ
ヒ
に
お
け
る
国
家
権
力
の
最
高
機
関
、
最
高

の
担
い
手
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
国
会
は
、　
一
方
で
、
ラ
イ
ヒ
法
律
の
提
案
権
、
議
決
権
を
有
す
る
最
高
の
立
法
機
関

で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
監
視
機
関
と
し
て
の
権
限
を
合
わ
せ
も
っ
て
い
た
。
政
府
は
国
会
に
対
し
責
任
を
負
い
、
そ

の
た
め
、
ラ
イ
ヒ
首
相
及
び
国
務
大
臣
は
職
務
の
執
行
に
際
し
て
、
国
会
の
信
任
を
必
要
と
し
、
逆
に
、
そ
の
信
任
を
失
え
ば
、
辞
職
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
対
し
て
も
、
国
会
は
解
職
の
た
め
の
国
民
投
票
の
実
施
を
提
案
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

こ
の
他
、
国
会
に
は
、
首
相
及
び
国
務
大
臣
に
対
す
る
国
会
、
委
員
会
へ
の
出
席
要
請
を
行
う
権
利
、
大
統
領
、
首
相
、
国
務
大
臣
の
憲
法

又
は
法
律
違
反
に
つ
き
ラ
イ
ヒ
国
事
裁
判
所
に
公
訴
を
提
起
す
る
権
利
、大
統
領
に
対
す
る
刑
事
訴
追
に
関
す
る
同
意
権
等
の
権
限
が
あ
り
、

個
々
の
議
員
に
つ
い
て
も
、
会
期
中
の
不
逮
捕
特
権
、
職
務
上
知
り
え
た
事
実
に
関
す
る
証
言
拒
否
権
等
の
身
分
保
障
上
の
権
利
が
付
与
さ

れ
て
い
た
。
む
ろ
ん
、
国
会
の
権
限
が
無
制
限
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
大
統
領
に
対
し
て
は
、
国
会
の
解
散
権
、
法
律
の
公
布
権

の
他
、
法
律
を
公
布
に
先
立
ち
国
民
投
票
に
付
託
す
る
権
利
等
が
付
与
さ
れ
、
抑
制

・
均
衡
の
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
た
し
か

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
的
に
国
民
の
代
表
機
関
と
し
て
の
国
会
の
優
位
性
、
と
り
わ
け
政
府
に
対
す
る
そ
れ
は
明
ら
か
な
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る

「
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
の
国
会
が
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
政
治
指
導
の
受
託
の
結
果
、
完
全
に
そ
の
役
割

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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を
終
え
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
指
導
者
原
理
か
ら
見
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
既
に
闘
争
時
代
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
、

「わ
れ
わ
れ
は
反
議
会
主
義
的
政
党
で
あ
り
、
フ
イ
マ
ー
ル
憲
法
、
及
び
こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
共
和
主
義
的
制
度
を
拒
否
す
る
。

〔そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
〕
わ
れ
わ
れ
が
ラ
イ
ヒ
国
会
に
参
加
す
る
の
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
兵
器
庫
の
中
に
入
っ
て
、
そ
の
固
有
の
武
器

を
手
に
入
れ
る
た
め
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
イ
マ
ー
ル
的
信
条
を
そ
の
固
有
の
柱
と
と
も
に
麻
痺
さ
せ
る
た
め
に
国
会
議
員
と
な
る
。

（‐６
）

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
今
日
の
状
態
を
革
命
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
合
法
的
手
段
も
正
し
い
」
と
語
っ
て
い
た
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
の
議

会
制
度
の
破
壊
の
た
め
に
は
わ
ず
か
二
つ
の
法
律
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
っ
た
。
『全
権
授
与
法
』
が
本
来
議
会
に
固
有
の
立
法
権
を
ラ
イ
ヒ
政

（・７
）

府
に
付
与
し
、
『政
党
新
設
禁
止
法
』
が
ナ
チ
ス
党
以
外
の
政
党
の
存
在
を
禁
上
し
た
結
果
、
三
権
分
立
制
と
複
数
政
党
制
を
根
幹
と
す
る
議

（・８
）

会
制
度
が
そ
の
実
質
を
失
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
『ラ
イ
ヒ
新
構
成
法
』
は
、
「ラ
イ
ヒ
政
府
は
新
た
な
憲
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
の
条
項
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
『全
権
授
与
法
』
が
な
お
留
保
し
て
い
た
制
度
的
な
保
障
を
取
り
除
き
、
国
会
の
存
在
そ
れ
自
体
を
ラ
イ

ヒ
政
府
の
意
思
に
依
存
さ
せ
る
状
況
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
『新
構
成
法
』
が

『全
権
授
与
法
』
の
制
定
後
に
行
わ
れ
た
初
の
国
会
立
法

と
な
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
時
ラ
イ
ヒ
国
会
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
自
ら
の
生
殺
与
奪
の
権
を
ラ
イ
ヒ
政
府
に
委
ね
渡
す
こ
と
を
最

初
の
任
務
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
制
度
的
変
化
と
あ
わ
せ
て
、
国
会
選
挙
の
在
り
様
も
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
き
な
変
化
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
第

ニ
ラ
イ
ヒ
の
歴
史
の
中
で
三
度
実
施
さ
れ
た
国
会
の
解
散
・選
挙
の
原
因
が
、
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
政
府
と
議
会
の
対
立
と
い
っ

た
こ
と
に
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
解
散
の
名
分
と
し
て
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
画
期
を
な
す
政
治
的
に
重
大
な
出
来
事
が
利
用
さ
れ

た
。
議
会
制
度
崩
壊
後
最
初
と
な
っ
た

一
九
二
三
年

一
一
月

一
二
日
の
選
挙
の
場
合
、　
一
〇
月

一
四
日
に
宣
言
さ
れ
た
国
際
連
盟
か
ら
の
脱

退
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
大
統
領
の
解
散
命
令
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「国
民
と
国
家
の
運
命
に
か
か
わ
る
現
今
の
諸
問
題
に

関
し
自
ら
が
態
度
決
定
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
ラ
イ
ヒ
政
府
と
の
一
体
性
を
表
現
す
る
機
会
を
ド
イ
ツ
民
族
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
に
、



私
は
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
二
五
条
に
基
づ
き
ラ
イ
ヒ
国
会
を
解
散
丸
ダ
ピ
こ
の
時
ド
イ
ツ
民
族
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
、
ゲ
ツ
ベ

ル
ス
、
フ
リ
ッ
ク
、
ラ
イ
、
シ
ュ
ト
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
、
フ
ラ
ン
ク
等
六
六

一
名
の
氏
名
が
掲
載
さ
れ
た

一
枚
の
候
補
者
リ
ス
ト
に
対
す
る
賛
否

の
表
明
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
党
か
ら
提
出
さ
れ
た
推
薦
名
簿
を
基
に
フ
リ
ッ
ク
が
党
幹
部
と
協
議
の
上
作
成
し
た
リ
ス
ト
の
内
、
六
二
九
名

を
ナ
チ
ス
党
員
が
占
め
て
い
た
。
残
る
三
二
名
―
―
そ
の
中
に
は
フ
ォ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
や
フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
の
名
が
見
ら
れ
る
―
―
も

一
党

独
裁
制
の
印
象
の
緩
和
を
目
的
に
リ
ス
ト
に
加
え
ら
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
す
べ
て
が
党
の
客
員
や
息
の
か
か
っ
た
官
界
、
財
界
の
主
要
メ

ン
バ
ー
か
ら
成
り
、
そ
の
多
く
は
か
つ
て
の
友
党
ド
イ
ツ
国
家
人
民
党
に
所
属
し
て
い
た
者
た
ち
で
あ
っ（型
。　
一
四
日
付
の

『
フ
ェ
ル
キ
ッ

シ
ャ
ー
・
ベ
オ
バ
ハ
タ
ー
』
は
投
票
結
果
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
投
票
総
数
四
二
九
八
八
一
五
二
、
ナ
チ
ス
党
二
九
六
三
八
七
八
九
、

（２‐
）

無
効
三
二
四
九
五
六
三
。

こ
れ
が
通
常
の
意
味
で
の
国
会
選
挙
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。　
〓

一月

一
二
日
に
招
集
さ
れ
た
最
初
の
国
会
に
お
い
て
、

ヒ
ト
ラ
ー
が
、
「ド
イ
ツ
民
族
全
体
は
、
一
一
月

一
二
日
、
政
府
の
背
後
に
一
致
団
結
し
た
民
族
が
存
在
す
る
こ
と
を
全
世
界
に
向
か
っ
て
宣

言
し
た
。
こ
の
日
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族
が
、
そ
の
深
奥
に
お
い
て
健
全
な
、
信
頼
に
足
る
民
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
の

で
あ
る
。　
一
一
月

一
二
日
は
、
わ
れ
わ
れ
に
欠
け
て
い
る
武
器
に
代
わ
っ
て
、
団
結
し
た
民
族
と
い
う
無
比
の
力
を
わ
れ
わ
れ
に
授
け
た
日

（２２
）

で
あ
っ
た
の
だ
」
と
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、　
一
枚
の
リ
ス
ト
が
ド
イ
ツ
民
族
に
求
め
た
こ
と
は
、
「
ア
ド
ル
フ
・ヒ
ト
ラ
ー
が
率
い
る
ナ
チ
ズ

ム
運
動
に
よ
る
指
導
に
対
す
る
同
意
」
の
表
明
に
他
な
ら
な
か
っ（だ
。
選
挙
自
体
が
国
際
連
盟
脱
退
の
是
非
を
問
う
民
族
投
票
と
同
時
に
実

施
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
国
会
選
挙
に
名
を
借
り
た
民
族
投
票
が
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
疑
間
は
な
（祀

。

一
九
二
六
年
二
月
二
九
日
の
選
挙
で
は
こ
う
し
た
投
票
の
も
つ
性
格
が
よ
り

一
層
顕
著
な
も
の
と
な
る
。
今
回
の
解
散
の
名
分
は
二
月
七

日
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
進
駐
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
布
告
さ
れ
た
選
挙
告
示
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
ラ
イ
ヒ
の
名
誉
の
回
復
と
主
権
の
再
興
を
目

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２

）

七
五
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的
に
、
同
じ
権
利
と
義
務
を
基
礎
と
し
た
諸
民
族
の
真
の
和
解
と
融
和
に
向
け
た
誠
実
な
努
力
に
支
え
ら
れ
た
こ
の
三
年
間
の
政
治
が
本
日

（２５
）

を
も
っ
て
完
了
し
た
こ
と
に
対
し
、
ド
イ
ツ
民
族
が
祝
祭
的
な
同
意
を
表
明
す
る
機
会
を
保
障
す
る
た
め
、私
は
ラ
イ
ヒ
国
会
を
解
散
す
る
。
」

同
じ
日
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
改
め
て
国
会
か
ら
今
回
の
選
挙
の
意
義
を
国
民
に
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
た
。
「私
が
過
去
三
年
間
〔国
民
生
活
、
政

治
、
経
済
の
す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
多
く
の
こ
と
を
〕
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
私
が
独
裁
者
と
し
て
で
は
な
く
、
絶
え
ず
民

族
の
指
導
者
と
し
て
、
私
の
民
族
を
指
導
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。
私
が
有
す
る
一
切
の
力
は
、
指
導
者
と
し
て
民
族
と
不
可
分
に
結
ば
れ

て
い
る
と
い
う
幸
福
な
意
識
か
ら
汲
み
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。　
一
見
し
た
と
こ
ろ
独
断
的
と
も
思
え
る
決
断
や
厳
格
な
措
置
を
実
行
し
、

ま
た
巨
大
な
犠
牲
を
求
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
民
族
が
改
め
て
私
及
び
私
と
と
も
に
働
き
、
戦
っ
た
者
た

ち
に
事
後
的
な
同
意
を
与
え
ら
れ
ん
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
日
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
私
が
行
っ
て
き
た
指
導
に
対
す
る
ド

（２６
）

イ
ツ
民
族
の
判
断
を
仰
ぐ
べ
く
、
ラ
イ
ヒ
国
会
を
解
散
す
る
こ
と
を
決
断
し
た
。」

以
上
の
発
言
等
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
民
族
の
指
導
者
に
対
す
る
被
指
導
者
団
に
よ
る
信
仰
告
自
の
表
明
、
そ
れ
が
指
導
者
―
国
家
―

憲
法
体
制
の
下
に
お
け
る
国
会
選
挙
の
目
的
で
あ
っ
た
。
告
示
日
に
公
布
さ
れ
た

『ラ
イ
ヒ
選
挙
極
だ
』
が
投
票
権
者
の
範
囲
を
指
導
者
に

対
し
忠
誠
義
務
を
負
う
者
に
限
定
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
当
然
の
措
置
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
『ラ
イ
ヒ
市
民
法
第

一

（２８
）

命
令
』
が
ラ
イ
ヒ
市
民
と
み
な
し
た
ド
イ
ツ
国
籍
所
有
者
、
及
び
ド
イ
ツ
人
又
は
そ
れ
と
類
縁
の
血
を
有
す
る
ド
イ
ツ
国
籍
所
有
者
が
そ
う

で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
市
民
と
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
等
が
投
票
の
権
利
を
剥
奪
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
、
ラ
イ
ヒ
市
民
に
対
し
て
は
投

票
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
反
対
や
棄
権
は
た
だ
ち
に
忠
誠
義
務
違
反
と
み
な
さ
れ
、
ラ
イ
ヒ
市
民
た
る
資
格
の
剥
奪
、
共
同

体
か
ら
の
排
除
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
な
ど
。
実
際
、
名
誉
裁
判
所
は
選
挙
を
棄
権
し
た
或
る
弁
護
士
に
対
し
次
の
よ
う
な
資
格

剥
奪
の
処
分
を
下
し
て
い
る
。
「被
告
人
は
二
月
二
九
日
の
選
挙
を
故
意
に
棄
権
し
た
。
ド
イ
ツ
民
族
の
圧
倒
的
多
数
は
、
指
導
者
が
求
め
た

選
挙
に
お
い
て
、
指
導
者
及
び
彼
の
進
め
る
政
策
に
対
し
熱
烈
な
信
仰
告
白
を
行
っ
た
。
こ
の
選
挙
は
感
謝
の
表
現
、
忠
誠
の
告
自
で
あ
り
、



か
つ
て
の
意
味
に
お
け
る
選
挙
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
選
挙
は
、
ド
イ
ツ
民
族
が

一
致
団
結
し
て
指
導
者
に
従
い
、
指
導
者
に
よ
り
行
わ
れ

た
措
置
を
支
持
す
る
こ
と
を
外
国
に
対
し
て
も
知
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
〔被
告
人
が
ラ
イ
ヒ
憲
法
第

一
二
五
条
に
規
定
す
る

選
挙
の
自
由
を
主
張
し
よ
う
と
〕、
い
か
な
る
ド
イ
ツ
人
も
こ
の
選
挙
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
（硼

ピ

た
し
か
に
、

判
決
が
い
う
と
お
り
、
誰
も
が
無
関
心
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
ア
イ
ヒ
シ
ュ
テ
ツ
ト
小
管
区
ナ
テ
ス
党

宣
伝
管
理
部
に
よ
る
以
下
の
世
情
報
告
書
か
ら
も
容
易
に
う
か
が
い
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
コ
選
挙
〕
集
会
へ
の

〔住
民
の
〕
出
席
は
非

常
に
良
好
で
あ
り
、
ま
た
世
論
の
状
態
も
非
常
に
よ
い
。
〔住
民
の
〕投
票
行
動
に
対
し
て
は
特
別
の
注
意
が
払
わ
れ
、
ま
た
投
票
場
へ
の
組

織
的
な
駆
り
出
し
が
行
わ
れ
た
。
ア
イ
ヒ
シ
ュ
テ
ッ
ト
小
管
区
で
投
票
場
へ
と
連
れ
て
行
か
れ
な
か
っ
た
者
は
、
死
者
か
所
在
不
明
者
の
い

ず
れ
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、　
一
〇
〇
％
の
投
票
率
が
達
成
さ
れ
た
。
七
六
市
町
村
の
内
五
二
で
指
導
者
に
対
す
る
支
持
が

一
〇
〇
％
に
達

（３‐
）

し
た
。
投
票
に
対
す
る
監
視
が
強
力
に
行
わ
れ
た
結
果
、
誰
が
反
対
票
を
投
じ
た
か
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。」

制
度
面
か
ら
も
、
ま
た
選
挙
の
在
り
様
か
ら
も
、
か
つ
て
主
権
者
で
あ
る
国
民
の
代
表
機
関
と
し
て
国
権
の
最
高
機
関
と
さ
れ
た
国
会
の

性
格
の
変
化
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
名
称
以
外
に
ワ
イ
マ
ー
ル
の
そ
れ
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
何
も
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
国
政
に
関

す
る
審
議
機
関
で
も
、
政
府
に
対
す
る
抑
制
機
関
で
も
な
く
、
指
導
者
の
手
の
内
に
あ
る
「民
族
指
導
の
た
め
の
一
つ
の
に
階
」、
そ
れ
が
新

た
な
憲
法
体
制
の
下
で
国
会
に
辛
う
じ
て
与
え
ら
れ
た
役
割
で
あ
っ
た
。
既
に
『全
権
授
与
法
』
の
提
案
演
説
の
中
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
「政

府
は
国
会
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
政
府
は
将
来
に
わ
た
り
自
ら
と
っ
た
措
置
を
そ
の
折
々
国
会
に
報
告

し
、
あ
る
い
は

一
定
の
理
由
か
ら
そ
う
す
る
こ
と
が
合
目
的
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
、
国
会
の
同
意
を
得
る
こ
と
を
留
保
す
る
も
の
で

（３３
）

あ
る
」
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
が
、
実
際
、
彼
は
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
画
期
を
な
す
内
外
の
重
要
な
出
来
事
、
た
と
え
ば
国
際
連
盟

か
ら
の
脱
退
、
レ
ー
ム
事
件
、
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
へ
の
就
任
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
占
領
、
英
米
へ
の
宣
戦
布
告
等
々
に
際
し
、
国
会
を

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２

）

七
七
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招
集
し
、
自
ら
の
政
策
と
決
定
を
国
会
を
通
し
て
民
族
全
体
に
語
り
か
け
る
機
会
と
し
て
こ
れ
を
利
用
し
（濃

に
過
ぎ
な
い
。
他
方
、
国
会
に

（３５
）

と
っ
て
は
、
指
導
者
と
被
指
導
者
団
の
架
け
橋
と
し
て
、
壇
上
か
ら
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
呼
び
掛
け
に
対
し
民
族
全
体
を
代
表
し
喝
朱
の
叫
び
声

（３６
）

を
も
っ
て
応
答
す
る
こ
と
が
唯

一
の
課
題
と
な
っ
た
。
国
会
は
、
政
策
を
め
ぐ
っ
て
相
対
立
す
る
政
治
的
見
解
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
言
論
の
場

（３７
）

で
は
な
く
、
自
ら
も
ま
た

一
個
の

「被
指
導
者
団
」
の
地
位
に
立
ち
、
指
導
者
意
思
と
民
族
意
思
の
合
致
を
確
認
し
、
指
導
者
と
民
族
の
団

（３８
）

結
と
相
互
の
信
頼
を
内
外
に
向
け
て
表
現
し
、
主
張
す
る

「祝
祭
的
な
国
事
行
為
」
の
場
へ
と
変
化
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
間
の
事
情
は
、
国
会
の
本
来
の
任
務
で
あ
り
、
審
議
を
そ
の
本
質
と
し
、
ま
た
不
可
避
と
す
る
は
ず
の
立
法
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ

た
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
カ
ル
ト
等
が

「国
会
は
指
導
者
の
意
思
に
し
た
が
っ
て
立
法
者
と
し
て
行
動
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
法
案
審
議
は
指
導
者
が

（３９
）

そ
の
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
国
会
に
よ
る
立
法
で
は
あ
れ
、
法
案
提
出
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
ヒ
ト
ラ
ー

の
手
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
彼
が
、
「祝
祭
的
な
国
事
行
為
」
の
場
と
し
て
の
国
会
に
ふ
さ
わ
し
く
、
議
決
す
べ
き
法
案

（４０
）

を
選
択
し
、
提
案
し
た
こ
と
は
六
つ
の
法
律
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、　
一
九
二
四
年

一
月
二
〇
日
の
『新
構
成
法
』、　
一
九
二
五
年

九
月

一
五
日
の
『ラ
イ
ヒ
国
握
饗
』、
『ラ
イ
ヒ
市
」
だ
』、
『血
の
保
譲
だ
』、
一
九
二
七
年

一
月
二
〇
日
及
び

一
九
二
九
年

一
月
二
〇
日
の
『民

族
及
び
ラ
イ
ヒ
の
困
難
除
去
の
た
め
の
法
律
の
延
長
（型

』
が
そ
う
で
あ
つ
た
。
指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
基
点
で
あ
り
な
が
ら
元
々
時
限

法
と
し
て
誕
生
し
た

『全
権
授
与
法
』
の
延
長
の
た
め
の
二
つ
の
法
律
を
含
め
、
六
つ
の
法
律
が
い
ず
れ
も
ナ
チ
ズ
ム
の
世
界
観
を
表
現
し
、

あ
る
い
は
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
画
期
を
な
す
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
『人
種
法
律
』
は

周
知
の
こ
と
と
し
て
、
『新
構
成
法
』
に
関
し
、
フ
リ
ッ
ク
は
、
そ
れ
が
有
す
る
歴
史
的
意
義
に
つ
き
、
法
律
成
立
の
翌
日
に
行
っ
た
「第
三

ラ
イ
ヒ
の
建
設
」
と
題
す
る
ラ
ジ
オ
演
説
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。
「何
千
年
に
も
わ
た
る
ド
イ
ツ
人
の
古
く
か
ら
の
憧
れ
が
実
現

さ
れ
た
の
で
す
。
―
―
木
白
以
降
、
連
邦
国
家
に
代
わ
っ
て
統

一
国
家
が
誕
生
し
ま
し
た
。
‐―
―
ド
イ
ッ
民
族
同
胞
の
皆
さ
ん
、
わ
れ
わ
れ



の
世
代
の
使
命
は
、
わ
れ
わ
れ
の
父
祖
が
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
国
民
的
統

一
国
家
を
生
み
出
し
、
後
の
世
代
の
た
め
に
完
成
さ
せ
る
こ

と
に
あ
り
ま
す
。
本
日
を
も
っ
て
ド
イ
ツ
史
の
新
た
な
時
代
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
が
有
す
る
偉
大
さ
、
重
大
性
は
後
の
世
代
に

（４５
）

な
っ
て
よ
う
や
く
正
し
く
認
識
さ
れ
う
る
も
の
と
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。」結
局
、
立
法
に
関
し
て
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
国
会
を
自
ら
の
政
策

と
決
定
を
民
族
全
体
に
語
り
か
け
る
機
会
と
し
て
利
用
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
彼
は
、
他
の
九
八
六
の
法
律
と
は
異
な
り
、
こ
れ
ら
六

つ
の
法
律
に
限
っ
て
、
何
ら
か
の
理
由
か
ら
、
自
ら
と
っ
た
措
置
を
報
告
し
、
同
意
を
得
る
こ
と
が
合
目
的
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
り
、

ラ
イ
ヒ
政
府
で
も
、
民
族
で
も
な
く
、
国
会
を
立
法
の
場
と
し
て
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
国
会
審
議
の
実
際
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
『新
構
成
法
』
が
提
案
さ
れ
た

一
九
二
四
年

一
月
二
〇
日
の
国
会
で
は
、
既
に
審

議
の
実
体
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
な
お
定
め
ら
れ
た
二
つ
の
読
会
―
―
法
案
の
基
本
原
則
に
関
す
る
討
議
、
各
条
文
に
関
す
る
討
議
、

決
定
―
―
の
体
裁
だ
け
は
か
ろ
う
じ
て
守
ら
れ
て
い
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
と
フ
リ
ッ
ク
、
そ
の
仲
間
の
名
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
法
案
は
、
二
時

間
余
り
の
審
議
時
間
の
ほ
と
ん
ど
を
費
や
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
演
説
―
―
も
っ
と
も
、
そ
の
大
半
は
法
律
と
は
直
接
関
係
を
も
た
な
い
外

交
問
題
に
つ
い
て
の
長
口
舌
で
あ
っ
た
―
―
の
後
、
議
事
規
則
に
し
た
が
い
読
会
に
入
っ
た
。
以
下
は
ゲ
ー
リ
ン
グ
議
長
の
発
言
の
記
録
の

す
べ
て
で
あ
る
。
「第

一
読
会
を
開
始
す
る
。
発
言
の
要
求
な
し
。
よ
っ
て
審
議
を
終
了
す
る
。
続
い
て
第
二
読
会
を
開
始
す
る
。
第

一
条
に

関
す
る
審
議
を
お
願
い
す
る
。
発
言
の
要
求
な
し
。
よ
っ
て
第

一
条
は
異
議
な
い
も
の
と
認
め
る
。
第
二
条
、
異
議
な
し
。
第
二
条
、
異
議

な
し
。
第
四
条
、
異
議
な
し
。
第
五
条
、
異
議
な
し
。
第
六
条
、
異
議
な
し
。
序
文
及
び
標
題
、
同
様
に
異
議
な
し
。
次
に
第
二
読
会
を
開

始
す
る
。
発
言
の
要
求
な
し
。
よ
っ
て
採
決
に
移
る
。
第

一
条
か
ら
第
六
条
、
及
び
序
文
、
標
題
を
読
み
上
げ
る
。
異
議
な
し
と
認
め
る
。

最
終
投
票
に
移
る
。
法
案
に
賛
成
す
る
諸
君
は
起
立
さ
れ
た
い
。
―
―
ラ
イ
ヒ
新
構
成
法
は
満
場

一
致
で
承
認
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
（型

ピ

一
九
二
五
年
九
月

一
五
日
の
国
会
は
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
会
議
の
冒
頭
、
フ
リ
ッ
ク
が

「今
や
ラ
イ
ヒ
国
会
も
指
導
者

原
理
に
基
づ
い
て
議
事
を
進
行
す
べ
き
時
が
や
っ
て
き
た
」
と
発
言
、
こ
れ
を
受
け
て
国
会
は
一
九
二
二
年
の

『ラ
イ
ヒ
議
事
規
則
』
を
廃

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
貧
）　
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（４７
）

止
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
規
則
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
ラ
イ
ヒ
議
長
ゲ
ー
リ
ン
グ
に
対
し
自
由
裁
量
に
よ
る
議
事
の
進
行
を
委
ね
た

結
果
、
こ
れ
以
降
、
形
式
上
か
ら
も
国
会
審
議
の
中
心
を
構
成
す
べ
き
読
会
は
そ
の
存
在
根
拠
を
失
う
に
至
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
国
会
議
事
録
が

伝
え
る

『ラ
イ
ヒ
国
旗
法
』、
『ラ
イ
ヒ
市
民
法
』、
『血
の
保
護
法
』
の
審
議
の
様
子
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
、
ゲ
ー
リ

ン
グ
、　
ヘ
ス
、
フ
リ
ッ
ク
と
そ
の
仲
間
を
代
表
者
と
す
る
ナ
チ
ス
議
員
団
の
名
に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
二
つ
の
法
案
は
、
い
ず
れ
も
、
ヒ
ト

ラ
ー
に
よ
る
提
案
理
由
の
説
明
を
受
け
た
後
、
た
だ
ち
に
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
議
長
の

「
ラ
イ
ヒ
国
会
は
以
下
の
法
案
に
対
し
憲
法
上
必
要
と
さ

れ
る
同
意
を
与
え
る
こ
と
を
欲
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
発
言
、
及
び
そ
れ
に
続
く
各
条
文
の
朗
読
に
対
す
る
出
席
者
全
員
の

「熱
烈
な
拍

手
」
と

「歓
声
」
に
よ
る
賛
意
の
表
明
、
さ
ら
に
議
長
の
呼
び
掛
け
―
―
「議
員
諸
君
、
起
立
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
法
案
に
同
意
を
与
え
る
こ

（４８
）

と
を
お
願
い
す
る
」
―
―

へ
の
応
答
の
結
果
、
「満
場

一
致
で
も
っ
て
承
認
さ
れ
た
。」

一
時
間
に
満
た
な
い
国
会
審
議
の
締
め
く
く
り
は
、

ゲ
ー
リ
ン
グ
議
長
に
よ
る
民
族
の
指
導
者
ア
ド
ル
フ
・ヒ
ト
ラ
ー
に
対
す
る
感
謝
と
忠
誠
の
表
明
で
あ
っ
た
。
「指
導
者
閣
下
。
閣
下
が
本
国

民
族
の
幸
福
と
未
来
の
た
め
に
贈
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
貴
重
な
法
律
に
対
し
ド
イ
ツ
民
族
の
誰
も
が
抱
く
感
謝
の
念
を
閣
下
に
捧
げ
る
こ
と
を

お
許
し
願
い
た
い
。
こ
の
感
謝
の
念
を
言
葉
で
言
い
表
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
忠
誠
の
念
、
共
感
の
念
を
言
葉
で
表
す
こ
と
も

不
可
能
で
あ
り
ま
す
。
民
族
全
体
が
今
日
自
ら
の
強
さ
と
幸
福
を
実
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
は
閣
下
の
中
に
民
族
の
指
導
者
の
み

な
ら
ず
、
民
族
の
救
済
者
を
見
い
出
し
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
ラ
イ
ヒ
国
会
議
員
諸
君
、
こ
の
瞬
間
、
指
導
者
に
よ
リ
ド
イ
ツ
人
の
何

千
年
に
わ
た
る
古
く
か
ら
の
憧
れ
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
思
い
を
致
そ
う
。
即
ち
、　
一
つ
の
民
族
、　
一
つ
の
ラ
イ
ヒ
、　
一
人
の
指
導
者
の
実

現
が
そ
う
で
あ
る
。
救
済
者
に
し
て
創
造
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
指
導
者
に
対
し
勝
利
万
歳
を
（だ

」

ゲ
ー
リ
ン
グ
の
発
言
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
立
法
に
際
し
て
も
、
他
の
一
般
演
説
の
場
合
と
同
様
に
、
国
会
は
、
単
に

「民
族
の
意

思
を
指
導
部
の
権
威
と
合
致
さ
せ
る
」
た
め
の
憲
法
上
の
一
つ
の
制
度
に
過
ぎ
ず
、
法
案
に
対
す
る
審
議
で
は
な
く
、
「喝
禾
の
票
決
」
を
通



し
て
、
指
導
者

へ
の
信
仰
告
白
を
表
明
し
、
指
導
者
の
意
思
と
の
合
致
を
内
外
に
宣
言
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
化
し
た
の
で
あ
（型

。
国
会
の
実

体
は
、
ケ
ッ
ト
ゲ
ン
が
い
う
よ
う
に
、　
ヘ
ス
が
も
っ
と
も
現
代
的
な
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
と
呼
ん
だ
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
党
大
会
と
何
ら
変
わ
る

襲

膨
夢

鍵

神
離

舞
脚
舞

憂

晃

［
ン

訂

舞

鶴

雌

Ｅ

‥

蟹

翌

踏

二
　
民
族
投
票

民
族
投
票
の
制
度
自
体
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
フ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
お
い
て
も
国
会
と
並
ぶ
第
二
の
立
法
機
関
と
し
て

「国
民
投

票
」
の
制
度
が
存
在
し
て
い
た
。
国
民
に
は
法
案
提
出
の
権
利
が
保
障
さ
れ
、
有
権
者
の
一
〇
分
の
一
以
上
が
提
出
を
請
願
し
た
場
合
、
国

会
に
よ
る
無
修
正
で
の
受
け
入
れ
の
拒
否
を
条
件
と
し
て
、
国
民
投
票
に
付
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
他
、
憲
法
は
、
ラ
イ
ヒ
国
会
が

議
決
し
た
法
律
に
つ
い
て
も
、　
一
カ
月
以
内
に
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
命
令
の
あ
る
時
、
又
は
議
員
の
三
分
の
一
以
上
の
請
求
に
よ
り
公
布
を
延

期
し
、
か
つ
選
挙
有
権
者
の
二
〇
分
の
一
の
申
し
出
が
あ
る
時
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
民
投
票
に
付
す
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
制

度
が
国
民
主
権
の
直
接
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一
九
二
三
年
七
月

一
四
日
の

『民
族
投
票
法
』
が
従
来
の
国
民
投
票
制
度
と
は
別
に
新
た
に
導
入
し
た
民
族
投
票
の
制
度
も
ま
た
、
基
本

的
に
は
、
こ
れ
が
ゲ
ル
マ
ン
的
民
主
主
義
を
象
徴
す
る
も
の
と
喧
伝
さ
れ
た
よ
う
に
、　
一
切
の
権
力
の
淵
源
を
民
族
に
求
め
、
指
導
者
も
ま

た
民
族
の
子
と
し
て
所
詮

「民
族
意
思
の
執
行
者
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
ナ
チ
ズ
ム
の
観
念
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
フ
リ
ッ
ク
も
ま
た
、
一
九
二
四
年
八
月

一
九
日
の
民
族
投
票
に
際
し
て
行
っ
た
官
吏
に
対
す
る
呼
び
掛
け
の
中
で
、

投
票
実
施
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
即
ち
、
「全
国
家
権
力
は
民
族
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
確
信
に
基
づ

き
、
民
族
の
指
導
者
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
と
ラ
イ
ヒ
首
相
の
官
職
の
統
合
に
関
す
る
内
閣
の
決
定
を
自
由
な
民
族
投

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２
）
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二

票
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で
あ
（型

」
と
ヽ
し
か
し
な
が
ら
、
匿
名
の
世
論
と
投
票
用
紙
に
基
づ
く
非
人
格
的
な
多
数
者
の
意
思
と
決
定
に
よ

る
統
治
に
代
わ
っ
て
、
自
ら
の
人
格
の
中
に
民
族
を
体
現
し
、
民
族
に
対
す
る
責
任
を
担
う

一
人
の
指
導
者
の
意
思
と
決
定
に
民
族
の
指
導

を
委
ね
よ
う
と
す
る
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
憲
法
体
制
に
あ
っ
て
、
民
族
投
票
の
性
格
と
在
り
様
が
ワ
イ
マ
ー
ル
の
国
民
投
票
の
そ
れ
か
ら
大
き
く

異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
見
易
い
道
理
で
あ
っ
た
。

何
よ
り
も
先
ず
、
民
族
投
票
が
、
か
つ
て
の
国
民
投
票
と
は
異
な
り
、
何
ら
か
の

「決
定
」
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
民
族
共
同
体
に
あ
っ
て
は
、
「民
族
は
指
導
者
を
通
し
て
発
言
し
、
指
導
者
は
民
族
の
コ
ト

バ
を
語
る
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
民
族
の
最
良
の
子
供
で
あ
る
指
導
者
が
そ
の
折
々
の
状
況
の
中
で
下
す
決
定
は
常
に
既
に
被
指
導
者
団

で
あ
る
民
族
の
そ
れ
で
も
あ
り
、
彼
の
意
思
は
同
時
に
民
族
の
意
思
そ
の
も
の
で
も
あ
る
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
民
族
そ
れ
自

体
が
諸
世
代
の
歴
史
的
統

一
体
と
し
て
時
間
と
空
間
を
超
え
た
客
観
的
な
存
在
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
民
族
意
思
も
ま
た
、
今
現
に
存

在
す
る
民
族
同
胞
の
多
数
意
思
を
超
越
し
た
、
共
同
体
に
内
在
す
る
客
観
的
な

一
つ
の
所
与
と
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
所
与
と
し
て
の
民
族
意
思
が
、
指
導
者
を
通
し
て
自
覚
化
さ
れ
、
そ
の
都
度
の
状
況
の
力
学
の
中
で
指
導
者
の
決
定
と
し
て
現
実
化
さ

れ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
投
票
に
よ
る
民
族
意
思
の
形
成
、
決
定
な
ど
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と

（５３
）

で
あ

っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
投
票
の
実
施
が
民
族
の
側
か
ら
発
議
さ
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
（卍

、
ま
た
政
策
の
是
非
が
そ
の
決
定
以
前
に
問
わ
れ
る
こ
と

（５５
）

も
あ
り
よ
う
は
ず
が
な
か
っ
た
。
ラ
ン
マ
ー
ス
も
ま
た
、
「指
導
者
は
既
に
自
ら
が
下
し
た
決
定
に
つ
い
て
民
族
に
問
い
か
け
る
の
だ
」
と
い

う
。
「そ
れ
も
、
そ
の
結
果
に
対
す
る
評
価
を
民
族
が
行
い
う
る
時
点
に
お
い
て
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
〔指
導
者
は
〕
自
ら
の
と
る
措
置
に

つ
き
、
そ
れ
が
い
か
に
行
わ
れ
る
べ
き
か
を
事
前
に
問
い
か
け
る
の
で
は
な
い
。
民
族
は
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
問
い
か
け
に
答
え
る
能
力
を



有
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
事
後
的
に
そ
れ
に
対
し
同
意
す
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
指
導
者
国
家
の
本
質
は
、
国
家
指
導
部
が

今
後
の
計
画
に
対
し
民
族
の
見
解
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、既
に
実
行
さ
れ
た
措
置
に
つ
き
彼
ら
の
同
意
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
あ
（型

ピ
実
際
、

は
じ
め
て
行
わ
れ
た

一
九
二
三
年
の
民
族
投
票
の
場
合
も
ま
た
、
既
に
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
り
国
際
連
盟
か
ら
の
脱
退
が
決
定
さ
れ
、
発
表
さ

れ
た
後
に
、
ド
イ
ツ
民
族
に
対
し
、
コ

○
月

一
四
日
の
ラ
イ
ヒ
政
府
の
声
明
に
お
紗
て
示
さ
れ
た
政
府
の
政
策
に
同
意
を
与
え
る
か
、
ま
た

こ
の
政
策
を
自
ら
の
固
有
の
見
解
、
意
思
の
表
現
で
あ
る
と
宣
言
す
る
用
意
が
あ
る
か
」
が
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
現
実
に
は

起
こ
り
よ
う
も
な
い
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
か
か
る
問
い
か
け
に
対
し
万
が

一
民
族
が
同
意
を
与
え
な
か
っ
た
場
合
で
あ
れ
、
既
に
決
定
さ

れ
た
措
置
が
無
効
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
指
導
者
は
民
族
の
意
思
に
服
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
さ
れ（だ
。

そ
れ
で
は
民
族
投
票
の
役
割
、
目
的
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、

（鼈
導
者
の
意
思
と
被
指
導
者
団
で
あ
る
民
族
の
意
思
の
一
致
の
確

認
、
及
び
そ
れ
を
通
し
た
指
導
の
権
威
の
確
立
と
強
化
以
外
に
は
な
か
っ
た
。
「民
族
投
票
は
喝
朱
を
通
し
た
票
決
で
あ
る
」
と
フ
ー
バ
ー
は

い
う
。
「そ
れ
は

〔指
導
者
の
決
定
を
〕
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
れ
自
体
は
何
ら

『裁
可
』
で
も
な
け
れ
ば
、
『決
定
』

で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
〔指
導
者
の
決
定
〕
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
政
治
的
、
法
的
現
況
に
対
し
て
民
族
の
側
か
ら
行
う
と
こ
ろ
の
『信
仰
告

自
』
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
形
式
だ
け
の
民
主
主
義
に
見
ら
れ
る
投
票
に
よ
る
決
着
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
〔被
指
導
者
団
が

有
す
る
指
導
者
へ
の
〕
信
頼
を
表
明
す
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
重
要
で
あ
る
。
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
が

一
九
二
三
年
二
月
二
三
日
の

卸
嚇
】
嘲
観
“
時
』
椰
錮
詢
原
則
で
あ
る
と
宣
言
し
た

『民
族
の
意
思
と
真
の
指
導
の
権
威
の
結
合
』
は
、
こ
う
し
た
民
族
投
票
を
通
じ
て

結
局
、
民
族
投
票
は
、
一
九
二
三
年
の
投
票
に
際
し
て
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
獣
噺
領
が
行
っ
た
ド
イ
ツ
民
族
に
対
す
る
呼
び
掛
け
―
―
「明
日
、

諸
君
が
固
い
民
族
的
団
結
と
、
諸
君
と
政
府
の
結
束
を
示
す
こ
と
を
期
待
す
る
」
―
―
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
た
だ
指
導
者
と
民
族
の
一

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２

）
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体
化
を
確
認
し
、
内
外
に
示
威
す
る
た
め
の
一
つ
の
政
治
的
な

「侮
型
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
先
の
ラ
イ
ヒ
国
会
に
よ
る
立
法

の
場
合
と
同
様
に
、
ラ
イ
ヒ
の
画
期
を
な
し
、
と
り
わ
け
民
族
の
喝
朱
に
よ
る
儀
式
に
ふ
さ
わ
し
い
指
導
者
の
措
置
が
民
族
投
票
の
対
象
と

し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
り
、
実
際
、　
〓

一年
の
間
に
、
わ
ず
か
に
三
度
、
国
際
連
盟
か
ら
の
脱
退
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
指
導
者
兼
ラ

イ
ヒ
首
相
へ
の
就
任
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
併
合
に
関
し
て
実
施
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
中
で
も
立
法
措
置
の
是
非
が
問
わ
れ
た
ケ
ー
ス
は

『元
望
滅
』
に
か
か
わ
っ
て
行
わ
れ
た

一
九
二
四
年
の
民
族
投
票
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
ホ
ッ
ヘ
が
い
う
よ
う
に
単
に
「政

治
的
な
行
為
で
あ
り
、
立
法
的
な
そ
れ
と
し
て
は
評
価
し
う
る
も
の
で
な
か
っ（型
」
こ
と
も
た
し
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
『元
首
法
』

そ
の
も
の
が
既
に

『全
権
授
与
法
』
に
基
づ
く
ラ
イ
ヒ
政
府
の
立
法
行
為
と
し
て
民
族
投
票
の
有
無
、
あ
る
い
は
そ
の
結
果
に
か
か
わ
り
な

く
有
効
な
法
律
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
見
れ
ば
容
易
に
納
得
が
い
く
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
民
族
が
国
会
、
政
府
と
並
ぶ
立
法
機
関
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
に
せ
よ
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
憲
法
体
制
の
中
に
あ
っ
て
、
民
族
投
票
の
も
つ
性
格
と
機
能
か
ら
し
て
、
実
質
上
そ
う
し

（６５
）

た
機
関
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
う
る
余
地
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

〓
一　
ラ
イ
ヒ
政
府

民
族
投
票
の
み
な
ら
ず
、
国
会
に
よ
る
立
法
も
ま
た
数
の
上
か
ら
は
微
々
た
る
も
の
に
と
ど
ま
り
、
さ
ら
に
国
会
及
び
民
族
が
い
ず
れ
も

単
な
る
喝
朱
機
関
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
ラ
イ
ヒ
政
府
が
立
法
数
の
上
か
ら
も
実
質
的
に
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
唯

一
の
立
法
機
関
と

し
て
の
地
位
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（ク
的

ュ
‐
ガ
‐
の
言
葉
を
借
り
て
い
う
な
ら
ば
、
『全
権
授
与
法
』
に
よ
っ
て

「ラ
イ
ヒ
政
府
が
鈍
重
な
議
会
主
義
的
立
法
機
械
に
取
っ
て
代
わ
る
」、
そ
う
し
た
新
た
な
事
態
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
こ
で
も
ま
た
ラ
イ
ヒ
政
府
が
、
お
そ
く
と
も
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
大
統
領
の
死
去
に
よ
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
へ
の
就
任
以

降
、
ワ
イ
マ
ー
ル
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
性
格
と
機
能
を
も
つ
機
関

へ
と
変
貌
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点



に
関
し
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
が
、
「内
閣
の
中
で
指
導
者
の
権
威
が
今
や
完
全
に
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
も
は
や
票
決
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（６７
）

指
導
者
が
決
定
を
下
す
の
だ
」
と
日
記
に
書
い
た
の
は
、政
権
掌
握
か
ら
わ
ず
か
三
カ
月
足
ら
ず
の
一
九
二
三
年
四
月
二
二
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
な
る
ほ
ど
、
ラ
イ
ヒ
政
府
が
、
依
然
と
し
て
、
憲
法
の
文
言
上
は
、
議
長
で
あ
る
ラ
イ
ヒ
首
相
と
大
臣
か
ら
な
る
合
議
体
で
あ
り
、
ま

た
ラ
イ
ヒ
首
相
が
同
輩
中
の
上
位
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、早
期
の
段
階
で
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
五
八
条
―
―
「ラ
イ
ヒ
政
府
の
決
議
は

過
半
数
に
よ
る
。
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
が
決
す
る
」
―
―
の
規
定
が
ま
っ
た
く
無
意
味
な
も
の
と
な
っ（濯
こ
と
は
右
の
ゲ
ッ
ベ
ル
ス

の
日
記
が
伝
え
る
と
お
り
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
立
法
の
実
際
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
『政
党
新
設
禁
止
法
』
や

『民
族
投
票

法
』
等
、
ラ
イ
ヒ
の
新
た
な
憲
法
体
制
を
決
す
る
重
要
法
案
が
審
議
さ
れ
、
ま
た
立
法
数
か
ら
も

一
つ
の
頂
点
を
形
成
し
た

一
九
二
三
年
七

月

一
四
日
の
閣
議
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
出
席
者
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
首
相
の
他
、
フ
オ
ン
・
パ
ー
ペ
ン
、
フ
オ
ン
・
ノ
イ
ラ
ー
ト
、
フ
リ
ッ
ク
、

フ
オ
ン
・
ク
ロ
ー
ジ
ク
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ゼ
ル
テ
、
フ
オ
ン
・
エ
ル
ツ
＝
ル
ュ
ー
ベ
ナ
ッ
ハ
、
グ
レ
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
各
大
臣
、
ラ
ン
マ
ー

ス
官
房
長
官
、
フ
ン
ク
、
ヒ
ー
ア
ル
等
の
各
省
次
官
、
官
房
長
等
、
そ
し
て
党
の
代
表
者
と
し
て
指
導
者
代
理
ヘ
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
審

議
さ
れ
た
四
三
の
議
案
の
内
、
『政
教
条
約
』、
人
事
案
件
等
を
除
く
三
八
の
議
案
が
立
法
案
件
で
あ
り
、
そ
の
内
、
提
案
通
り
承
認
さ
れ
た

案
件
が
二
九
、
修
正
の
条
件
付
き
で
承
認
さ
れ
た
案
件
が
七
、
承
認
に
至
ら
ず
、
取
り
下
げ
ら
れ
た
案
件
が
二
で
あ
っ（型
。
多
く
の
法
案
が
、

『民
族
及
び
国
家
に
敵
対
す
る
勢
力
の
財
産
没
収
に
関
す
る
法
律
』
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
管
轄
大
臣
に
よ
る
提
案
理
由
の
説
明
の
後
、

ほ
と
ん
ど
議
論
な
し
に
承
認
さ
れ
た
中
で
、
出
席
者
か
ら
強
い
異
論
が
出
さ
れ
、
審
議
が
行
わ
れ
た
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
以
下
に
紹
介
し
よ
う
。

第
四
号
議
案
と
な
っ
た

『政
党
新
設
禁
止
法
』
の
ケ
ー
ス
で
は
、
当
初
提
案
さ
れ
た
法
文
の
内
容
に
大
幅
な
変
更
が
加
え
ら
れ
る
に
至
っ

た
。
元
の
文
言
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
「新
た
な
政
党
の
設
立
、
又
は
解
散
さ
れ
た
政
党
の
組
織
的
団
結
の
保
持
を
企
図
す
る
者
は
、
大

逆
犯
及
び
背
反
犯
と
し
て
罰
す
る
。」
こ
れ
が
ナ
チ
ス
の
意
思
刑
法
、
行
為
者
刑
法
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
は
と
も
か
く
、
立
法
理
由
と
し
て

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２
）

八
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以
下
の
事
柄
が
挙
げ
ら
れ
た
。
「
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
の
政
党
国
家
は
勝
利
し
た
ナ
チ
ス
革
命
に
よ
り
打
倒
さ
れ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
及
び
共
産

主
義
政
党
の
代
表
者
は
民
族
代
表
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
国
民
戦
線
、
中
央
党
及
び
そ
の
他
の
政
党
は
、
こ
う
し
た
発
展
に
鑑
み
、
自

ら
解
散
の
道
を
選
ん
だ
。
諸
政
党
の
消
滅
に
よ
り
、
長
年
に
わ
た
る
国
内
の
分
裂
状
態
に
代
わ
っ
て
、
最
終
的
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
統

一
的

な
政
治
的
意
思
が
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
今
後
、
こ
う
し
た
統

一
を
再
び
打
ち
壊
す
こ
と
は
、
単
に
そ
れ
を
危
険
に
曝
す
こ
と
も
含
め
、

国
家
及
び
民
族
に
対
す
る
犯
罪
と
な
る
で
あ
ろ
う
。」
ン」
れ
に
対
し
、
ラ
イ
ヒ
法
務
大
臣
は
、
「法
律
の
中
に
刑
罰
威
嚇
に
関
す
る
文
言
が
存

在
し
な
い
。
刑
法
典
自
体
の
条
項
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
刑
法
典
が
大
逆
罪
、
背
反
罪
と
し
て
規
定
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
た
特
定
の
構
成
要
件
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
、
立
法
技
術
上
の
問
題
点

を
指
摘
し
た
上
で
、
さ
ら
に
、
立
法
理
由
に
関
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
疑
念
を
呈
し
た
。
「現
時
点
に
お
け
る
法
律
の
制
定
は
心
理
学
的
に
正

し
い
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
か
え
っ
て
諸
政
党
の
自
己
解
散
の
印
象
を
失
わ
せ
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
時
期
の
立
法
は
、
政

党
の
解
散
が
内
的
な
信
念
か
ら
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
を
曖
昧
な
も
の
と
す
る
で
あ
ろ
う
。」
ヒ
ト
ラ
ー
が
こ
れ
に
、
「心
理
的
な
懸
念
は
理

由
の
な
い
も
の
で
は
な
い
。
本
日
法
律
を
決
定
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
公
布
を
延
期
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
」
と
応

じ
た
の
に
対
し
、
フ
リ
ッ
ク
は
、
こ
う
し
た
懸
念
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
そ
れ
は
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
と
し
、
次
の
よ
ぅ
な
提
案
を

行
っ
た
。
「現
在
の
状
況
に
法
律
的
な
根
拠
を
与
え
る
た
め
に
も
立
法
は
必
要
で
あ
る
。
法
律
の
文
言
に
関
す
る
懸
念
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
ヒ

法
務
大
臣
と
協
議
し
、
法
文
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
法
案
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
閣
議
は

こ
れ
を
了
承
し
、
そ
の
日
の
内
に
、
ラ
イ
ヒ
官
房
が
新
た
な
法
文
を
作
成
、
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
と
ラ
イ
ヒ
法
務
大
臣
の
副
署
を
も
っ
て
公
布

（７０
）

さ
れ
た
。

第
五
号
議
案
で
あ
る

『民
族
投
票
法
』
の
場
合
、
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
が
提
案
し
た
法
文
の
内
容
自
体
に
実
質
的
な
変
更
は
な
か
っ
た
も
の

の
、
立
法
の
形
式
に
関
し
大
幅
な
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。
当
初
、
法
案
は
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
七
三
条
の
改
正
案
と
し
て
提
案
さ
れ
、
以
下



の
条
項
を
新
た
に
同
条
第
二
項
ａ
と
し
て
追
加
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
た
。
即
ち
、
「民
族
投
票
は
、
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
憲
法

改
正
法
案
を
含
む
法
案
、
又
は
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
り
行
わ
れ
た
決
定
が
直
接
民
族
の
票
決
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
と
さ
れ
た
場
合
に
も
、
行
わ

れ
る
も
の
と
す
る
。」
立
法
理
由
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「現
行
の
国
民
投
票
制
度
は
、
議
会
が
前
も
っ
て
行
っ
た
立
法
行
為
を
事
後
的
に
票

決
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
特
別
に
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
ヒ
政
府
が
作
成
し
た
法
案
を
直
接
民
族
の
票
決
に
か
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
す
る
こ
と
が
今
日
の
事
態
に
適
う
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。」
民
族
投
票
制
度
そ
の
も
の
に
原
則
的
に
反
対
で
あ
る
旨
を
表
明
し
た

ラ
イ
ヒ
国
防
大
臣
に
続
い
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
財
務
大
臣
は
立
法
の
形
式
に
関
し
次
の
よ
う
な
疑
間
を
呈
し
た
。
即
ち
、
ラ
イ
ヒ
憲
法
の
改
正

の
形
式
を
採
用
す
る
こ
と
は

「心
理
学
的
に
見
て
適
切
な
も
の
で
は
な
い
」
と
。
さ
ら
に
、
彼
は
、
立
法
形
式
と
し
て
、
憲
法
の
改
正
で
は

な
く
、
「民
族
投
票
に
関
す
る
独
立
の
法
律
の
制
定
」
を
提
案
、
こ
れ
を
受
け
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
法
文
の
作
り
直
し
を
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
に
指

示
し
、
閣
議
は
こ
れ
を
了
承
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
先
の
『政
党
新
設
禁
止
法
』
と
同
様
、
即
日
、
ラ
イ
ヒ
官
房
に
よ
り
法
文
が
作
成
さ
れ
、

（７‐
）

独
立
の
法
律
と
し
て
、
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
の
副
署
を
も
っ
て
公
布
さ
れ
た
。

第
七
号
議
案
で
あ
る

『遺
伝
病
を
有
す
る
子
孫
の
誕
生
を
防
止
す
る
た
め
の
法
律
』
を
め
ぐ
っ
て
は
、
法
案
の
内
容
そ
の
も
の
に
関
し
て

ラ
イ
ヒ
首
相
代
理
で
あ
る
パ
ー
ペ
ン
か
ら
激
し
い
異
論
が
出
さ
れ
た
。
即
ち
、
「遺
伝
病
の
概
念
に
関
し
て
は
争
い
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
精
神
分
裂
病
は
代
表
的
な
専
門
家
に
よ
っ
て
治
癒
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
教
義
上
の
理
由
か
ら
断
種
に
反

対
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
身
体
に
対
す
る
処
分
の
権
利
は
誰
に
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
断
種
の
実
行
を
も
っ
ぱ
ら
当
事
者
の

自
発
的
な
決
定
に
委
ね
る
と
か
、
あ
る
い
は
患
者
を
監
置
す
る
と
い
っ
た
方
策
に
よ
り
、
草
案
の
内
容
を
緩
和
す
る
可
能
性
が
存
在
し
な
い

か
、
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
提
案
さ
れ
た
法
案
に
対
し
て
は
反
対
せ
ざ
る
を
え
な
い
。」最
低
限
の
措
置
と
し
て
法
案
修
正
の
必
要
性
を
力
説

す
る
パ
ー
ペ
ン
に
対
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
一
蹴
し
た
。
「民
族
の
維
持
の
た
め
に
行
わ
れ
る

一
切
の
措
置
は
正
当
化
さ
れ
る
。

遺
伝
病
を
有
す
る
人
間
が
容
易
な
ら
ぬ
規
模
に
お
い
て
子
孫
を
残
し
、
他
方
何
百
万
と
い
う
健
全
な
子
供
た
ち
が
生
ま
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２
）　
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、
、

る
こ
と
が
正
し
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
法
案
が
定
め
る
身
体
へ
の
侵
害
行
為
は
単
に
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
道
徳
的
に
も
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
ろ
う
。
〔し
か
し
、
そ
う
し
た
前
提
が
正
し
く
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
故
、〕

私
は
、
原
案
を
修
正
す
る
こ
と
な
く
承
認
す
る
よ
う
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
パ
ー
ペ
ン
は
、
改
め
て
、
遺
伝
病
者
の
監
置
の
可
能
性

の
検
討
を
求
め
、
さ
ら
に
、
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
が
避
妊
手
段
の
利
用
に
対
す
る
処
罰
を
検
討
す
る
場
合
、
こ
れ
を
歓
迎
す
る
意
思
が
あ
る
こ

と
を
付
け
加
え
た
。
フ
リ
ッ
ク
は
、
こ
れ
に
対
し
、
監
置
の
問
題
を
検
討
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
の
、
予
想
さ
れ
る

（７２
）

膨
大
な
費
用
の
負
担
に
鑑
み
て
、
積
極
的
な
対
応
は
約
束
し
え
な
い
旨
を
言
明
。
法
案
は
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

翌

一
五
日
の

『
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
オ
バ
ハ
タ
ー
』
は
、
「ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
新
た
な
立
法
。
複
数
政
党
国
家
の
終
焉
の
確
立
。」

と
の
大
き
な
見
出
し
の
下
に
、
前
日
の
閣
議
に
お
い
て
成
立
し
た

『政
党
新
設
禁
止
法
』
等
の
主
な
法
律
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な

政
府
の
功
績
を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。
「政
府
の
活
動
を
眼
の
当
た
り
に
し
て
、
今
日
の
権
威
的
政
府
が
有
す
る
実
行
力
、
及
び
か
つ
て

の
議
会
制
度
に
立
脚
す
る
無
能
な
政
府
と
の
根
本
的
な
相
異
と
い
っ
た
も
の
が
、
ド
イ
ツ
民
族
の
眼
に
い
や
が
上
に
も
焼
き
付
け
ら
れ
た
に

ち
が
い
な
い
。
短
時
日
に
こ
の
上
も
な
く
重
要
な
法
律
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
新
し
い
政
府
の
有
す
る
途
轍
も
な
く
大

き
な
実
行
力
と
い
っ
た
も
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
議
会
制
度
―
―
そ
れ
は
幸
い
な
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
の
国
民
生
活
の
中
か
ら

一
掃
さ
れ
た
―
―
が
、
長
年
に
わ
た
り
、
実
り
の
な
い
議
論
を
繰
り
広
げ
、
民
族
全
体
を
無
意
味
な
争
い
に
引
き
ず
り
込
み
、
引
き
裂
い
て

き
た
の
に
対
し
、
今
日
の
ラ
イ
ヒ
政
府
は
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
指
導
の
下
に
わ
ず
か
な
期
間
に
民
族
の
求
め
る
多
く
の
立
法
上
の
成
果

（７３
）

を
生
み
出
す
に
至
っ
た
。」

七
月

一
四
日
の
閣
議
は
、
全
大
臣
が
出
席
し
、
そ
の
中
で
、
パ
ー
ペ
ン
等
の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
曲
が
り
な
り
に
も
意
見
の
交
換

が
行
わ
れ
る
等
、
な
お
表
面
上
は
辛
う
じ
て
合
議
体
と
し
て
の
体
裁
を
維
持
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
が
、
七
月
二
〇
日
に
決
定
さ
れ
た

『ラ

イ
ヒ
政
府
議
事
規
則
―
―
各
則
』
の
改
正
に
よ
り
閣
議
の
在
り
様
そ
の
も
の
が
大
き
な
変
容
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
降
、
立
法
の
過



程
も
ま
た
、
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
、
閣
議
に
お
け
る
評
議
と
そ
れ
に
基
づ
く
議
決
で
は
な
く
、
シ
ョ
イ
ナ
ー
が
い
う
と
こ
ろ
の

「指
導

者
の
顧
醒
暉
」
と
し
て
の
内
閣
に
見
合
っ
た
手
続
き
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『改
正
（響

』
は
、
「簡
略
化
さ
れ
た
立
法
」
と
題
し
て
、
『全
権
授
与
法
』
に
基
づ
く
新
た
な
立
法
に
関
す
る
手
続
き
を
次
の
よ
う
に
規
定

す
る
。
「法
律
の
草
案
は
文
書
に
よ
っ
て
管
轄
大
臣
か
ら
ラ
イ
ヒ
官
房
長
官
に
提
出
す
る
。
文
書
に
は
、
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
議
決
が
必
要
で

あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
ま
た
関
係
大
臣
が
法
案
に
同
意
し
て
い
る
か
否
か
を
明
記
す
る
。
意
見
の
相
異
が
あ
る
場
合
、
関
係
大
臣
間
の
合
意

形
成

（大
臣
協
議
）
に
つ
い
て
規
定
す
る
議
事
規
則
―
―
総
則
―
―
第
六
八
条
の
特
別
の
尊
重
が
求
め
ら
れ
る
。
意
見
の
相
異
が
残
っ
た
場

合
、
そ
の
旨
を
簡
潔
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。」従
来
の
フ
イ
マ
ー
ル
憲
法
も
ま
た
、
国
会
と
並
ん
で
ラ
イ
ヒ
政
府
に
対
し
法
案
提
出
権
を

付
与
し
て
い
た
関
係
で
、
第
五
七
条
に
お
い
て
、
政
府
内
で
の
法
案
作
成
の
手
続
き
に
関
し
次
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
て
い
た
。
「ラ
イ
ヒ
大

臣
は
法
律
案
を
ラ
イ
ヒ
政
府
に
提
出
し
、
そ
の
評
議
及
び
議
決
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
こ
れ
を
受
け
て
一
九
二
四
年
の
で
フ
イ
ヒ
政

府
議
事
躯
贈
』
も
ま
た
ヽ
同
様
に
、
「す
べ
て
の
法
案
は
ラ
イ
ヒ
政
府
に
評
議
と
議
決
の
た
め
に
提
出
す
る
」
と
の
定
め
を
置
い
て
い
た
。
こ

れ
を
見
る
限
り
、
ラ
イ
ヒ
官
房
長
官
の
関
与
を
明
記
し
た
こ
と
を
除
い
て
二
つ
の
議
事
規
則
の
間
に
基
本
的
な
点
で
大
き
な
相
異
は
な
か
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
議
決
の
方
法
に
関
し
て
重
大
な
変
更
が
加
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
が
閣
議
の
在
り
様
に
決
定
的
な
変
化
を
生
み

出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、　
一
九
二
四
年
の

『議
事
規
則
』
が

「
ラ
イ
ヒ
政
府
は
通
例
そ
の
議
決
を
各
大
臣
が
出
席
す
る
閣
議
に
お
い
て

行
う
」
こ
と
と
明
記
し
、
「文
書
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
政
府
の
メ
ン
バ
ー
の
同
意
の
聴
取
」
を
例
外
的
に
「事
案
の
重
要
性
に
鑑
み
口
頭
に
よ
る
評

議
を
必
要
と
し
な
い
場
合
」
に
限
ら
れ
る
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
今
回
の

『改
正
令
』
は
、
新
た
に

「持
ち
回
り
に
よ
る
議
決
の
方
法
が

認
め
ら
れ
る
」
と
の
規
定
を
設
け
、
こ
れ
に
よ
り
、
単
に
例
外
的
に
で
は
な
く
、
法
案
の
評
議
に
つ
い
て
も
閣
議
の
開
催
を
不
要
と
す
る
可

能
性
を
開
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

『改
正
令
』
に
基
づ
く
手
続
き
の
実
際
に
つ
い
て
、
ラ
イ
ヒ
官
房
の
ヴ
ィ
ー
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
一
九
二
六
年

一
二
月

一
五
日
に
ボ
ン
で
行
っ

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
貧
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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た
或
る
講
演
の
中
で
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
は
ど
。
法
案
は
、　
一
般
に
、
管
轄
大
臣
の
下
に
あ
る
省
官
房
の
手
に
よ
り
関
係
省
庁
と

の
協
議
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
、
管
轄
大
臣
か
ら

「立
法
理
由
書
」
と
と
も
に
、
議
決
方
法
の
希
望
、
及
び
関
係
大
臣
の
合
意
の
有
無
を
記

載
し
た
文
書
を
附
し
て
ラ
イ
ヒ
官
房
長
官
で
あ
る
ラ
ン
マ
ー
ス
に
提
出
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
事
前
に
大
臣
協
議
が
必
要
で
あ
る
場
合
、
ラ

ン
マ
ー
ス
が
こ
れ
を
招
集
し
、
彼
の
主
導
の
下
に
協
議
が
行
わ
れ
る
手
筈
で
あ
っ
た
。
当
該
法
案
を
閣
議
の
議
事
日
程
に
組
み
込
む
か
、
あ

る
い
は
持
ち
回
り
の
議
決
に
よ
る
か
の
決
定
も
ま
た
、
管
轄
大
臣
か
ら
の
提
案
を
基
に
、
最
終
的
に
ラ
イ
ヒ
官
房
長
官
が
こ
れ
を
行
っ
た
。

後
者
の
ケ
ー
ス
で
は
、
ラ
ン
マ
ー
ス
が

「
一
定
期
間
内
、
少
な
く
と
も
八
日
以
内
に
反
対
が
表
明
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
同
意
が
得
ら
れ
た

も
の
と
み
な
す
」
と
の
文
書
と
と
も
に
草
案
を
ラ
イ
ヒ
政
府
の
全
構
成
員
に
送
付
し
、
反
対
意
見
が
表
明
さ
れ
た
時
、
管
轄
大
臣
と
当
該
大

臣
の
間
で
協
議
が
も
た
れ
、
こ
の
結
果
、
法
案
の
修
正
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
改
め
て
先
の
手
続
き
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
閣
議
に
お
い
て
評

議
が
行
わ
れ
る
場
合
も
含
め
、
関
係
大
臣
間
の
意
見
の
調
整
は
、
ラ
ン
マ
ー
ス
の
報
告
を
基
に
、
最
終
的
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
り
決
着
が
つ

卿』】正（た背『疇“囃』署っ教線申はれには綺″網い」】̈
瑚御れげ樹躊隊【噸［岬称ほ】̈
Ⅷ騨ロカヽ‐一勧た「猜的取『嚇【

な

っ
て

い
た
。

簡
略
化
さ
れ
た
立
法
手
続
が
元
来
ラ
イ
ヒ
首
相
で
あ
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
権
力
の
強
化
の
反
映
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
新

た
な
手
続
が
さ
ら
に
ラ
イ
ヒ
政
府
の
権
力
構
造
の
変
化
に
拍
車
を
か
け
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
持
ち
回
り
に
よ
る
議
決
は
閣
議
の
招
集
を

基
本
的
に
不
要
な
も
の
と
し
、
実
際
、
閣
議
の
開
催
が
間
遠
と
な
り
、　
一
九
二
八
年
以
降
ま
っ
た
く
開
催
さ
れ
な
く
な
っ
た
結
果
、
大
臣
間

の
協
働
の
機
会
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ
、
立
法
作
業
の
主
導
権
は
ラ
イ
ヒ
政
府
か
ら
、
実
際
に
法
案
を
準
備
し
、
作
成
す
る
ラ
イ
ヒ
官
房
、
各

省
の
手
へ
と
移
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
立
法
が
、
大
抵
の
場
合
、
基
本
的
な
原
則
の
確
定
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
具
体
的
執
行
の
た
め



の
命
令
等
の
布
告
が
各
省
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
各
大
臣
が
自
ら
の
管
轄
領
域
の
経
営
に
専
念
す
る
、
い
わ
ゆ
る

「管
轄

分
権
主
義

（”
ｏ∽８
『けｏ
鶴
一ド
●
】鶴
お
８
５
と

が
生
み
出
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
リ
ラ
イ
ヒ
政
府
の
長
で
あ
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
権
威
の
よ
り
一
層
の
強

化
を
も
た
ら
す
に
至
っ（だ
。
そ
し
て
ヽ
か
か
る
変
化
が
立
法
手
続
の
一
層
の
簡
略
化
を
生
み
出
し
た
こ
と
を
、
グ
ル
ー
フ
マ
ン
が
紹
介
す
る

以
下
の
二
つ
の
立
な
理
は
教
え
て
い
る
。

ラ
イ
ヒ
政
府
は
、　
一
九
二
六
年
六
月
二
二
日
、
『未
成
年
者
営
利
誘
握
騨
』
を
制
定
、
公
布
し
、
下
記
の
条
項
を
新
た
に
刑
法
第
二
三
九
条

ａ
と
し
て
設
け
る
決
定
を
下
し
た
。
即
ち
、
「恐
喝
の
意
図
を
も
っ
て
他
者
の
保
護
下
に
あ
る
未
成
年
者
を
偽
計
、
脅
迫
又
は
暴
力
に
よ
り
誘

拐
し
、
な
い
し
は
そ
の
他
の
方
法
に
お
い
て
自
由
を
奪
い
た
る
者
は
死
刑
に
処
す
。
こ
の
条
項
に
定
め
る
未
成
年
者
と
は
一
八
歳
未
満
の
者

を
い
う
。
こ
の
法
律
は

一
九
二
六
年
六
月

一
日
に
遡
っ
て
効
力
を
発
す
る
も
の
と
す
る
。」
従
来
の
刑
法
が
当
時
新
た
に
登
場
し
た
リ
ン
ド

バ
ー
グ
事
件
に
代
表
さ
れ
る
営
利
を
目
的
と
し
た
未
成
年
者
誘
拐
の
罪
の
構
成
要
件
を
知
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
同
種
の
事
件
に
対
し
て
は
「個

人
の
自
由
に
対
す
る
罪
」、
「強
盗
罪
」
の
条
項
の
適
用
に
よ
り
対
応
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
り
、
か
つ
ま
た
最
高
刑
が
被
害
者
死
亡

の
場
合
に
お
け
る
終
身
の
重
懲
役
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
『誘
拐
法
』
は
新
た
に
固
有
の
構
成
要
件
を
設
け
る
と
と
も
に
、
被
害
者

の
死
亡
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
唯

一
の
刑
罰
と
し
て
死
刑
を
定
め
た
こ
と
に
最
大
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
き
立
法
理
由
書

は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「営
利
を
目
的
と
す
る
誘
拐
は
近
年
先
進
国
で
生
ま
れ
た
犯
罪
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
従
来
こ
の
種
の
犯
罪
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
数
日
前
、
或
る
一
つ
の
事
件
が
発
生
し
、
強
力
な
立
法
上
の
措
置
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が

（８２
）

生
じ
た
の
で
あ
る
。
ン」
の
種
の
悪
を
根
絶
す
る
た
め
に
、他
人
の
子
供
を
狙

っ
た
営
利
誘
拐
行
為
に
対
し
死
刑
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
と
し
た
。
」

立
法
の
契
機
と
な
っ
た

「或
る

一
つ
の
事
件
」
と
は
、
六
月

一
六
日
に
ボ
ン
で
発
生
し
た
誘
拐
事
件
が
そ
れ
で
あ

っ
た
。
犯
人
は
、
或
る
商

人
の

一
二
歳
に
な
る
男
児
を
、
彼
の
父
親
が
交
通
事
故
に
遇

っ
た
と
の
偽
計
に
よ
り
学
校
か
ら
森
の
中
に
連
れ
出
し
、
樹
木
に
縛
り
つ
け
た

上
、
口
を
絆
創
膏
で
塞
い
だ
後
、
父
親
に
対
し

一
八
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
要
求
、
応
じ
な
い
場
合
、
彼
の
息
子
は
風
呂
の
中
で
溺
死
さ

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
の
手
紙
を
送
り
つ
け
た
と
さ
れ
る
。
犯
人
は
即
日
逮
捕
さ
れ
、
六
月
二
〇
日
、
ボ
ン
陪
審
裁
判
所
は
前

記
条
項
の
遡
及
適
用
に
よ
り
死
刑
を
宣
告
し
（濯

。

わ
ず
か
一
週
間
足
ら
ず
の
立
法
の
背
景
に
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
と
お
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
積
極
的
な
関
与
が
あ
っ
た
。
遅
く
と
も
事
件

発
生
の
翌
々
日
に
は
、
ラ
イ
ヒ
官
房
内
で
ラ
イ
ヒ
法
務
省
の
協
力
の
下
に
作
成
さ
れ
た
法
律
案
が
ヒ
ト
ラ
ー
の
も
と
に
届
け
ら
れ
、
彼
の
承

認
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
当
初
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
が
刑
事
政
策
上
の
理
由
か
ら

「死
刑
」
と
並
べ
て
置
い
た

「終
身
刑
」
の
文
言
を
削
除
し
た
と
は
理
。
ラ
ン
マ
ー
ス
は
一
九
日

（金
曜
日
）
に
出
来
上
が
っ
た
法
案
及
び
立
法
理
由
書
を
各
大
臣
宛
て

に
送
付
し
た
が
、
そ
こ
に
は
、
コ
法
案
は
〕
既
に
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
の
同
意
を
得
て
い
る
」
こ
と
、
さ
ら
に

「
二
二
日

（月
曜
日
）
正

午

（ま
野
に
反
対
の
表
明
が
な
い
場
合
に
は
同
意
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
た
だ
ち
に
法
律
の
公
布
を
行
う
」
と
の
文
書
が
添
え
ら
れ

て
い
た
。
ラ
ン
マ
ー
ス
が
同
じ
文
書
の
中
で
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
に
対
し
て
コ
〓
一日
の
夕
刊
紙

へ
の
発
表
に
備
え
た
新
聞
告
示
の
準
備
を
行
う
」

よ
う
要
請
し
て
い
た
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
今
回
の
措
置
が
端
か
ら

『議
事
規
則
』
が
定
め
る
手
続
き
の
体
裁
を
取
り
繕
う
た
め

の
単
な
る

「な
型
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
最
後
の
仕
上
げ
は
ラ
ン
マ
ー
ス
か
ら
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
に
宛
て
ら
れ
た
三
二
日

付
の
以
下
の
文
書
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
「ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
り
承
認
さ
れ
、（鼈
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
に
よ
り
裁
可
さ
れ
た
未
成
年
者
営
利
誘
拐

法
を
送
付
す
る
。
ラ
イ
ヒ
官
報
に
よ
る
法
律
の
報
知
は
既
に
完
了
し
て
い
る
。」

よ
り
簡
略
化
さ
れ
た
、
文
字
通
り
電
光
石
火
の
立
法
手
続
は
、　
一
九
二
八
年
六
月
二
二
日
に
制
定
、
公
布
さ
れ
た

『工
作
物
利
用
に
よ
る

道
路
強
盗
に
関
す
る
た
製
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
律
は
、
営
利
誘
拐
罪
と
同
様
の
新
た
な
都
市
型
犯
罪
で
あ
る

「道
路
強
盗
罪
」
に

つ
き
、
次
の
よ
う
に
構
成
要
件
と
刑
罰
、
及
び
遡
及
効
を
定
め
て
い
る
。
即
ち
、
「略
奪
の
意
図
を
も
っ
て
、
自
動
車
を
止
め
又
は
誘
導
す
る

工
作
物
を
路
上
に
設
置
し
た
者
は
、
死
刑
に
処
す
る
。
こ
の
法
律
は

一
九
二
六
年

一
月

一
日
か
ら
効
力
を
発
す
る
も
の
と
す
る
。」事
の
発
端

は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
と
マ
ッ
ク
ス
の
ゲ
ッ
ツ
エ
兄
弟
が
ベ
ル
リ
ン
周
辺
の
路
上
で
一
九
二
六
／
三
七
年
の
二
年
間
に
わ
た
っ
て
工
作
物
を
利
用



し
て
行
っ
た
自
動
車
を
対
象
と
す
る
略
奪
行
為
で
あ
っ
た
。　
一
連
の
事
件
の
中
で
二
人
を
殺
害
し
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
と
も
か
く
、
獲
物
で
あ

る
自
動
車
の
停
止
を
目
的
に
伐
採
し
た
樹
木
を
路
上
に
置
き
略
奪
行
為
に
加
担
し
た
マ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
に
よ
る
限
り
、
死
刑

の
宣
告
は
困
難
で
あ
る
と
見
ら
れ
た
。　
一
九
二
八
年
春
に
逮
捕
さ
れ
、
ベ
ル
リ
ン
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
付
設
さ
れ
た
第
二
特
別
裁
判
所
で
審
理

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
の
事
件
を
聞
き
つ
け
た
ヒ
ト
ラ
ー
が
、
法
務
大
臣
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
宛
て
に

「私
の
希
望
は
二
人
の
被
告
に
到
乳
死
刑
が

宣
告
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
」
と
の
意
向
を
伝
達
さ
せ
た
の
は
、
六
月
二
〇
日
の
夜
、
公
判
終
了
の
わ
ず
か
四
日
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ギ
ュ

ル
ト
ナ
ー
は
、
「民
族
の
安
全
と
正
義
の
感
情
が
死
刑
を
要
求
す
る
」
と
の
立
場
か
ら
、
翌
日
、
ベ
ル
ヒ
テ
ス
ガ
ー
デ
ン
に
滞
在
中
の
ヒ
ト
ラ
ー

に
至
急
報
を
送
付
、
そ
の
中
で
、
マ
ッ
ク
ス
に
対
す
る
死
刑
判
決
を
可
能
に
す
る
唯

一
の
方
策
と
し
て
、
当
時
検
討
が
進
ん
で
い
た
新
刑
法

典
の
草
案
に
あ
る

「工
作
物
利
用
に
よ
る
道
路
強
盗
」
に
対
す
る
条
項
の
立
法
化
、
及
び
そ
の
遡
及
適
用
を
提
案
し
、
同
時
に
法
律
の
案
文

を
送
付
し（理
。
こ
の
条
項
の
特
徴
は
、
実
行
の
著
手
に
関
係
な
く
、
「略
奪
の
意
図
」を
も
っ
て
何
ら
か
の
工
作
物
を
路
上
に
設
置
す
る
と
い

う
、
準
備
行
為
そ
れ
自
体
が

「社
会
の
持
つ
道
路
交
通
へ
の
信
頼
を
失
わ
せ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
的
行
為
」
と
し
て
死
刑
に
値
す
る
犯
罪
と
み
な

さ
れ
た
こ
と
に
な
犯
。
こ
れ
が
ナ
チ
ス
の
意
思
刑
法
の
一
つ
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
公
判
の
終
了

を
目
前
に
控
え
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
の
勧
め
に
応
じ
て
、
草
案
を
持
ち
回
り
の
協
議
に
附
さ
な
い
旨
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、

六
月
二
二
日
に
こ
れ
を
裁
可
し
（潔

。
『ラ
イ
ヒ
政
府
議
事
規
則
―
―
各
則
―
―
第

一
改
正
令
』
が
求
め
る
立
法
理
由
書
も
ま
た
、
立
法
の
動
機

が

一
般
に
明
白
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
作
成
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ（だ
。
こ
こ
で
は
ヽ
先
の

『営
利
誘
拐
法
』
が
な
お
取
り
繕
お
う
と
し

た
、
「簡
略
化
さ
れ
た
立
法
」
の
最
低
限
の
手
続
き
さ
え
無
視
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
が
草
案
の
コ
ピ
ー
を
付
し
て
事

の
顛
末
を
ラ
ン
マ
ー
ス
に
報
告
し
、
あ
わ
せ
て
他
の
大
臣
へ
の
報
知
方
を
依
頼
し
た
の
は
、
官
報
発
行
の
当
日
、
六
月
二
三
日
の
こ
と
で
あ

（９５
）

っ（濯
。
翌
二
四
日
、
特
別
裁
判
所
は
二
人
の
兄
弟
に
対
し
八
件
の
道
路
強
盗
罪
を
理
由
に
死
刑
を
宣
告
し
た
。

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２

）

九

三
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第
三
章
　
ユエ
法

へ
の
党

の
関
与

立
法
が
基
本
的
に
国
家
の
任
務
で
あ
り
、
立
法
権
が
ラ
イ
ヒ
政
府
等
の
国
家
機
関
に
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
指
導
者

１
国
家
―
憲
法
体
制
の
下
に
お
い
て
、
党
と
国
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
有
す
る
固
有
の
機
能
に
応
じ
て
と
も
に
民
族
の
最
終
日
標
の
実
現
に
向
け

協
働
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
限
り
、
本
来
国
家
の
管
轄
下
に
あ
る
は
ず
の
立
法
に
関
し
て
も
党
が
何
ら
か
の
役
割
を
演
じ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
「党
が
巨
大
な
モ
ー
タ
ー
」
で
あ
り
、

「党
が
国
家
に
命
令
す
る
」
と
の
原
則
が
妥
当
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
た
と
え
制
度
上
か
ら
は
立
法
が
国
家
の
任
務
と
と
ら
え
ら
れ
、

実
際
の
立
法
作
業
そ
の
も
の
は
国
家
の
官
署
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
現
実
に
は
、
シ
ュ
ト
ウ
ツ
カ
ル
ト
等
が
指
摘
す
る
と
お
り
、

影
訳
の
場
合
、
国
家
は
党
の
影
響
の
下
に
、
党
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
方
針
、
原
則
の
枠
内
で
そ
う
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
立
法
が
常
に
民
族
の
世
界
観
に
定
位
し
、
そ
の
具
体
化
を
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
限
り
、
立
法
の
主
導
権
が
、
元
来
、
国
家
で

は
な
い
、
党
の
側
に
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
疑
間
は
な
（だ

。

一
九
二
三
年
四
月
二
二
日
の
閣
議
に
お
い
て
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た

「ラ
イ
ヒ
全
権
委
員
」
に
、
当
時
バ
イ
エ
ル
ン
法
務
大
臣
で
あ
り
、

任 ヵゝ
命 っ
】

れ
（
チ

悲
む
】
け
猟
呻
興

へ 盟
嘲
牌
嗜
″
鋤
ル
”
に
は
『
躙
』
略
は
い
い
ｒ
観
は
「
い
』
』
嘲
な

つ 国
酵
「
型
嘲
一
琳
』
▼
か
薇
〕
″
”
留
ゆ

と
さ
れ
た
全
権
委
員
の
正
式
名
称
が
「各
ラ
ン
ト
司
法
の
強
制
的
同
質
化
及
び
法
秩
序
の
新
た
な
形
成
の
た
め
の
ラ
イ
ヒ
全
権
委
員
」
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
ヒ
政
府
の
提
案
に
基
づ
き
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
大
統
領
の
名
で
行
わ
れ
た
任
命
を
伝
え
る

『ド
イ

ツ
法
』
誌
も
ま
た
、
こ
れ
に
よ
り

「ラ
イ
ヒ
法
の
発
展
に
対
し
決
定
的
な
影
響
力
を
行
使
す
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
運
動
の
長
年
の
希
望
が



（９９
）

達
成
さ
れ
た
」
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ク
が
新
た
に
「ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
」
な
る
機
関
を
設
け
た
こ
と
は
、
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
動
き
と
無
関
係
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。
会
員
に
、　
ヘ
ス
、
レ
ー
ム
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
、
ギ

ュ
ル
ト
ナ
ー
、
フ
リ
ッ
ク
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
メ
ツ
ガ
ー
、
ヶ

（１００
）

ル
ロ
イ
タ
ー
等
、
九
五
名
に
及
ぶ
国
家
と
党
、
学
界
、
実
務
界
の
要
人
を
網
羅
し
た
ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
の
設
立
総
会
は
、
六
月
二
六
日
、

ラ
イ
ヒ
法
務
省
内
で
催
さ
れ
、
そ
の
開
会
の
挨
拶
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ク
は
ア
カ
デ
ミ
ー
の
必
要
性
と
役
割
を
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
た
。

「ド
イ
ツ
法
の
革
新
を
ナ
チ
ズ
ム
の
世
界
観
に
基
づ
い
て
実
行
す
る
上
で
、
こ
の
革
新
を
厳
格
な
学
問
的
方
法
の
諸
原
則
に
し
た
が
っ
て
準

備
す
る
た
め
の
機
関
の
結
成
が
緊
急
の
政
策
課
題
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
故
、
私
は
ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
の
設
立
を
決
意
し
た
の
で
す
。

ア
カ
デ
ミ
ー
の
任
務
は
、
ラ
イ
ヒ
及
び
ラ
ン
ト
各
省
の
立
法
権
限
に
干
渉
す
る
こ
と
な
く
、
法
律
改
正
を
提
言
し
、
法
案
を
鑑
定
し
、
法
と

（１０１
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（１０２
）

経
済
に
か
か
わ
る
政
府
の
重
要
な
措
置
に
対
し
て
批
判
的
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。」九
月
二
二
日
付
の
法
律
で
ア
カ
デ
ミ
ー
に

対
し
法
人
格
を
付
与
し
て
い
た
バ
イ
エ
ル
ン
政
府
に
対
し
、
ラ
イ
ヒ
政
府
も
ま
た
、
翌
年
七
月

一
一
日
、
「ア
カ
デ
ミ
ー
の
活
動
が
公
法
及
び

私
法
の
領
域
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
果
た
し
て
き
た
重
要
性
に
鑑
み
、
ラ
イ
ヒ
と
の
連
携
を
実
現
す
る
た
め
ラ
イ
ヒ
法
人
格
を
付
与
す
る
こ
と

（‐０３
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（‐０４
）

が
必
要
で
あ
る
」
と
の
理
由
か
ら
、
『ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
に
関
す
る
法
律
』
を
制
定
、
公
布
。
そ
の
中
で
、
ア
カ
デ
ミ
ー
が

「ラ
イ
ヒ
法

務
大
臣
及
び
内
務
大
臣
の
監
督
に
服
す
る
」
「
ラ
イ
ヒ
公
法
人
」
で
あ
る
こ
と
、
議
長
が
フ
フ
イ
ヒ
首
相
に
よ
り
任
免
さ
れ
る
号
」
と
を
宣
言
、

こ
れ
に
よ
リ
ア
カ
デ
ミ
ー
の
公
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
任
務
を
、
先
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
法
律
の
文
言
の
ま
ま
、
次
の
よ

う
に
規
定
し
た
。
即
ち
、
「
ア
カ
デ
ミ
ー
の
課
題
は
、
ド
イ
ツ
法
の
新
た
な
形
成
を
促
進
し
、
立
法
権
を
有
す
る
機
関
と
密
接
か
つ
不
断
に
連

携
を
と
り
つ
つ
、
す
べ
て
の
法
律
の
領
域
に
お
い
て
ナ
チ
ズ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
。
さ
ら
に
、
同
日
布
告
さ
れ

た

『趣
［
』
は
ヽ
こ
う
し
た
課
題
が

「確
証
さ
れ
た
学
問
的
方
法
の
適
用
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
べ
き
」
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
た
め
ア

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２

）

九
五
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カ
デ
ミ
ー
の
活
動
分
野
と
し
て

「法
案
の
作
成
、
提
案
、
鑑
定
及
び
準
備
」
と
並
ん
で
、
特
に

「法
律
学
及
び
国
家
学
の
養
成
の
新
た
な
形

成
と
統

一
化
の
た
め
の
活
動
、
学
問
的
著
作
の
編
集
及
び
刊
行
の
支
援
、
法
及
び
民
族
経
済
の
個
別
分
野
の
研
究
に
か
か
わ
る
実
践
的
学
問

的
活
動
に
対
す
る
財
政
支
援
、
学
会
の
開
催
」
等
を
挙
げ
、
あ
わ
せ
て

「自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
の
遂
行
に
際
し
、
個
々
の
事
案
の
審
議

の
た
め
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
」
こ
と
を
定
め
た
。
こ
う
し
た
ア
カ
デ
ミ
ー
の
活
動
を
支
え
る
基
本
原
則
が
何
で
あ
っ
た
か
を
、
フ
ラ
ン

ク
は
一
九
二
四
年
五
月
五
日
に
ベ
ル
リ
ン
で
行
わ
れ
た
記
者
会
見
の
席
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「わ
れ
わ
れ
の
立
法
の
原
則
は
わ
れ
わ

れ
の
民
族
の
価
値
あ
る
人
種
的
基
盤
の
維
持
に
あ
る
。
こ
れ
を
動
揺
さ
せ
る
者
は
わ
れ
わ
れ
の
民
族
の
維
持
と
い
う
基
本
的
必
然
性
を
動
揺

さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
決
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族
の
も
つ
ア
ー
リ
ア
的
性
格
、

（っ
町
り
は
人
種
的
に
明
白
な
性
格
を
こ
の
よ
う
に
鋭
く
際
立
た
せ
る
試
み
が
ド
イ
ツ
民
族
の
法
の
精
神
に
属
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
」
と
。

フ
ラ
ン
ク
の
ラ
イ
ヒ
全
権
委
員
へ
の
任
命
及
び
ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
の
設
立
と
法
人
化
は
、
少
な
く
と
も
外
見
上
は
、
運
動
の
側
が
「固

有
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ヴ
に
基
づ
い
て
立
法
計
画
を
立
法
機
関
に
提
言
し
、
そ
の
実
現
に
尽
力
婦
匁
」
た
め
の
橋
頭
堡
を
ラ
イ
ヒ
政
府
部
内
に

融
い
燎
な
置
い
剣
な

つ ら
げ
ｒ
臓
い
は
級
「
熟
肺
「
膝
け
け
細
計
聾
』
は
［
〉
動
隼
訂
毎
秒
勢
勢
「
駈
）

オ っ
】
椰
『
は
「
”
】

式 ノヾ
¨
¨
罐
の

一 を

週
間
も
前
に

「ナ
チ
ス
党
員
」
フ
ラ
ン
ク
の
就
任
を
伝
え
、
さ
ら
に
、

（こ
町
に
よ
り

「党
が
長
年
抱
い
て
き
た
ロ
ー
マ
法
の
排
除
と
い
う
課

題
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
報
じ
た
こ
と
に
も
表
現
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
グ
ル
ー
フ
マ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の
間
の
事
情
は
必
ず
し
も
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ク
の
任
命
は
、

む
し
ろ
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
の
側
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
に
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
狙
い
が
隠
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
即
ち
、
ラ

イ
ヒ
法
務
大
臣
就
任
の
夢
が
破
れ
、
そ
の
た
め
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
を
中
心
に
保
守
派
が
主
導
権
を
握
る
ラ
イ
ヒ
法
務
省
に
対
し
党
の
側
か
ら
す



る
各
ラ
ン
ト
司
法
責
任
者
の
反
対
動
員
を
企
む
フ
ラ
ン
ク
の
気
勢
を
削
ぎ
、
彼
を
正
規
の
国
家
の
権
威
の
中
に
取
り
込
も
う
と
す
る
狙
い
が

一
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
差
し
迫
っ
た
司
法
及
び
立
法
改
革
の
実
行
に
あ
た
り
、
党
を
代
表
す
る
著
名
な
法
律
家
の
協
力
を
確
保
し
、
そ
れ

に
よ
り
、
当
時
既
に
ユ
ダ
ヤ
人
司
法
官
吏
や
弁
護
士
の
追
放
政
策
を
め
ぐ
っ
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
法
務
省
の
強
力
な
反
対
勢
力
に
な
り
か

（１１０
）

ね
な
い
党
の
動
き
を
牽
制
す
る
狙
い
が
今

一
つ
で
あ
っ
た
。

ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
は
四
月
五
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
会
談
の
中
で
、
渋
る
彼
を
説
き
伏
せ
、
フ
ラ
ン
ク
の
ラ
イ
ヒ
全
権
委
員
へ
の
任
命
の
了
解

（皿
）

を
取
り
付
け
た
が
、
そ
の
彼
に
対
し
早
速
書
状
や
電
報
を
送
付
し
、
近
々
の
任
命
を
催
促
し
た
フ
ラ
ン
ク
の
行
動
は
、
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
に
と
っ

て
は
狙
い
通
り
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ヒ
ト
ラ
ー
自
身
は
な
お
早
期
の
任
命
に
乗
り
気
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
ギ
ュ

ル
ト
ナ
ー
は
四
月

一
一
日
付
の
書
簡
で
改
め
て
次
の
よ
う
に
次
回
の
閣
議
で
の
決
定
を
要
請
し
て
い
る
。
「私
が
、
昨
日
の
午
後
、
あ
な
た
が

ご
旅
行
に
出
掛
け
ら
れ
る
前
に
ご
連
絡
を
と
ろ
う
と
し
ま
し
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ク
博
士
が
ご
旅
行
の
前
に
是
非
と
も
解
決
し
て
い
た
だ
き

た
い
事
柄
が
あ
る
と
の
希
望
を
様
々
な
ル
ー
ト
を
通
し
て
私
に
寄
越
し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
彼
の
希
望
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
月

五
日
に
ご
説
明
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
折
り
、
私
は
、
早
急
な
ド
イ
ツ
法
の
新
構
成
の
た
め
に
、
ラ
イ
ヒ
法
務
省
と
ナ
チ
ス
党
法

制
局
の
協
力
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
が
効
果
的
で
あ
り
、
ま
た
外
部
へ
の
強
力
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
る
旨
を
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
。
具

体
的
に
は
、
こ
う
し
た
結
合
は
、
私
た
ち
の
同
志
で
あ
る
フ
ラ
ン
ク
博
士
の
人
格
の
中
に
、
体
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
私
は
次
回
の
閣
議
に
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
閣
下
が
ラ
イ
ヒ
全
権
委
員
を
設
置
し
、
フ
ラ
ン
ク
博
士
を
任
命
さ
れ
る
よ
う
ご

提
案
す
る
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。
ラ
イ
ヒ
全
権
委
員
の
任
務
は
、
各
ラ
ン
ト
に
お
け
る
ラ
イ
ヒ
法
律
の
統

一
的
執
行
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ

り
ま
す
が
、
加
え
て
、
ラ
イ
ヒ
全
権
委
員
は
、
ラ
イ
ヒ
法
務
省
に
設
置
が
予
定
さ
れ
て
い
る
委
員
会
に
副
委
員
長
と
し
て
所
属
し
、
立
法
の

（‐‐２
）

改
革
の
準
備
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。」
こ
の
書
状
の
写
し
を
即
日
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
か
ら
受
け
取
っ
た
フ
ラ
ン
ク
は
、
早
速
、
電
報
を

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２

）

九
七
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送
付
し
、
彼
に
対
し

「ナ
チ
ス
党
の
名
に
お
い
て
」
感
謝
の
念
を
表
明
し
た
が
、
彼
の
熱
意
は
、　
一
週
間
後
に
行
わ
れ
た
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
会

談
に
お
い
て
改
め
て
直
接
合
意
を
取
り
付
け
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
四
月

一
九
日
付
の
電
報
で
ヒ
ト
ラ
ー
の
了
解
を
知
ら
さ
れ（型

ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
が
四
月
二
二
日
の
閣
議
に

「各
ラ
ン
ト
司
法
の
強
制
的
同
質
化
及
び
法
秩
序
の
新
た
な
形
成
の
た
め
の
ラ
イ
ヒ
全
権
委
員
」

の
設
置
と
、
フ
ラ
ン
ク
の
任
命
を
提
案
し
、
了
承
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ラ
イ
ヒ
全
権
委
員
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ク
の
役
割
は
、
短
期
間
に
、
し
か
も
そ
の
実
を
あ
げ
る
こ
と
な
く
終
了
し
た
。
任

命
か
ら
わ
ず
か
一
年
八
カ
月
後
、　
一
九
二
四
年

一
二
月

一
九
日
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
フ
ラ
ン
ク
に
以
下
の
書
状
を
送
り
、
ラ
イ
ヒ
全
権
委
員
の
解

任
と
無
任
所
大
臣
へ
の
任
命
を
通
知
し
た
の
で
あ
る
。
「
ラ
イ
ヒ
法
務
省
と
プ
ロ
イ
セ
ン
法
務
省
が
統
合
さ
れ
、
ま
た

一
九
二
四
年

一
二
月
五

日
の
法
律
に
よ
リ
ラ
イ
ヒ
が
他
の
ラ
ン
ト
の
司
法
行
政
に
対
す
る
直
接
的
な
監
督
権
を
手
に
し
た
結
果
、
司
法
の
強
制
的
同
質
化
の
課
題
は

解
決
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
法
秩
序
の
革
新
に
関
し
て
は
、
貴
殿
は
ド
イ
ツ
法
ア
カ
デ
ミ
ー
の
中
に
模
範
と
な
る
恒
常
的
な
組
織
を
創
設
し
た

が
、
こ
れ
に
よ
り
貴
殿
は
、
狭
義
の
司
法
の
領
域
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
法
の
領
域
に
お
い
て
ナ
チ
ズ
ム
の
世
界
観
に
基
づ
く
革
新
を
実
行

す
る
可
能
性
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
ラ
イ
ヒ
全
権
委
員
と
し
て
貴
殿
が
果
た
し
た
俗
む
こ
と
の
な
い
、
ま
た
多
く
の
成
果
を
生

み
出
し
た
働
き
に
対
し
心
か
ら
の
感
謝
と
特
別
の
称
賛
を
贈
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
私
は
、
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
大
統
領
に
よ
り
貴
殿
に

与
え
ら
れ
た
任
務
の
終
了
を
宣
言
し
、
同
時
に
、
貴
殿
を
ラ
イ
ヒ
政
府
の
無
任
所
大
臣
と
し
て
任
命
す
（型

ピ

司
法
の
強
制
的
同
質
化
の
完
成
は
全
権
委
員
の
任
務
の
半
分
を
消
滅
さ
せ
、
法
革
新
の
任
務
も
ま
た
、
全
権
委
員
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
法

ア
カ
デ
ミ
ー
が
そ
れ
を
担
当
す
る
に
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
れ
以
降
、
フ
ラ
ン
ク
は
、　
一
大
臣
と
し
て
閣
議
で
の
審
議
へ
の
参

加
は
別
に
し
て
、
立
法
過
程
へ
の
特
別
の
か
か
わ
り
の
手
掛
か
り
を
喪
失
、
他
方
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
名
指
し
し
た
ア
カ
デ
ミ
ー
も
ま
た
、
活
動

の
目
標
を

「ド
イ
ツ
法
の
全
体
的
軽
型
」
へ
と
定
位
し
、
単
な
る
刑
法
典
や
民
法
典
の
改
革
で
は
な
く
、
『ナ
チ
ス
刑
法
典
』、
『ナ
チ
ス
民
族



瑚

縄

碑

碑
諭
駐

詢

い

っ
独
鶴

観

に
理

”
機

が

覗

駕

諄

ず

瑶

珠
郊

斃

霧

曇

”
は
ほ
纂

¨

の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
参
加
を
義
務
づ
け
る
よ
う
に
と
の
要
望
を
ヒ
ト
ラ
ー
に
送
っ
た
も
の
の
、
こ
の
面
で
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
対
応
は
、
ラ
イ
ヒ

官
房
長
官
を
通
じ
て
、
各
大
臣
宛
て
に
、
「そ
の
こ
と
が
適
当
と
判
断
さ
れ
る
場
合
」
ア
カ
デ
ミ
ー
の
意
見
を
聴
取
す
る
機
会
を
も
つ
よ
う
に

と
の
回
状
を
出
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
回
状
は
、
さ
ら
に
、
「特
別
に
秘
密
保
持
を
必
要
と
し
、
あ
る
い
は
緊
急
の
必
要
の
あ
る
」法
律
に

つ
い
て
は
、
そ
の
限
り
に
あ
ら
ず
と
し
、
ま
た
立
法
活
動
の
遅
滞
を
招
く
事
態
は
い
か
な
る
場
合
に
あ
っ
て
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
、
事
実
上
ア
カ
デ
ミ
ー
の
排
除
を
決
定
づ
け
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
対
応
の
背
景
に
は
、
ラ
イ
ヒ
官
房
に
対
す
る
法

務
省
か
ら
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
さ
れ（型
。

フ
ラ
ン
ク
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
頃
、
既
に
、
党
の
側
の
主
導
権
は
指
導
者
代
理
で
あ
る
ヘ
ス
の
手
に
移
っ
て
い
た
。　
一
九
二

三
年
六
月
二
七
日
の
閣
議
に
お
い
て
、　
ヘ
ス
に
対
し
閣
議
及
び
す
べ
て
の
大
臣
協
議
に
出
席
す
る
権
限
を
付
与
し
（型

ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
さ
ら

に
、
同
年

一
二
月

一
日
の
『党
と
国
家
の
統

一
測
』
に
お
い
て
、
指
導
者
代
理
を
内
閣
の
正
式
の
構
成
員
と
す
る
決
定
を
下
し
た
。
「党
機
関

緯
力ヽ 国

罐
卸
け
舞
物
癬
翻
綺
嘲
醐
「
漱
岬
オ
レ
卿
い
い
榊
螂
痢
嘲
颯
鋤
一輸
〔
［
雄
一
諄
“
】
嘲
］
一
】
い
け
綺
囃
¨
州
れ
な
っ
】
彙
嘲
軸
「
脚

案
の
作
成
が
管
轄
大
臣
の
所
掌
と
さ
れ
て
い
る
現
状
で
は
、
閣
議
で
の
法
案
評
議
へ
の
参
加
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
（岬

。

¨
動
に
脚
】
】
刻

‐（二
凸
「
一妹
弓
」
だ
に
規
朔
湾
神
経
「

ノレ 道
」
な

名 へ
』
め
、
鳩
“
「
晰
“
料
辞
”
卿
嚇
囃
畔
詢
制
御
「
』
¨
岬
［
卸
は
鄭
ル
蹴

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２
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「指
導
者
代
理
兼
ラ
イ
ヒ
大
臣
ヘ
ス
は
、
ラ
イ
ヒ
の
管
轄
す
る
一
切
の
事
柄
に
か
か
わ
る
法
案
の
作
成
に
関
与
す
る
ラ
イ
ヒ
大
臣
の
地
位
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
案
の
作
成
に
か
か
わ
る
一
切
の
活
動
は
、
他
の
関
係
大
臣
が
関
与
す
る
時
点
に
お
い
て
、　
ヘ
ス
に
対
し
報
告
す
べ

き
も
の
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
管
轄
大
臣
の
他
に
関
係
す
る
大
臣
が
存
在
し
な
い
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
大
臣
ヘ
ス
は
草
案
に

対
し
意
見
を
表
明
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
以
上
の
こ
と
は
各
省
が
布
告
す
る
法
命
令
に
も
準
用
さ
れ
る
。
」

こ
れ
に
よ
り
、
法
律
の
み
な
ら
ず
、
法
律
を
施
行
し
、
補
充
す
る
命
令
を
含
む
立
法
の
準
備
作
業
へ
の
関
与
の
権
能
を
取
り
付
け
た
ヘ
ス

は
、
翌
年
二
月
二
五
日
、
ラ
ン
マ
ー
ス
に
対
し
関
与
の
範
囲
の
拡
大
え

の
関
与
を

「
ラ
イ
ヒ
官
報
に
よ
る
報
知
の
対
象
と
な
る

一
切
の
施
行
〈

権
能
は
ラ
イ
ヒ
だ
け
で
は
な
ぐ
、
ラ
ン
ト
の
法
律
及
び
法
命
令
に
も
一

律
の
公
布
に
つ
き
管
轄
大
臣
の
同
意
の
必
要
性
を
、
ま
た
法
命
令
に
つ
い
て
も
事
前
の
関
与
の
可
能
性
を
定
め
て
い
た
が
、
ラ
イ
ヒ
官
房
長

官
は
、　
一
九
二
八
年
四
月

一
二
日
、
各
大
臣
宛
て
に
、
こ
れ
ら
の
同
意
等
に
つ
い
て
も
ヘ
ス
の
関
与
の
保
障
を
求
め
る
旨
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
命

令
を
伝
え
（型

。

も
つ
と
も
、　
ヘ
ス
に
与
え
ら
れ
た
権
能
は
二
つ
の
理
由
か
ら
必
ず
し
も
彼
の
思
惑
ど
お
り
に
機
能
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
彼

は

一
九
二
四
年
秋
に
ラ
ン
マ
ー
ス
に
対
し
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
り
つ
け
て
い
る
。
「法
律
及
び
法
命
令
の
草
案
の
送
達
が
遅
れ
、
指
定
の
期

間
内
で
は
的
確
な
対
応
が
不
可
能
と
な
る
と
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
指
導
者
か
ら
私
に
付
与
さ
れ
た
権
能
が
無
意
味
な
も
の
に
な
る
事
態
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
私
の
関
与
は
ナ
チ
ス
党
の
態
度
表
明
そ
の
も
の
を
意
味
し
、
ま
た
、
事
前
に
党
の
し
か
る
べ
き
部
署
の
意
見
を
聴
取

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
ご
承
知
願
い
た
い
。
そ
れ
故
、
各
大
臣
に
対
し
て
は
十
分
な
期
間
を
も
っ
て
草
案
を
送
達
す
る
よ
う
お
願
い
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
今
後
、
検
討
の
た
め
の
十
分
な
期
間
の
保
障
の
な
い
草
案
に
対
し
て
は
私
の
同
意
を
留
保
さ
ぜ
る
を



え
な
い
事
態
が
生
じ
う
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ（型
ピ
要
望
を
受
け
た
ラ
ン
マ
ー
ス
は
、
半
月
後
の
一
〇
月
二
七
日
、
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相

の
委
任
に
基
づ
き
各
大
臣
に
対
し
事
態
の
改
善
を
促
す
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
付
し
て
い
る
。
「私
は
指
導
者
代
理
ヘ
ス
か
ら
以
下
の
報
告
を

受
け
取
っ
た
。
即
ち
、
法
律
の
草
案
の
送
付
か
ら
回
答
ま
で
の
期
間
が
き
わ
め
て
短
く
、
そ
の
た
め
ヘ
ス
及
び
彼
の
機
関
が
法
案
を
検
討
し
、

調
査
を
踏
ま
え
た
上
で
の
態
度
決
定
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
な
状
態
に
あ
り
、
そ
の
結
果
、
指
導
者
か
ら
付
与
さ
れ
た
権
能
が
実
際
上
有
効

に
機
能
し
て
い
な
い
、
と
。
彼
の
主
張
は
理
由
の
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
級
弊

７後
、
各
大
臣
に
あ
っ
て
は
、
法
律
及
び
命
令
の
草
案

の
送
付
に
際
し
て
、
十
分
な
検
討
時
間
が
と
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。」
こ
れ
に
対
す
る
大
臣
側
の
反
応
と
し
て
、
ラ
イ
ヒ
航

”
は
い
ぜ
臼
］
´
″
詢
に
一
ロ
ト
に
調
］
¨

手 へ
諄
』
庫
¨
串
嘲
崚
畔
づ

〔 て
争
」
請
に
が
は
」
ル
『
詢
蹴
律
及
び
命
令
の
草
案
が
遅
く
と
も
他

ヘ
ス
に
と
っ
て
厄
介
な
問
題
は
各
省
の
側
か
ら
の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
並
ん
で
党
の
側
か
ら
す
る
越
権
の
問
題

が
あ
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
官
房
長
官
は
、　
一
九
二
八
年
四
月

一
三
日
、　
ヘ
ス
を
除
く
各
大
臣
に
対
し
ヒ
ト
ラ
ー
の
次
の
よ
う
な
命
令
を
伝
え
て
い

る
。
「指
導
者
は
特
別
な
理
由
か
ら
改
め
て
明
白
に
以
下
の
こ
と
を
命
じ
た
。
即
ち
、
立
法
に
か
か
わ
る
党
及
び
分
肢
組
織
か
ら
の
提
案
、
要

望
は
、
た
だ
ナ
チ
ス
党
指
導
者
代
理
を
通
し
て
の
み
管
轄
大
臣
に
対
し
送
達
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
、
と
。
私
は
、
ラ
イ
ヒ
大
臣
ヘ
ス
の

希
望
に
よ
り
、
こ
の
命
令
を
各
大
臣
に
対
し
報
知
す
る
も
の
で
あ
（型

ど
こ
の
命
令
か
ら
は
、　
ヘ
ス
の
頭
越
し
に
管
轄
大
臣
へ
の
働
き
か
け
を

行
お
う
と
す
る
党
指
導
者
た
ち
の
姿
を
容
易
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
そ
の
当
時
ラ
イ
ヒ
労
働
省
が
進
め
る
住
宅
公
社
の
設
立

を
め
ぐ
っ
て
ラ
ン
マ
ー
ス
が
ヘ
ス
に
宛
て
た
書
簡
の
中
に
、
こ
う
し
た
や
り
と
り
の
様
子
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「現
在
、
ラ
イ
ヒ
労
働
省
に
お

い
て
、
住
宅
公
社
の
設
立
に
関
す
る
法
律
が
検
討
中
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
ラ
イ
ヒ
組
織
監
督
官
か
ら
私
宛
て
に
次
の
よ
う
な
意

見
と
要
望
が
寄
せ
ら
れ
た
。
即
ち
、
公
社
の
設
立
に
は

『原
則
的
か
つ
技
術
的
理
由
か
ら
』
反
対
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
こ
の
点
に
つ
き
私
の

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２
）　
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見
解
を
指
導
者
に
伝
え
ら
れ
ん
こ
と
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
貴
殿
は
こ
れ
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
問
題
、
と
り
わ
け
立
法
に

関
し
て
、
ラ
イ
ヒ
政
府
に
対
す
る
党
の
見
解
の
表
明
は
も
っ
ぱ
ら
指
導
者
代
理
を
通
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
を
繰
り
返
し
表
明
し

て
き
た
。
そ
れ
故
、
私
は
ラ
イ
ヒ
組
織
監
督
官
の
上
記
の
意
向
を
貴
殿
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
の
措
置
に
つ
い
て
は
貴
殿
の
判
断
に

委
ね
た
い
。
こ
の
件
を
貴
殿
に
報
告
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
ラ
イ
ヒ
組
織
監
督
官
で
あ
る
ラ
イ
氏
に
連
絡
済
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添

（‐３６
）

え
る
。
」

ヘ
ス
が
執
拗
に
求
め
た
党
を
代
表
す
る
立
場
か
ら
の
立
法

へ
の
関
与
は
単
に
法
案
の
準
備
段
階
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
。
管
轄
大
臣
に
よ
る

法
命
令
等
の
布
告
に
関
し
、
法
律
自
体
が
よ
り
直
接
的
な
形
で
の
関
与
を
保
障
し
た
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば

一
九
二
四
年

一
二
月

一
三
日

（‐３７
）

の

『民
事
法
上
の
請
求
権
の
補
償
に
関
す
る
法
律
』
が
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
ナ
チ
ズ
ム
革
命
に
伴
う
政
治
的
行
為
に
よ
り
個
人
に
発
生
し

た
特
別
な
損
害
に
対
す
る
国
家
補
償
を
健
全
な
民
族
感
情
と
の
合
致
を
条
件
に
行
う
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
が

法
律
の
施
行
又
は
補
充
に
必
要
な
法
命
令
、
行
政
命
令
を
布
告
す
る
場
合
、
ラ
イ
ヒ
法
務
大
臣
、
ラ
イ
ヒ
大
蔵
大
臣
と
並
ん
で
指
導
者
代
理

の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
が
、
特
に
党
の
利
害
や
世
界
観
に
直
結
す
る
法
律
に
関
し
、
公
布
以
降
も
党
の
側
か
ら
の
監
督
を
確

保
せ
ん
と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
同
様
の
例
は

『血
の
保
護
法
』、
『ラ
イ
ヒ
市
民
法
』、
『ラ
イ
ヒ
国
境

（‐３８
）

の
保
全
と
報
復
措
置
に
関
す
る
法
律
』
に
も
見
い
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
指
導
者
代
理
自
身
に
対
し
直
接
命
令
を
布
告
す
る
権
能
を
付
与
し

た
法
律
に
、
『国
家
と
党
に
対
す
る
陰
謀
的
攻
撃
の
防
止
及
び
党
制
服
の
保
護
の
た
め
の
海
型
』
が
あ
つ
た
。
法
律
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「指

導
者
代
理
は
、
ラ
イ
ヒ
法
務
大
臣
及
び
ラ
イ
ヒ
内
務
大
Ｊ
躊
同
意
を
条
件
に
、
第

一
条
な
い
し
第
六
条
の
施
行
及
び
補
充
の
た
め
に
秘
野
と

な
る
命
令
を
布
告
す
る
。」
こ
の
他
、
『ド
イ
ツ
地
方
自
治
法
』、
『ナ
チ
ス
党
及
び
そ
の
分
肢
組
織
の
成
員
に
対
す
る
訊
間
に
関
す
る
法
律
』

に
も
同
様
の
条
項
が
見
い
出
さ
れ
る
。

ヘ
ス
が
突
然
の
英
国
へ
の
単
独
飛
行
の
敢
行
に
よ
り
失
脚
し
た
後
、
彼
の
任
務
は
ボ
ル
マ
ン
に
よ
り
引
き
継
が
れ
た
。
指
導
者
代
理
機
関



に
代
わ
っ
て
党
官
房
の
設
置
を
決
定
し
た
ヒ
ト
ラ
ー（Ｍ
、　
一
九
四
一
年
五
月
二
九
日
、
『党
官
房
長
官
の
地
位
に
関
す
る
指
導
者
能
響
』
を
布

告
し
、
ボ
ル
マ
ン
を
党
官
房
長
官
及
び
ラ
イ
ヒ
監
督
官
に
任
命
す
る
と
と
も
に
、
「党
官
房
と
ラ
イ
ヒ
最
高
官
署
の
緊
密
な
協
働
の
保
障
」
を

目
的
に

「
ラ
イ
ヒ
大
臣
の
権
能
を
有
す
る
」
こ
と
と
し
た
。
ラ
ン
マ
ー
ス
は
、
こ
の
決
定
に
基
づ
き
、
翌
年

一
月

一
六
日
、
立
法
へ
の
ボ
ル

マ
ン
の
関
与
に
つ
き
、
改
め
て
以
下
の
命
令
を
発
し
た
。
即
ち
、
「立
法
へ
の
党
の
協
働
は
、
指
導
者
の
特
別
の
決
定
が
な
い
限
り
、
も
っ
ぱ

ら
党
官
房
長
官
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
党
及
び
そ
の
分
肢
組
織
が
立
法
に
関
し
提
案
、
要
望
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
党
官
房
長
官
の
み
を
通

し
て
管
轄
権
を
有
す
る
ラ
イ
ヒ
最
高
官
署
に
対
し
送
達
さ
れ
る
。
党
官
房
長
官
は

一
切
の
立
法
活
動
に
つ
き
関
係
大
臣
の
地
位
を
有
す
る
。

そ
れ
故
、
ラ
イ
ヒ
最
高
官
署
は
、
法
律
等
の
作
成
作
業
に
際
し
、
党
官
房
長
官
を
当
初
か
ら
関
与
さ
せ
る
べ
き
も
の
と
す（型
ピ

第
四
章
　
ユエ
法
権

の
指
導
者
権
力
化

ボ
ル
マ
ン
が
ヘ
ス
の
後
を
引
き
継
い
だ
頃
、
既
に
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
立
法
を
め
ぐ
る
状
況
は
ま
っ
た
く
新
た
な
段
階
を
迎
え
て
い
た
。
即

ち
、
元
来
国
家
の
三
権
の
一
つ
で
し
か
な
か
っ
た
立
法
権
の
指
導
者
権
力
化
、
あ
る
い
は
そ
の
明
白
化
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
現
象
が
そ
れ
で

あ
（型

。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
、
民
族
の
指
導
者
で
あ
る
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
が
、
よ
う
や
く
、
ラ
イ
ヒ
政
府
等
の
国
家
の
機
関
を
通

し
て
で
は
な
く
、
真
に
唯

一
最
高
の
立
法
権
者
と
し
て
の
本
来
の
姿
を
直
接
顕
現
さ
せ
る
に
至
っ（型
と
い
え
よ
う
か
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、

何
か
突
然
の
出
来
事
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
は
な
く
、
『全
権
授
与
法
』
以
来
の
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
立
法
を
め
ぐ
る
憲
法
体
制
の
漸
進
的
な
発
展

（‐４７
）

と
変
化
の
一
つ
の
到
達
点
と
い
っ
た
意
味
し
か
も
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
発
展
と
変
化
の
跡
は
、
裁
可
、
公
布
、

副
署
、
法
的
授
権
と
い
っ
た
立
法
に
固
有
の
事
柄
の
中
に
辿
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２

）

一
〇
三
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ラ
イ
ヒ
国
会
、
ド
イ
ツ
民
族
、
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
立
法
が
、
既
に
詳
論
し
た
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
の
性
格
、
機
能
等
を
反
映
し
、

そ
の
過
程
に
お
い
て
従
来
の
そ
れ
か
ら
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
い
ず
れ
の
機
関
も
国
家
の
機
関
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
法
権
が
、
『ラ
イ
ヒ
憲
法
』
で
あ
れ
、
あ
る
い
は

『民
族
投
票
法
』、
『全
権
授
与
法
』
で
あ
れ
、
所
詮
は
国
家
法
に
根

拠
を
置
き
、
実
際
の
立
法
手
続
も
ま
た
定
め
ら
れ
た
法
令
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
、
新
た
に
登

場
し
た
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
立
法
も
ま
た
同
様
で
あ
り
、
裁
可
、
官
報
に
よ
る
公
布
等
が
法
律
の
成
立
要
件
を
構
成
す
る
こ
と
に
つ
き
、
そ

の
形
式
も
含
め
、
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
従
来
の

「
ラ
イ
ヒ
国
会
は
以
下
の
法
律
を
議
決
し
、
ラ
イ
ヒ
参
議
院
の
同
意

（‐４８
）

を
得
て
こ
こ
に
こ
れ
を
公
布
す
る
」
と
の
文
言
が
、
「
ラ
イ
ヒ
政
府
〔ラ
イ
ヒ
国
会
〕
は
以
下
の
法
律
を
議
決
し
、
こ
こ
に
こ
れ
を
公
布
す
る
」

に
、
ま
た
、
署
名
者
も
従
来
の

「ラ
イ
ヒ
大
統
領
」
か
ら

「
ラ
イ
ヒ
首
相
」
に
、
そ
し
て
一
九
三
四
年
八
月
二
日
以
降
は

「指
導
者
兼
ラ
イ

ヒ
首
相
」
に
代
わ
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
相
異
も
参
議
院
の
廃
止
、
大
統
領
の
官
職
の
統
合
等
の
制
度
的
な
変
化
の
反
映
に
過
ぎ

な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
表
面
上
の
同

一
性
あ
る
い
は
類
似
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
当
初
か
ら
、
両
者
の
間
に
は
体
制
の
根
幹
に
か
か
わ
る

無
視
で
き
な
い
相
異
が
存
在
し
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。
『全
権
授
与
法
』第
二
条
は
、
法
律
の
裁
可
及
び
公
布
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
規

定
す
る
。
「
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
り
議
決
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
法
律
は
、
ラ
イ
ヒ
首
相
が
裁
可
し
、
ラ
イ
ヒ
官
報
を
も
っ
て
こ
れ
を
公
布
す
る
。」
こ

れ
と
対
応
す
る
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
七
〇
条
の
規
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
「ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
、
憲
法
に
し
た
が
っ
て
成
立
し
た
法
律

を
裁
可
し
、
ラ
イ
ヒ
官
報
を
も
っ
て
公
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
の
二
つ
の
条
項
に
見
ら
れ
る
法
文
上
の
微
妙
な
相
異
か
ら
、
二
つ
の

憲
法
体
制
の
下
に
お
け
る
立
法
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
大
統
領
と
ラ
イ
ヒ
首
相
の
地
位
と
権
能
の
根
本
的
な
相
異
を
読
み
取
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど

困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
即
ち
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
裁
可
、
公
布
の
行
為
は
、
「ラ
イ
ヒ
大
統
領
は
、
‐‐‐‐‐‐‐し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
文

言
に
も
あ
る
と
お
り
、
国
会
の
優
位
の
下
に
、
第
七
三
条
第

一
項
の
例
外
的
場
合
を
除
い
て
、
基
本
的
に
は
形
式
的

・
儀
礼
的
な
も
の
で
し



か
な
く
、
そ
の
こ
と
が
立
法
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
従
属
的
地
位
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
『全
権
授
与
法
』
の
「ラ
イ
ヒ

首
相
が
裁
可
し
、
ｉ・‐‐―
公
布
す
る
」
と
の
規
定
は
、
裁
可
、
公
布
が
ラ
イ
ヒ
首
相
に
固
有
の
権
能
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
第
ニ
ラ

イ
ヒ
に
お
け
る
立
法
の
最
終
的
な
淵
源
が
、
ラ
イ
ヒ
首
相
、
ひ
い
て
は
民
族
の
指
導
者
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
手
の
中
に
存
す
る
こ
と
を

暗
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

同
様
の
事
態
は
、
管
轄
大
臣
が
行
な
う
副
署
に
関
す
る
条
項
の
変
化
の
中
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
五
〇
条
が
ラ

イ
ヒ
大
統
領
令
を
含
む
法
律
の
裁
可
、
公
布
の
要
件
と
し
て

「
ラ
イ
ヒ
首
相
又
は
管
轄
ラ
イ
ヒ
大
臣
の
副
署
」
を
求
め
て
い
た
の
に
対
し
、

『全
権
授
与
法
』
に
は
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
単
な
る
欠
落
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
フ
ー
バ
ー
が
い
う
よ
う
に
、

法
律
が
意
図
的
に
副
署
を
裁
可
、
公
布
の
効
力
要
件
と
せ
ず
、
不
要
と
み
な
し
（型

こ
と
の
結
果
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
元

藁

轟

曜

猥

輩

　

　

　

盟

凛
軋

鮮

ヨ
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。
ラ
イ
ヒ
首
相
、
後
に
は
指
導
者
兼
ラ
イ

ヒ
首
相
で
あ
る
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
法
律
の
裁
可
、
公
布
は
管
轄
大
臣
等
の
副
署
な
し
に
行
わ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
先
の
第
二

条
と
あ
わ
せ
て
、
立
法
の
最
終
的
な
淵
源
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
あ
ら
わ
す
事
柄
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
元
来
ラ
イ

ヒ
政
府
へ
の
立
法
権
の
授
与
を
定
め
た
に
過
ぎ
な
い

『全
権
授
与
法
』
の
中
に
、
ラ
イ
ヒ
首
相
、
よ
り
実
体
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
民
族

の
指
導
者
で
あ
る
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
が
立
法
の
淵
源
と
な
る
新
た
な
憲
法
体
制
の
在
り
様
が
、
萌
芽
的
に
で
は
あ
れ
、
反
映
さ
れ
、
表

現
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
全
期
間
を
通
じ
て
、
ラ
イ
ヒ
国
会
の
み
な
ら
ず
、
ラ
イ
ヒ
政
府
が
議
決
、
公
布
し
た
す
べ
て
の
法
律
に
は
従

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２

）

一
〇
五
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一
〇
六

来
と
同
様
に
管
轄
大
臣
等
の
副
署
が
附
さ
れ
、
ま
た
時
に
は
、
『元
首
法
』
や

『国
防
軍
構
雌
脚
』
の
よ
う
に
全
大
臣
が
名
を
連
ね
る
こ
と
も

な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
細
部
の
違
い
は
と
も
か
く
と
し
て
、
官
報
に
あ
ら
わ
れ
た
文
言
を
見
る
限
り
、
副
署
に
関
し
て

も
外
面
上
二
つ
の
体
制
の
間
で
大
き
な
相
異
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
、
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
の

指
摘
に
あ
る
と
お
り
、
民
族
の
指
導
者
が
ラ
イ
ヒ
首
相
と
な
る
指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
下
に
あ
っ
て
、
副
署
が
、
ラ
イ
ヒ
国
会
に
よ
る

（
立
」

の
場
合
を
含
め
て
、
フ
イ
マ
ー
ル
の
そ
れ
と
は
何
か
ま
っ
た
く
異
な
る
本
質
を
有
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
た
こ
と
に
つ
き
疑
間
は

な
か
い

）

時
、
副
署
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
、
この
の
”
ｏ
●
Ｎ
①
Ｏ̈
Ｆ
Ｅ
」

に
代
わ

っ
て
、〓
【けＮ
①
一Ｏ
Ｆ
Ｃ
品

へが

一
般

に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
こ
と
も
こ
う
し
た
変
化
と
無
関
係
で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
副
署
の
新
た
な
意
義
と
機
能
は
何
で
あ

っ
た
の
か
。

立
法
と
い
う
場
に
お
け
る
指
導
者
権
力
と
国
家
権
力
の
媒
介
項
、
そ
れ
が
副
署
に
課
せ
ら
れ
た
新
た
な
役
割
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
指
導
者

呻
¨
¨

族 ヘ ヒ
〕
『

へ 働 ‐ま
¨
［
峙
一
軸
［
¨
¨
“
一
¨
中
一
¨
一
中
一
［
“
」
中
中
¨
一
中
¨
嚇
』
¨
「
一
一
一
『
］
¨
一
¨
一
¨
］
［
柿
一
一
軸

本
的
な
枠
組
み
の
提
示
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
具
体
化
が
管
轄
大
臣
等
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
実
態
に
即
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

た
と
え
ば
、
『血
の
保
護
法
』
に
は
三
つ
の
施
行
令
が
、
ま
た

「
フ
イ
ヒ
市
民
法
』
に
は
一
三
の
命
令
が
、
立
法
以
降
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
解

款
勁
進
展
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
授
権
に
基
づ
き
、
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
等
に
よ
り
布
告
さ
れ
て
い
る
。
キ
ュ
ン
マ
ー
リ
ン（州
や
フ
ー

バ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
結
局
、
副
署
は
、
国
家
が
党
と
並
ぶ
民
族
指
導
の
手
段
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
憲
法
体
制
に
あ
っ
て
、
国
家
の
機
関
を

代
表
す
る
管
轄
大
臣
等
が
、
法
治
の
原
理
に
基
づ
い
た
単
な
る
法
律
の
執
行
者
の
地
位
に
と
ど
ま
ら
ず
、
指
導
者
の
補
助
者
と
し
て
、
当
該

の
法
律
、
命
令
に
か
か
わ
っ
て
、
そ
の
草
案
作
成
の
段
階
か
ら
、
彼
と
と
も
に
、
彼
の
意
思
に
即
し
て
民
族
の
課
題
の
実
現
の
た
め
に
協
働



す
る
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
地
位
と
権
能
、
そ
し
て
責
任
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。　
一
九
二
五
年
に
改
正
さ
れ
た

『ラ
イ
ヒ

政
府
議
事
肛
鯛
』
が
、
管
轄
大
臣
に
事
故
あ
る
時
の
副
署
の
代
理
に
関
し
、
「第

一
六
条
第
二
項
は
既
に
妥
当
性
を
失
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
」

と
し
て
、
同
項
が
規
定
す
る

「そ
の
他
の
大
臣
」
に
代
え
て
当
該
大
臣
の
下
に
あ
る

「次
官
」
が
副
署
を
行
う
と
し
た
こ
と
は
、
副
署
の
機

能
の
変
化
に
対
応
す
る
措
置
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
副
署
が
指
導
者
と
当
該
官
署
を
代
表
す
る
管
轄
大
臣
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
一
種
の
誓
約

（‐６０
）

で
あ
っ
た
以
上
、
他
の
大
臣
に
よ
る
代
理
が
あ
り
え
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

副
署
の
こ
う
し
た
新
た
な
意
義
と
機
能
か
ら
は
、
民
族
の
指
導
者
が
ラ
イ
ヒ
首
相
と
い
う
国
家
の
官
職
を
通
し
て
立
法
権
を
掌
握
し
、
ラ

イ
ヒ
政
府
等
の
国
家
の
機
関
は
そ
の
指
導
者
の
手
の
内
に
あ
る
一
つ
の
道
具
で
し
か
な
い
と
い
う
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
立
法
に
か
か
わ
る
憲
法

体
制
の
在
り
様
が
容
易
に
理
解
さ
れ
う
る
に
ち
が
い
な
い
。指
導
者
は
、
一
九
二
五
年
時
点
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
解
決
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
指
導
者
―
憲
法
体
制
の
建
設
途
上
に
お
い
て
、
民
族
の
課
題
解
決
の
た
め
に
立
法
と
い
う
手
段
を
採
用
す
る
場
合
、
そ
れ
が
元
来

国
家
の
管
轄
領
域
に
属
す
る
事
柄
で
あ
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
ラ
イ
ヒ
政
府
等
を
立
法
機
関
と
し
て
利
用
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
す
べ
て
の
法
律
に
は
、
「
ラ
イ
ヒ
政
府
／
国
会
は
以
下
の
法
律
を
議
決
し
、
こ
こ
に
こ
れ
を
公
布
す
る
」
と

の
決
ま
り
文
句
が
附
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は

（
た
」
か
で
ぁ
る
。
し
か
し
、
立
法
は
、
そ
れ
が
い
ず
れ
の
機
関
に
よ
っ
て
行
わ

れ
よ
う
と
、
実
質
的
に
は
、
指
導
者
権
力
の
一
つ
の
表
現
で
あ
り
、
真
の
立
法
者
が
常
に
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
で

あ
（型

事
態
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
間
の
事
情
を
と
ら
え
て
、
「既
に
一
九
二
四
年
、
遅
く
と
も
一
九
二
五
年
の
時
点
に

お
い
て
、
政
府
及
び
国
会
に
よ
る
立
法
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
指
鱒
場
の
立
法
の
表
現
形
式
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
立
法
権
は
指
導
者
権

力
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と
の
認
識
が

一
般
的
な
も
の
と
な
っ
が
」
と
す
る
。

こ
う
し
た
事
態
を
よ
り
明
確
に
表
現
す
る
立
法
例
に
、
『元
首
法
』、
『国
防
軍
構
成
法
』
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
法
律
が
、　
一
般
の
法
律

と
は
異
な
り
、
全
大
臣
の
副
署
を
も
つ
こ
と
は
既
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
副
署
の
機
能
と
し
て
、

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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一
〇
八

ダ

帥
蒻

け

一 祝
婦
回
辞
け
“
肝

籍
墜

Ｔ

（
証

鐸

一
箸

勤

『
靴
れ
な
一
舞

け
［
群

『

『元
首
法
』
等
に
あ
っ
て
は
、
立
法
者
は
も
は
や
ラ
イ
ヒ
政
府
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
単
純
な
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
信
仰
告

白
は
常
に
事
後
的
な
行
為
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
自
ら
が
制
定
、
公
布
し
た
法
律
に
対
す
る
信
仰
告
白
と
い
っ
た
も
の
な
ど
あ
り
え
な
い
こ
と

で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
こ
こ
で
は
、
形
式
上
の
立
法
者
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
政
府
の
存
在
は
他
の
通
常
の
法
律
以
上
に
希
薄
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
全
大
臣
の
署
名
と
は
裏
腹
に
、
い
わ
ば
単
に
立
法
の
形
式
的
な
体
裁
を
整
え
る
た
め
だ
け
に
、
法
律
の
中
に
姿
を

あ
ら
わ
す
に
過
ぎ
な
い
。

お

筵

譴

神

藤

』
編

魏

聾

藤

聾

れ

開

耗

轟

講

時

調

始

民
族
の
明
白
な
裁
可
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
」
と
し
て
、
早
急
の
民
族
投
票
の
実
施
を
求
め
た
こ
の

『施
行
令
』
に
は
、
通
常
の
命
令

に
見
ら
れ
る
大
臣
の
副
署
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
命
令
に
と
っ
て
本
来
不
可
欠
で
あ
る
は
ず
の
法
的
授
権
へ
の
言
及
も
存
在
し
な
か
っ

た
。
法
的
授
権
の
こ
う
し
た
不
存
在
は
法
治
の
原
理
か
ら
し
て
は
説
明
不
可
能
な
事
態
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
限
り
、
こ
の
間
の
事
情
は
、
「私

は
‐‐‐‐―
希
望
す
る
」
と
の
文
言
も
含
め
、
『元
首
法
』
に
か
か
わ
る
立
法
の
淵
源
が
元
々
奈
辺
に
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

同
様
の
事
態
は
、　
一
九
二
六
年
以
降
、
そ
れ
ま
で
上
位
規
範
に
よ
る
授
権
を
不
可
欠
と
し
て
き
た
国
会
の
解
散
や
勲
章
の
授
与
等
に
関
す

熊［綺鋤『はヽ
嘲^
章なかな窄爆げ領一れ一摩一〓制】脚つ日『け相無］峰̈
榊嘲コ却嘲罐欅罐鰤け嘲“」鶴囀辞嚇けには

関
し
法
文
上
か
ら
も
明
ら
か
に
そ
れ
と
わ
か
る
相
異
が
あ
っ
た
。
即
ち
、
大
統
領
令
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ラ
イ
ヒ
憲
法
第
二
五
条
に
基
づ
い
て
」、



あ
る
い
は

「ラ
イ
ヒ
選
挙
法
第
六
条
に
基
づ
い
て
」
布
告
さ
れ
た
の
に
対
し
、
今
回
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
命
令
に
は
そ
う
し
た
法
的
授
権
へ
の
言

及
は

一
切
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
、
「私
は
ラ
イ
ヒ
国
会
を
解
散
す
る
。
新
選
挙
は
，‐‐‐‐‐‐に
実
施
さ
れ
る
。
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
。」

と
の
文
言
、
署
名
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
勲
章
等
の
授
与
に
関
す
る
命
令
も
同
様
で
あ
っ
た
。　
一
九
二
三
年
四
月
七
日
の

『称
号
、
勲
章
、
栄
誉
賞
に
関
す
る
た

，
』
が
、
勲
章
等
の
授
与
は

「
こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
布
告
さ
れ
る
命
令
に
従
い
」

（‐６９
）

行
わ
れ
る
と
し
、
実
際
、　
一
九
二
五
年
七
月
二
一
日
の

『指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
命
令
』
が

「
一
九
二
三
年
四
月
七
日
の
法
律
第
二
条
に
基

づ
い
て
以
下
の
ご
と
く
命
令
す
る
」
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
七
カ
月
後
の

『オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
功
労
者
に
対
す
る
栄
誉
賞
創
設
に
関
す
る
指

導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
銀
型
』
に
は
こ
う
し
た
法
的
授
権

へ
の
言
及
は
見
当
た
ら
な
い
。
命
令
の
冒
頭
の
文
言
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

即
ち
、
「私
は
、
ド
イ
ツ
で
開
催
さ
れ
た
一
九
二
六
年
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ゲ
ー
ム
ヘ
の
功
績
を
讃
え
、
ド
イ
ツ
民
族
の
感
謝
を
明
白
な
形
で
顕
彰

す
べ
く
、
『ド
イ
ツ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
栄
誉
賞
』
を
創
設
す
る
も
の
で
あ
る
。」

憲
法
、
法
律
と
命
令
の
関
係
に
関
す
る
伝
統
的
な
法
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
上
位
規
範
の
授
権
に
基
づ
か
な
い
命
令
が
法
的
妥
当
性
を
欠
く

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
、
あ
え
て
憲
法
や
法
律
の
規
定
を
無
視
し
、
命
令
の
根
拠
を
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首

（‐７‐
）

相
で
あ
る

「私
」
に
置
い
た
こ
と
の
理
由
は
、
命
令
の
も
つ
人
格
的
性
格
を
強
調
し
、
法
治
国
家
原
理
の
否
定
を
明
確
に
す
る
こ
と
以
外
に

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
共
同
体
に
お
け
る
指
導
者
の
権
能
が
、
元
来
、
彼
が
有
す
る
民
族
の
最
良
の
血
に
由
来
し
、
法
規
範
に
よ
る
授
権

の
連
鎖
を
必
要
と
し
な
い
、
人
格
的
な
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
第

一
章
で
詳
し
く
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
命
令
の
根
拠
と
し
て
憲
法
等
の
上
位
の
規
範
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
、
民
族
の
指
導
者
は
間
違
い
な
く
単
な
る

国
家
の
機
関
に
堕
す
こ
と
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
『元
首
法
施
行
令
』
等
の
い
わ
ゆ
る

「指
導
者
命
令
翁
３
『①■ｏ『【お
く

り
３
お
コ
ｏ８
『Ｐ
●
●
じ
」
は
、
立
法
に
お
い
て
も
、
指
導
者
の
権
威
と
責
任
が
、
『ラ
イ
ヒ
憲
法
』
で
あ
れ
、
『全
権
授
与
法
』
で
あ
れ
、
彼
自

ら
の
人
格
以
外
の
他
の
い
か
な
る
も
の
に
も
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
刻
印
し
、
宣
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
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れ
（型

。
そ
れ
故
、
法
的
授
権
の
放
棄
と
い
う
い
さ
さ
か
目
立
た
な
い
出
来
事
の
中
に
「立
法
は
指
導
者
権
力
の
直
接
的
発
現
で
あ
（型

」
と
い
つ

た
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
根
幹
に
か
か
わ
る
新
た
な
事
態
の
出
来
を
見
て
取
る
こ
と
は
決
し
て
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
指
導
者
が
、
立

法
に
際
し
て
、
ラ
イ
ヒ
政
府
等
の
立
法
機
関
を
利
用
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
自
ら
の
人
格
の
中
に
統
合

（‐７４
）

さ
れ
た
立
法
高
権
を
直
接
的
に
行
使
す
る
意
思
、
及
び
そ
の
可
能
性
を
宣
明
す
る
に
至
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
れ
で
は
、
法
律
と
異
な
る
、
指
導
者
命
令
の
布
告
の
実
際
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
ラ
ン
マ
ー
ス
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
法
廷
で
次
の

よ
う
な
証
言
を
残
し
て
い
る
。
「指
導
者
命
令
は
一
二
年
の
間
に
市
民
権
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
形
式
的
な
手
続
に
服
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
命
令
の
布
告
に
際
し
て
は
、
関
係
す
る
大
臣
に
対
し
て
の
み
意
見
の
聴
取
が
な
さ
れ
た
。
た
だ
聴
取
が
行
わ
れ
た
だ

け
で
あ
り
、
彼
ら
の
同
意
は
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
指
導
者
が

一
人
で
決
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
指
導
者
あ
る
い
は
大

臣
が
指
導
者
命
令
の
布
告
を
望
ん
だ
場
合
、
私
が
関
係
大
臣
に
対
し
そ
の
旨
を
伝
え
、
合
わ
せ
て
、
そ
れ
に
関
す
る
意
見
の
表
明
を
求
め
た
。

指
導
者
に
と
っ
て
は
、
聴
取
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
反
対
し
た
か
、
同
意
し
た
か
は
、
そ
れ
自
体
何
の

（‐７５
）

意
味
も
も
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
決
定
権
は
唯

一
指
導
者
の
手
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」布
告
の
こ
の
よ
う
な
在
り
様
が
指
導

者
権
力
の
直
接
的
発
現
に
見
合
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
も
っ
と
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
す
べ
て
の
指
導
者
命
令
に
関
し
て
そ
の
詳
細
を
把

握
し
て
い
た
と
の
想
像
も
ま
た
現
実
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
実
際
、
た
と
え
ば
、
レ
ー
ベ
ン
テ
ィ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、　
一
九
四
二
年
七

月
二
八
日
の

『衛
生

・
保
健
制
度
に
関
す
る
指
導
者
銀
響
』
の
ケ
ー
ス
で
は
、
こ
の
命
令
に
よ
り
衛
生

・
保
健
制
度
全
権
受
任
者
に
任
命
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
ブ
ラ
ン
ト
が
、
コ
ン
テ
イ
等
の
ラ
イ
バ
ル
を
牽
制
し
、
自
ら
の
権
能
の
確
立
を
目
的
に
、
事
前
に
草
案
を
作
成
し
、
ラ
ン

マ
ー
ス
や
ボ
ル
マ
ン
等
を
介
さ
ず
、
直
接
ヒ
ト
ラ
ー
に
署
名
を
求
め
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
ブ
ラ
ン
ト
の
権
能
の
一
層
の
拡
大
を
内
容
と
し

た
翌
年
九
月
五
日
付
の

『第
二
能
響
』
の
場
合
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
ラ
ン
マ
ー
ス
に
対
し

「命
令
の
詳
細
の
す
べ
て
を
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は



鰤

」
と
箋
旧
つ
た
と
さ
れ
る
。

も「薦は【】琳嚇胸串Ⅷい曲〉』「ぼＭ騨耐輸［つけれは一
「出り̈
一̈
い̈一呼ヵゝを̈
一̈一̈
¨̈
嚇り一̈
『一一̈
］̈
枷

し
た
立
法
が

「法
律
」
の
名
で
呼
ば
れ
、
指
導
者
の
直
接
的
な
立
法
ベ

い
ず
れ
の
方
法
を
採
用
す
る
か
は
指
導
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
問
題
で
あ
っ（型
。
た
だ
ヽ
指
導
者
命
令
が
よ
り
一
層

「高
度
に
指
導
者
の

〔翻［嶼』け「判椰̈
瑯パ構潮】当開”章躙「教準」［Ⅷ囃ぃな（岬。いずれにせよ、法律がかつて有していた命令に対

颯̈れば笹“離師に向け」“掲‐こぼ囃酔こ（と晰［卿徴「『ば御馴燕

討
盟
臓
頭
」夢
豪
郵
』
婢
瑯
鰹
濯
酬

瑚
経なれ『鶴わ”は薇■
眸膝範ヵゝ［卿彙鐸御締〔葬
霙
競
「
が
始
髪
贈
独ノヾＨ呻転
「

犠
髯
　
　
　
　
　
狸
　
麗

表
的
な
指
導
者
命
令
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

先
ず
、
い
わ
ゆ
る
組
織
行
為
が
あ

っ
た
。
行
政
組
織
の
創
設
、
管
轄
権
の
変
更
等
に
か
か
わ
る
措
置
と
し
て
の
組
織
行
為
は
、
元
来
、
法

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
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律
、
法
命
令
、
行
政
行
為
、
あ
る
い
は
単
な
る
業
務
上
の
通
告
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
立
憲
制
度
の
下
で
は
、
国
家
元
首
の
組
織

権
力
に
対
し
て
は
、
憲
法
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
議
会
の
立
法
権
や
予
算
権
を
干
渉
・侵
害
し
な
い
こ
と
の
制
約
が
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
が
す
べ
て
の
国
家
権
力
を
統
括
す
る
第
三
ラ
イ
ヒ
に
あ
っ
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
従
来
で
あ
れ
ば
法
律
に
よ

る
決
定
を
必
要
と
し
て
き
た
組
織
行
為
も
ま
た
指
導
者
命
令
に
よ
り
執
り
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
実
質
的
な
立
法
と
同

一
視
さ
れ

・
プ
ロ
イ
セ
ン
内
務
大
臣
か
ら
ラ
イ
ヒ
山
林
局
長
へ
委
譲
す
る
こ
と
を

に
よ
る
映
画
芸
術
の
発
展
を
目
的
に
ド
イ
ツ
映
画
ア
カ
デ
ミ
ー
の
設
立

Ξ

ブ
子

量

庭

制
度
奮

Ｅ

５

鮮

鍔

菱

打

褥

以

ゴ

御

一
言

一
房

同
様
の
命
令
に
恩
赦
令
が
あ
っ
た
。
刑
罰
免
除
の
実
施
に
関
し
て
は
、
フ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
四
九
条
が

「
ラ
イ
ヒ
が
実
施
す
る
特
赦
は
ラ

イ
ヒ
法
律
に
よ
る
こ
と
を
要
す
る
」
と
定
め
、　
一
九
二
四
年
二
月

一
六
日
の

『司
法
の
ラ
イ
ヒ
ヘ
の
委
譲
に
関
す
る
第

一
法
灯
』
も
ま
た
、

「特
赦
は
ラ
イ
ヒ
法
律
に
よ
っ
て
の
み
こ
れ
を
行
な
い
う
る
」
と
の
規
定
を
置
い
て
い
た
。
こ
の
立
法
の
趣
旨
は
、
『新
構
成
法
』
に
よ
リ
ラ

ン
ト
高
権
が

一
掃
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
こ
れ
ま
で
ラ
ン
ト
が
行
な
っ
て
き
た
特
赦
を
含
め
、
そ
の
一
切
を
ラ
イ
ヒ
に
委
ね
渡
す
こ
と
に
あ

］
ヶ
れ
吟
ぃ

な っ
力ゝ て
っ（

、
と
「
劃
『
静
肺
貯
卿
い
「
効
榔
い
一
緩
出
」
な
れ
】
ｒ
レ
¨
い
は
い
は
ど
科
牌
数
」
』
は
『
け
綱
や
震
れ
」
い
け
に
置

日
の
特
赦
か
ら
始
ま
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
併
合
を
機
会
と
し
た

一
九

（三
収
年
四
月
三
〇
日
の
特
赦
に
至
る
ま
で
の
間
に
四
度
実
施
さ
れ
た
刑

罰
免
除
は
、
い
ず
れ
も
ラ
イ
ヒ
政
府
が
制
定
、
公
布
す
る

『刑
罰
免
除
法
』
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、　
一
九
二
九
年
以
降
、

刑
罰
免
除
の
根
拠
法
令
は
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
の
命
令
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
最
初
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
一
九
二
九
年
六
月



七
日
の

『刑
罰
免
除
に
関
す
る
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
能

，
』
は
、
か
つ
て
ズ
デ
ー
デ
ン
ド
イ
ツ
領
内
に
お
い
て
ド
イ
ツ
民
族
の
保
護
の
た

め
に
犯
さ
れ
、
チ
ェ
コ
・
ス
ロ
バ
キ
ア
法
に
よ
り
有
罪
と
さ
れ
た
犯
罪
等
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
命
令
の
前
文
に
は
次
の
よ
う

な
文
言
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
「私
は
、
ズ
デ
ー
デ
ン
ド
イ
ツ
領
の
ラ
イ
ヒ
ヘ
の
帰
属
を
機
会
と
し
て
、
以
下
の
基
準
に
従
い
刑
罰
の
免
除
を

保
障
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
そ
の
後
、
比
較
的
軽
微
な
有
罪
判
決
を
受
け
た
国
防
軍
兵
士
を
対
象
と
す
る
一
九
二
九
年
九
月

一
日
の
に
響

で
は
、
そ
の
標
題
に
「刑
罰
免
除
６
一口
い
０

，
①じ
」
に
代
わ
っ
て

「恩
赦
（〇
●
“
一
ｅ
」
の
文
言
が
登
場
し
、
さ
ら
に
、
同
年

一
〇
月
二
一
日

の
官
吏
を
対
象
と
す
る
同
様
の
経
響
で
は
、
布
告
者
と
し
て
、
「指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
」
に
代
わ
っ
て

「指
導
者
」
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
ウ
ェ
ル
ナ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
「私
は
―
―
凛
障̈
す
る
」
と
の
形
式
に
基
づ
い
て
布
告
さ
れ
る
刑
罰
免
除
は
、
民
族
の
指
導
者
に
よ
る
高

度
の
政
治
的
指
導
行
為
の
一
つ
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
彼
の
人
格
か
ら
由
来
す
る
恩
寵
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
限
り
、
も
は
や
法
律
の
形
式
的
な

カ
テ
ゴ
リ
ー
な
ど
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ（型
。

組
織
行
為
が
元
々
法
律
以
外
の
命
令
等
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
、
ま
た
、
刑
罰
免
除
が
、
フ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
四
九
条
の
規
定
―
―
「ラ
イ
ヒ

大
統
領
は
恩
赦
権
を
行
使
す
る
。」―
―
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
事
柄
の
性
質
上
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
に
固
有
の
権
能
の
発
現
と
み
な
さ

れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、本
源
的
に
も
っ
ぱ
ら
法
律
に
委
ね
ら
れ
、
そ
れ
故
ラ
イ
ヒ
国
会
等
の
立
法
機
関
に
留
保
さ
れ
て
き
た
も
っ

と
も
固
有
の
法
領
域
で
あ
る
一
般
的
な
権
利
と
義
務
及
び
制
裁
の
創
設
も
ま
た
、
指
導
者
命
令
に
よ
る
立
法
措
置
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ（型
。　
一
九
二
五
年
七
月
二

一
日
の

『国
防
軍
官
吏
の
旅
費
報
酬
に
関
す
る
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
銀
角
』
に
始
ま
り
、
そ
の
後
、
ユ
ダ
ヤ

腸
繊
幹
に
癖
難
が
毎
．詳
如
鐵
鶉
瑚
製
発
凱
κ
』
射
粍
鰤
媚
％
蒻
痛
師蒻

命
令
が
布
告
さ
れ
た
中
で
、
代
表
的
な
立
法
例
と
し
て
一
九
二
八
年
八
月

一
七
日
の

『戦
時
特
別
刑
法
令
』
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
命
令

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２

）

一
一
一一一
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は
、　
一
九
二
四
年
四
月
二
四
日
の

『改
正
肛
型
』
等
と
、
そ
の
体
裁
、
内
容
に
お
い
て
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

第

一
条
に
お
い
て
、
「軍
刑
法
典
に
服
す
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
ド
イ
ツ
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
も
適
用
す
る
」
と
規
定
し
た
命
令
は
、
第
二
条
以
下

で
、
「特
別
構
成
要
件
」
と
し
て
、
ス
パ
イ
行
為
罪
、
義
勇
行
為
罪
、
国
防
力
破
壊
罪
、
国
防
義
務
離
脱
罪
等
五
つ
の
構
成
要
件
を
新
設
。
ち

な
み
に
、
ス
パ
イ
行
為
罪
の
条
項
は
次
の
と
お
り
で
あ

っ
た
。
「敵
又
は
そ
の
利
用
の
た
め
に
他
の
者
に
通
知
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
密
か
に

又
は
虚
偽
の
回
実
の
下
に
、
ド
イ
ツ
軍
又
は
同
盟
軍
の
交
戦
地
域
に
お
い
て
情
報
を
収
集
し
、
又
は
収
集
を
企
て
た
者
は
、
ス
パ
イ
行
為
の

故
に
、
死
刑
を
も
っ
て
処
罰
す
る
。」

指
導
者
立
法
の
対
象
は
従
来
の
意
味
で
の
法
律
や
命
令
の
段
階
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
体
制
の
根
幹
に
か
か

わ
り
、
そ
れ
故
通
常
で
あ
れ
ば
憲
法
の
改
正
を
必
要
と
し
、
そ
の
た
め

『新
構
成
法
』
が
な
お
ラ
イ
ヒ
政
府
に
留
保
し
て
い
た
領
域
に
も
及

ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
単
に
例
外
的
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
指
導
者
命
令
が
、
本
来
、
ラ
イ
ヒ
政
府
等
に
よ
る
立
法
と
は

課
物
り
、
人
格
的
性
格
を
明
確
に
帯
び
、
指
導
者
の
権
威
と
責
任
、
さ
ら
に
は
体
制
の
形
成
意
思
を
よ
り
強
く
表
現
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と

す

（
る
場
ら
ば
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
体
制
を
決
定
す
る

「憲
法
」
こ
そ
は
民
族
の
指
導
者
の
命
令
行
為
の
対
象
と
し
て
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
領
域
で

畔
棘
』猾
糞
詫
響
螺
メ
熊
の命―
『二
計晃
争
冨
肛
導ま
る

Ｌ
お
こ
う
。

ヒ
ト
ラ
ー
は
、　
一
九
二
六
年
の
党
大
会
に
お
い
て
、
コ
マ
後
四
年
以
内
に
、
ド
イ
ツ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
有
す
る
化
学
、
産
業
、
鉱
業
に
よ
り

生
産
可
能
な
原
材
料
に
関
し
て
、
自
足
し
う
る
体
制
を
構
築
し
、
外
国
へ
の
依
存
か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
「新
四
カ
年

計
画
の
実
施
」
を
宣
（訓
｝

そ
の

一
カ
月
余
り
後
の
一
〇
月

一
八
日
、
「指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
」
の
名
に
お
い
て
、
『四
カ
年
計
画
施
行
令
』

を
布
告
し
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
を
四
カ
年
計
画
全
権
受
任
者
と
す
る
以
下
の
決
定
を
下
し
た
。
即
ち
、
「私
が
名
誉
の
党
大
会
に
お
い
て
告
知
し
た



新
四
カ
年
計
画
の
実
施
は
、
ド
イ
ツ
民
族
が
有
す
る

一
切
の
諸
力
の
統

一
し
た
管
理
、
及
び
党
と
国
家
が
有
す
る
一
切
の
権
限
の
厳
格
な
統

括
を
必
要
と
す
る
。
私
は
、
四
カ
年
計
画
の
実
施
を
、
国
務
大
臣
で
あ
り
軍
大
将
で
あ
る
ゲ
ー
リ
ン
グ
に
委
任
す
る
。
国
務
大
臣
兼
軍
大
将

ゲ
ー
リ
ン
グ
は
、
彼
に
委
ね
ら
れ
た
任
務
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
―
―
権
一能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。」授
権
の
根
拠
と
な
る

法
律
を
持
た
ず
、
ま
た

一
切
の
副
署
な
し
に
布
告
さ
れ
た

『施
行
令
』
が
、
そ
の
名
に
反
し
て
、
単
な
る
命
令
、
さ
ら
に
は
法
律
を
も
超
え

て
、
憲
法
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
も
つ
体
制
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
検
証
す
る
ま
で
も
な
く
、
他
な
ら
な
ぬ
ラ

イ
ヒ
政
府
自
身
の
立
法
―
―
『四
カ
年
計
画
施
征
型
』
―
―
に
よ
り
明
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
律
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
「四
カ

年
計
画
の
実
施
の
た
め
」
の
法
律
で
あ
り
、
「民
族
経
済
的
に
適
正
な
価
格
及
び
報
酬
の
実
現
」
を
目
的
に
、
「四
カ
年
計
画
全
権
受
任
者
に

直
属
す
る
」
「価
格
形
成
ラ
イ
ヒ
全
権
委
員
」
の
設
置
及
び
任
務
等
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
、
法
律
が
命
令
の
施
行
の
た
め

に
制
定
さ
れ
、
法
律
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
全
権
委
員
が
命
令
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
全
権
受
任
者
に
服
す
る
と
い
っ
た
、
法
律
と
命
令
の
関
係

の
奇
妙
な
逆
転
現
象
が
見
ら
れ
（型

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
も
ま
た

『四
カ
年
計
画
施
行
令
』
が
、
そ
の
名
に
反
し
て
、　
一
個
の

「憲
法
」

と
し
て
の
地
位
と
資
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
納
得
が
い
く
に
ち
が
い
な
い
。

後
の
二
つ
の
命
令
の
性
格
に
関
し
て
も
、
さ
し
あ
た
り
、
命
令
の
布
告
日
が
、
ポ
ン
セ
に
よ
り

「乾
い
た
六
月
二
∝
蜃
」
と
称
さ
れ
、
第

ニ
ラ
イ
ヒ
に
と
っ
て
第
二
の
体
制
変
革
の
日
と
な
っ
た

一
九
二
八
年
二
月
四
日
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
お
お
よ
そ
の
推
測
が
可
能
で
あ
ろ

う
。
『国
防
軍
の
指
導
に
関
す
る
命
令
』
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
「全
国
防
軍
に
対
す
る
指
揮
権
は
今
後
私
が
こ
れ
を
個
人
的
Ｃ
ｏ『＆
●
】̈
ｏこ

に
行
使
す
る
。
ラ
イ
ヒ
国
防
省
に
設
け
ら
れ
た
従
来
の
国
防
軍
官
署
は
、
『国
防
軍
最
高
司
令
部
』
及
び
私
の
幕
僚
と
し
て
の
任
務
と
と
も
に
、

直
接
私
の
指
揮
下
に
置
か
れ
る
。」
『命
令
』
は
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
国
防
体
制
の
基
本
を
定
め
た

一
九
二
五
年
の

『国
際
騨
』
を
全
面
的
に
改
正

す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
結
果
、
中
間
審
級
で
あ
る
ラ
イ
ヒ
国
防
省
及
び
国
防
大
臣
の
官
職
が
廃
止
さ
れ
、
さ
ら
に
、
国
防
大
臣
が
有
し
て

い
た
三
軍
に
対
す
る
最
高
司
令
権
も
指
導
者
自
身
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
が
近
い
将
来
の
開
戦
に
向
け
た
軍
事
面
で
の
体
制

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
貧
）　
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整
備
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
『秘
密
内
閣
評
議
会
の
設
置
に
関
す
る
命
令
』
は
外
交
面
で
の
体
制
整
備
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
「私
は
外
交
政
策
の
指
導
に
関
す
る
私
の
評
議
機
関
と
し
て
秘
密
内
閣
評
議
会
を
設
置
す
る
」
と
宣
言
し
た
上
で
、

議
長
に
ノ
イ
ラ
ー
ト
を
、
評
議
員
に
リ
ッ
ペ
ン
ト
ロ
ー
プ
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
、
ヘ
ス
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
、
ラ
ン
マ
ー
ス
、
ブ
ラ
ウ
ヒ
ッ
チ
ュ
、
レ
ー

ダ
ー
、
カ
イ
テ
ル
を
任
命
す
る
決
定
を
下
し
て
い
る
。
秘
密
内
閣
評
議
会
が
、
そ
の
大
仰
な
名
称
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
単
な
る
み

せ
か
け
の
機
関
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
戦
後
の
証
言
―
―
「私
は
誓
っ
て
断
言
す
る
が
、
こ
の
評
議
会
は
た
だ
の
一
分
間
で
す

ら
開
か
れ
た
こ
と
は
な
か
っ（ど
ピ
ー
ー
に
も
あ
る
と
お
り
で
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
が
形
式
上
従
来
の
内
閣
制
度
に
重
大
な
改
革
を
加
え
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
つ
の
指
導
者
命
令
が
、
先
の

『四
カ
年
計
画
施
行
令
』
と
同
様
に
、
第
ニ
ラ
イ

ヒ
の
体
制
の
根
幹
を
形
成
す
る

「憲
法
」
と
し
て
の
機
能
と
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
疑
間
は
な
い
。
六
日
付
の

『
フ
ェ

ル
キ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
オ
バ
ハ
タ
ー
』
も
ま
た
、
「最
高
指
導
者
の
手
中
に
全
権
力
の
最
強
の
集
中
化
。
指
導
者
に
よ
る
歴
史
的
決
定
。」
と
の

見
出
し
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。
即
ち
、
「本
日
公
表
さ
れ
た
指
導
者
の
諸
決
定
は
ナ
チ
ス
に
よ
る
国
家
指
導
の
歴
史
に
お
い

て
一
つ
の
標
石
を
形
成
す
る
。
‐‐‐ｉ‐
あ
り
き
た
り

（の
馳
織
の
変
更
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
指
導
者
国
家
の
全
体
構
造
に
か
か
わ

る

一
つ
の
決
定
的
な
意
義
を
も
つ
措
置
が
問
題
な
の
だ
」
と
。

（２２４
）

趾

会 ェ
［

組 ノヾ
網
け
に
撃
神
製

押
霙

”

は
一
野

絆

設

関
『な

衛
跡

「
ゴ

一闘

師
縄

躍

輸
軽

『
鋤
鎌

げ
、　
一
連
の
指
導
者
命
令
が
有
す
る
意
義
を
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。
コ
こ
れ
ら
の
命
令
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
〕
決
定
的
な
事
柄
は
、
ラ
イ

ヒ
の
根
本
構
造
に
関
す
る
決
定
が

〔国
会
や
政
府
に
よ
る
〕
ラ
イ
ヒ
立
法
か
ら
広
範
に
指
導
者
の
直
接
的
な
立
法
行
為
へ
と
移
さ
れ
た
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
指
導
者
命
令
に
よ
る
憲
法
の
形
成
は
、
四
カ
年
計
画
施
行
令
を
突
破
口
と
し
、
よ
り
大
規
模
な
形
で
一
九
二
八
年
に
実
現

さ
れ
、
そ
の
結
果
、
憲
法
制
定
機
関
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
政
府
、
ラ
イ
ヒ
国
会
の
存
在
は
ま
す
ま
す
背
後
に
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。



同
時
に
、
そ
れ
は
憲
法
制
定
権
力
が
指
導
者
権
力
の
直
接
的
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
〔指
導

者
の
〕
憲
法
制
定
権
力
が
あ
た
か
も

一
九
二
四
年

一
月
三
〇
日
の
新
構
成
法
や

一
九
二
三
年
二
月
二
四
日
の
全
権
授
与
法
、
さ
ら
に
は
フ
イ

マ
ー
ル
憲
法
第
七
六
条
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
既
に
克
服
さ
れ
た
は
ず
の
議
会
制
的
憲
法
体
制
に
よ
る
正
当
化
を
必
要
と
し
、
そ

の
際
、
ラ
イ
ヒ
政
府
や
ラ
イ
ヒ
国
会
に
よ
る
立
法
の
場
合
と
同
様
の
形
式
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
虚
構
は
、
最
終
的
か
つ
明
白
な
形
で
葬
り

（２２８
）

さ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。」

右
の
指
摘
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
有
す
る
憲
法
制
定
権
力
は
、
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
と
し
て
の
国
法
上
の
地
位
か

ら
で
は
な
く
、
端
的
に
民
族
の
指
導
者
で
あ
る
と
い
う
彼
の
人
格
そ
れ
自
体
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
ボ
ー
ス
ン
グ
も
ま
た
『四
カ
年
計
画
施
行
令
』
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「指
導
者
の
立
法
権
能
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
、

そ
れ
は

〔ラ
イ
ヒ
政
府
や
ラ
イ
ヒ
国
会
等
〕
他
の
何
ら
か
の
機
関
の
協
働
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
間
が
成
立
す
る
余
地
が

あ
っ
た
が
、
〔副
署
を
持
た
な
い
〕施
行
令
は
こ
う
し
た
一
切
の
疑
間
を

一
撃
で
粉
砕
し
た
。
命
令
は
、
フ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
最
終
的
な
根
拠

を
置
く
指
導
者
の

『国
家
元
首
』
と
し
て
の
地
位
に
由
来
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
フ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
四
八
条
が
規
定
す
る
緊

急
命
令
権
に
依
拠
す
る
も
の
で
も
な
い
。
―
―
指
一導
者
に
固
有
の
、
そ
し
て
直
接
的
な
立
法
権
能
の
存
在
に
つ
い
て
は
も
は
や
疑
う
余
地
は

な
い
。
こ
の
権
能
は
も
っ
ぱ
ら
指
導
の
本
質
か
ら
導
か
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
権
能
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
何
ら
か

（２２９
）

の
法
律
に
よ
り
わ
ざ
わ
ざ
形
式
的
な
授
権
を
行
う
必
要
な
ど
存
在
し
な
い
。
」

し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
単
に
ラ
イ
ヒ
国
会
や
ラ
イ
ヒ
政
府
と
並
ぶ
新
た
な
憲
法
制
定
権
力
の
誕
生
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
指
導
者

―
国
家
―
憲
法
体
制
の
本
質
を
見
誤
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
事
の
本
質
の
在
り
様
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
民
族
の
指
導
者
で

あ
る
こ
と
を
唯

一
の
根
拠
に
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
一
切
の
立
法
権
の
淵
源
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
伴
う
当
然
の
結
果

と
し
て
、
ラ
イ
ヒ
国
会
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
憲
法
制
定
権
を
含
む
立
法
権
の
根
拠
も
ま
た
『ラ
イ
ヒ
憲
法
』
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
『全
権
授
与
法
』

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２
）　
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や

『新
構
成
法
』
と
い
っ
た
法
規
範
で
は
な
く
、
指
導
者
人
格
そ
れ
自
体
へ
と
変
化
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
か
く
て
、

憲
法
制
定
権
力
の
指
導
者
権
力
へ
の
帰
属
と
い
う
新
た
な
憲
法
的
事
態
の
本
質
は
、
単
に
指
導
者
命
令
に
よ
る
あ
れ
こ
れ
の
憲
法
規
範
の
創

設
に
と
ど
ま
ら
ず
、
民
族
の
指
導
者
か
ら
ラ
イ
ヒ
政
府
等
の
国
家
機
関
へ
の
立
法
権
の
授
与
と
い
う
出
来
事
に
よ
り
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ

る
に
ち
が
い
な
い
。

こ
こ
で
も

『四
カ
年
計
画
施
行
令
』
が
そ
の
晴
矢
と
な
っ
た
。
ゲ
ー
リ
ン
グ
を
四
カ
年
計
画
全
権
受
任
者
に
任
命
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
同

時
に
、
そ
の
中
で
、
彼
に
対
し
「立
法
権
」
を
付
与
す
る
次
の
よ
う
な
決
定
を
下
し
て
い
る
。
即
ち
、
「国
務
大
臣
兼
軍
大
将
ゲ
ー
リ
ン
グ
は
、

彼
に
委
ね
ら
れ
た
任
務
の
遂
行
の
た
め
―
―
法
一命
令
及
び

一
般
行
政
命
令
を
布
告
す
る
権
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
『施
行
令
』
が
、

既
述
の
と
お
り
、　
一
個
の
「憲
法
」
と
み
な
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
に
付
与
さ
れ
た
立
法
権
の
対
象
も
ま
た
、
『施
行

令
』
自
体
の
文
言
に
か
か
わ
ら
ず
、
単
に
従
来
の
意
味
で
の
法
命
令
や
行
政
命
令
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、

公
式
の
注
釈
書
も
、
彼
の
権
能
の
中
に
は
、
法
命
令
等
の
布
告
の
他
に
、
「形
式
的
意
味
に
お
け
る
法
律
」
の
制
定
も
含
ま
れ
る
と
す
（型

。

四
カ
年
計
画
全
権
受
任
者
と
並
ん
で
、　
一
九
二
八
年
九
月
四
日
付
の
非
公
開
と
さ
れ
た

『ラ
イ
ヒ
国
際
醐
』
に
よ
り
新
た
に
設
置
さ
れ
た

ラ
イ
ヒ
行
政
全
権
受
任
者
及
び
経
済
全
権
受
任
者
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
行
政
全
権
受
任
者
に
経
済
行
政
を
除
く
非
軍
事
的
行

削
脚
午
瑚
卸
謝
黎
「
ぼ
一
裁
嘲
笏
一
雌
げ
師
漏
筆
輝
臨
時
響
磁
鄭
は
午
『
洵
畷
嗜
¨
靴
嗜
い
権
一
港
勧
」
は
胸
睛
牌
一
『
暉
』
れ
嘲
議
』
け

実
施
等
と
同
様
、
全
体
戦
争
の
準
備
に
向
け
た
体
制
整
備
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
際
、
全
権
受
任

者
に
対
し
行
政
や
経
済
の
監
督
、
指
導
の
委
任
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
法
命
令
等
の
布
告
の
権
利
を
付
与
す

る
点
に
お
い
て
も
、
『四
カ
年
計
画
施
行
令
』
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
権
能
の
実
際
に
つ
い
て
フ
リ
ッ
ク
は
次
の
よ
う

に
解
説
す
る
。
即
ち
、
「
ラ
イ
ヒ
行
政
全
権
受
任
者
及
び
経
済
全
権
受
任
者
は
、
相
互
の
了
解
及
び
国
防
軍
最
高
司
令
部
の
合
意
を
前
提
と
し



て
、
既
存
の
法
律
か
ら
逸
脱
す
る
法
命
令
を
布
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
戦
時
に
お
け
る
立
法
の
簡
略
化
を
目
的
に

『三
者

協
議
団
』
が
創
設
さ
れ
る
に
至
っ（型
」
と
。

フ
リ
ッ
ク
の
指
摘
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
法
命
論
」
し
て
最
初
に
経
済
全
権
受
任
者
に
よ
り
布
告
さ
れ
、
ラ
イ
ヒ
官
報
に
掲
載

さ
れ
た

一
九
二
九
年
八
月
二
七
日
の
『経
済
行
政
に
関
す
る
命
令
』
に
は
、
「法
律
の
授
権
に
基
づ
き
、
ラ
イ
ヒ
行
政
全
権
受
任
者
及
び
国
防

軍
最
高
司
令
部
と
の
合
意
に
よ
り
、
以
下
の
ご
と
く
命
令
す
る
」
と
の
文
言
が
見
い
出
さ
れ
る
。
か
か
る
全
権
受
任
者
命
令
が
法
律
と
何
ら

愕

』
』
詢
費
』

お ヵゝ
り っ
鐵
凌
社
い

鶏

詢
３

角

び

魏

葬

岬
の ヵゝ
¨
効
利
け
】
囃
輸
』
鋳

証

ド
鋒

矩

ル

よ
う
に
、
授
権
の
根
拠
と
さ
れ
た

「法
律
」
が
憲
法
と
し
て
の
地
位
と
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
疑
間
は
な
い
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
四
カ
年
計
画
全
権
受
任
者
、
ラ
イ
ヒ
行
政
全
権
受
任
者
、
¨

の
授
権
に
基
づ
い
て
、
従
来
の
ラ
イ
ヒ
政
府
等
と
並
ぶ
新
た
な
立
法
」

ト
ラ
ー
は
、
同
様
の
措
置
と
し
て
、
保
護
領
や
占
領
地
域
に
対
す
る
な

彙
ず
鯰
驀
髪
諄
響
聯』弾
舞
制定Ｚ
権普
象
れ雪
ヒ
亀

四
カ
年
計
画
全
権
受
任
者
等
に
付
与
さ
れ
た
立
法
権
が
な
お
限
ら
れ
た
範
囲
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
よ
り
包
括
的
な
管
轄
権
を
有

話
蜀
鱚
飩
文
賽
載
一を「嘔
一罐
△獅
舞
証
経
巨
Ｌ
癬
髄
額

統

一
的
監
督
を
目
的
に
、
以
下
の
ご
と
く
命
令
す
る
」
と
し
て
、
陸
軍
元
帥
ゲ
ー
リ
ン
グ
を
議
長
に
、
指
導
者
代
理
、
ラ
イ
ヒ
行
政
全
権
受

任
者
、
経
済
全
権
受
任
者
、
ラ
イ
ヒ
大
臣
兼
ラ
イ
ヒ
官
房
長
官
、
国
防
軍
最
高
司
令
部
長
官
を
常
任
評
議
員
と
す
る

「国
防
最
高
評
議
会
」

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
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（二
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〇
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）

一
二
〇

の
設
置
を
決
定
し
た
。
今
回
の
措
置
の
目
的
が
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
フ
リ
ッ
ク
は
、
開
戦
に
伴
う
指
導
者
の
負
担
の
軽
減
、
及
び
戦

時
体
制
下
に
お
け
る
行
政
と
経
済
の
統

一
的
監
督
の
実
現
を
挙
げ
、
ラ
イ
ヒ
国
防
の
要
請
に
機
動
的
に
応
え
う
る
戦
時
下
の
体
制
を
新
た
に

編
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
（型

。
四
カ
年
計
画
全
権
受
任
者
を
兼
ね
る
ゲ
ー
リ
ン
グ
を
は
じ
め
、
ヘ
ス
、
フ
リ
ッ
ク
、
フ
ン
ク
、

ラ
ン
マ
ー
ス
、
カ
イ
テ
ル
か
ら
構
成
さ
れ
る
国
防
最
高
評
議
会
は
、
そ
の
設
置
の
趣
旨
と
合
わ
せ
、
文
字
通
り
、
国
防
軍
を
含
む
党
と
国
家

の
最
高
責
任
者
を
網
羅
し
、
外
交
と
軍
事
を
除
く
行
政
、
経
済
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
領
域
講
物
掌
す
る
指
導
者
の
協
働
機
関
で
あ
り
、
そ
れ
故
、

従
来
の
ラ
イ
ヒ
政
府
に
取
っ
て
代
わ
る
、
「指
導
者
に
直
接
責
任
を
負
う
ラ
イ
ヒ
最
高
機
関
」
と
し
て
の
性
格
と
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
国
防
最
高
評
議
会
は
い
わ
ば
戦
時
に
お
け
る
代
替
内
閣
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
た
め

『指
導
者
命
令
』
は
当
然
の
措

置
と
し
て
第
二
項
に
お
い
て
評
議
会
に
対
し
立
法
権
を
付
与
す
る
以
下
の
決
定
を
下
し
て
い
る
。
即
ち
、
「国
防
最
高
評
議
会
は
、
私
が
ラ
イ

ヒ
政
府
、
ラ
イ
ヒ
国
会
に
対
し
法
律
の
制
定
を
命
じ
な
い
限
り
、
法
律
の
効
力
を
有
す
る
命
令
を
布
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。」

こ
の
立
法
権
の
授
与
が
、
先
の
四
カ
年
計
画
全
権
受
任
者
等
の
場
合
と
同
様
、
法
的
授
権
で
は
な
く
、
民
族
の
指
導
者
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー

に
よ
る
人
格
的
授
権
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
命
令
が
、
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
で
は
な
く
、
端
的
に

「指
導
者
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
」
の
名

に
よ
り
布
告
さ
れ
、
ま
た
法
文
上
も
、
第
二
項
の

「私
が
‐‐‐‥‐こ

と
の
文
言
を
初
め
と
し
て
、
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た

「私
撃
―
―
以
下
の
ご

と
く
命
令
す
る
」、
さ
ら
に
末
尾
に
置
か
れ
た
「私
は
本
命
令
の
効
力
喪
失
の
期
日
を
決
定
す
る
」
と
の
文
言
か
ら
も
疑
間
の
余
地
は
な
か
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。

独
立
の
、
ラ
イ
ヒ
政
府
等
と
並
ぶ
、
新
た
な
立
法
機
関
と
な
っ（型
国
防
最
高
評
議
会
の
立
法
権
の
内
容
は
、
「よ
り
簡
略
化
さ
れ
た
形
（型

」

で
は
あ
れ
、
従
来
の
ラ
イ
ヒ
政
府
等
の
そ
れ
と
基
本
的
に
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
評
議
会
命
令
は

「法
律
の
効
力
を
有
」
し
、
さ
ら

に
そ
の
対
象
は
、
前
文
に
掲
げ
ら
れ
た
課
題
に
限
定
さ
れ
ず
、
「
ラ
イ
ヒ
立
法
が
対
象
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
」
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ（型
。
評

議
会
命
令
が
、
各
省
大
臣
に
命
令
の
布
告
を
委
任
し
、
ま
た
既
存
の
法
律
を
改
正
、
廃
止
す
る
力
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ラ
イ
ヒ
政



府
に
よ
る
立
法
の
場
合
と
何
ら
違
い
は
な
か
っ（型
。
も
つ
と
も
ヽ
ザ
ツ
ハ
リ
ツ
ヒ
な
面
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
形
式
に
関
し
て
は
い
く

つ
か
の
点
で
相
異
が
存
在
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
法
文
上
か
ら
も
指
導
者
に
よ
る
裁
可
は
不
要
と
さ
れ
、
公
式
の
注
釈
書
は
、
そ
の
理

由
と
し
て
、
指
導
者
が
前
線
に
あ
っ
て
首
都
を
不
在
に
す
る
こ
と
が
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
戦
時
に
お
け
る
機
動
的
な
政
治
指
導
の
実
現
の

確
保
を
挙
げ
て
は
ど
。
官
報
に
よ
る
布
告
に
関
し
て
は
、
『民
族
の
害
」
響
』
や

「
フ
ジ
オ
放
な

，
』、
『重
大
少
年
犯
罪
者
保
議
角
』、
『暴
力

犯
罪
極
響
』等
、
国
防
最
高
評
議
会
命
令
の
多
く
が
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
議
長
の
署
名
及
び
管
轄
全
権
受
任
者
等
の
副
署
を
附
し
、
「国
防
最
高
評

議
会
は
法
律
の
効
力
を
も
っ
て
次
の
ご
と
く
命
令
す
る
」
と
の
文
言
と
と
も
に
、
ラ
イ
ヒ
官
報
に
掲
載
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
他
の
法
律
や
命

』
一
¨
嘲
】
獄
濤

「
な

規
〔
】
』

防 ヵゝ
の っ
け
ぃ

力ゝ の
¨
一
れ

当 ヵゝ
れ
な
ぃ
「
射
制
度
上
、
『法
命
令
の
布
告
に
関
す
る
た
響
』
の
適
用

（
を
取
け
ず
、
そ
れ

百
、
布
告
は
必
ず
し
も
必
要
な
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。

『国
防
最
高
評
議
会
令
』
に
よ
リ
ラ
イ
ヒ
政
府
に
匹
敵
す
る
い
わ
ば
第
四
の
立
法
機
関
が
設
立
さ
れ
た
と
し
て
、
こ
の
命
令
が
第
三
ラ
イ

ヒ
の
憲
法
史
の
中
で
有
し
た
決
定
的
な
意
義
は
、
単
に
そ
う
し
た
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
規
模
の
大
小
は
別
に
し
て
、
『四
カ
年
計
画
施
行
令
』等
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
む
し
ろ
、
問
題
の
核
心
は
、
第
二

項
の
文
言
の
内
、
国
防
最
高
評
議
会
へ
の
授
権
の
前
提
と
さ
れ
た
部
分
、
即
ち
、
「私
が
ラ
イ
ヒ
政
府
、
ラ
イ
ヒ
国
会
に
対
し
法
律
の
制
定
を

命
じ
な
い
限
り
‐‐‐―
と

に
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
れ
に
よ
り
、
初
め
て
法
文
上
か
ら
も
、
た
と
え
傍
論
的
と
は
い

え
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
立
法
権
の
淵
源
が
民
族
の
指
導
者
に
あ
り
、
国
防
最
高
評
議
会
等
の
み
な
ら
ず
、
ラ
イ
ヒ
国
会
及
び
ラ
イ
ヒ
政
府
の
立

法
権
も
ま
た
、
従
来
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に

『ラ
イ
ヒ
憲
法
』
や

『全
権
授
与
法
』
等
の
法
規
範
で
は
な
く
、
国
家
を
超
え
、
国
家
と
は
無

（２５４
）

関
係
な
指
導
者
の
人
格
そ
れ
自
体
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
在
り
様
が
疑
間
の
余
地
の
な
い
形
で

明
ら
か
に
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
今
回
の
指
導
者
命
令
が

『全
権
授
与
法
』
か
ら
始
ま
っ
た
ナ
チ
ス
憲
法
の
発
展
の
最

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２

）

一
一
一
一
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終
局
面
を
画
す
る
も
の
で
あ
った
こ
と
は
間
違
い
な（硼
。

『国
防
最
高
評
議
会
令
』
か
ら
ほ
ぼ
四
年
後
、
命
令
の
第
二
項
に
表
現
さ
れ
た
思
想
は

『政
府
立
法
に
関
す
る
指
導
者
に

，
』
の
中
に
立

法
上
の
最
終
的
な
結
実
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
『指
導
者
命
令
』
は
ラ
イ
ヒ
政
府
の
立
法
権
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
コ

九
二
三
年
二
月

二
四
日
の
法
律
が
形
式
上

一
九
四
三
年
五
月

一
〇
日
付
で
失
効
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
私
は
以
下
の
ご
と
く
決
定
す
る
。
即
ち
、
ラ
イ
ヒ
政
府

は

一
九
三
二
年
二
月
二
四
日
の
法
律
に
よ
り
委
譲
さ
れ
た
権
能
を
今
後
も
行
使
す
る
も
の
と
す
る
。
大
ド
イ
ツ
ラ
イ
ヒ
国
会
が
ラ
イ
ヒ
政
府

の
有
す
る
こ
の
権
能
を
批
准
す
る
こ
と
を
私
は
留
保
す
る
も
の
で
あ
る
。
指
導
者
ア
ド
ル
フ
・ヒ
ト
ラ
ー
。」
元
々
四
年
間
の
時
限
立
法
と
し

て
誕
生
し
た

『全
権
授
与
法
』
の
有
効
期
間
の
経
過
に
関
し
、
ラ
イ
ヒ
国
会
が
過
去
三
度
に
わ
た
り
法
律
の

「延
長
」
に
よ
り
対
応
し
て
き

た
の
に
対
し
、
『指
導
者
命
令
』
は
、
ラ
イ
ヒ
国
会
に
代
わ
っ
て
、
指
導
者
の
決
定
に
よ
り
、
ま
た
、
法
律
の
延
長
で
は
な
く
、
そ
の
「失
効
」

を
受
け
て
、
従
来
と
同
様
の
権
能
―
―
立
法
権
―
―
を
改
め
て
ラ
イ
ヒ
政
府
に
付
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『指
導
者
命
令
』
が
、

『民
族
及
び
ラ
イ
ヒ
の
困
難
除
去
の
た
め
の
法
律
を
延
長
す
る
た
め
の
命
令
』
で
は
な
く
、
単
に

『政
府
立
法
に
関
す
る
‐‐‐‐‐Ｌ

と
銘
打
た

れ
た
こ
と
は
決
し
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
事
の
本
質
が
ラ
イ
ヒ
政
府

へ
の
立
法
権
の
授
与
の

根
拠
の
交
代
に
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
疑
間
は
な
い
。
即
ち
、
ラ
イ
ヒ
憲
法
を
淵
源
と
す
る
法
的
授
権
の
連
鎖
か
ら
、
指
導
者
を
淵
源
と
す
る

人
格
的
授
権
へ
の
変
化
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
関
し
、
興
味
あ
る
事
実
は
、　
一
九
二
七
年
の
最
初
の
延
長
の
際
に
ラ
イ
ヒ
国
会
に
提
案
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
た

『ラ
イ
ヒ

立
法
に
関
す
る
法
律
』
を
め
ぐ
る
経
緯
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
官
房
、
内
務
省
及
び
法
務
省
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
草
案
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ

た
。
「第

一
条
　
ラ
イ
ヒ
法
律
は
、
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
が
こ
れ
を
布
告
す
る
。
法
律
は
、
ラ
イ
ヒ
大
臣
に
よ
る
提
案
に
基
づ
き
、
ラ
イ
ヒ

政
府
が
こ
れ
を
評
議
す
る
。
第
二
条
　
ラ
イ
ヒ
法
律
は
、
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
が
裁
可
し
、
ラ
イ
ヒ
官
報
を
も
っ
て
こ
れ
を
公
布
す
（型

ピ



こ
の
法
案
は
、
立
法
権
が
ラ
イ
ヒ
政
府
で
は
な
く
、
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
に
存
在
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
ま
た
ラ
イ
ヒ
政
府
を
指
導
者
の

単
な
る
助
言
者
の
地
位
に
置
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
―
―
そ
の
限
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
い
つ
で
も
そ
の
評
議
を
無
視
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
―
―
（測

、
直
前
ま
で
ラ
イ
ヒ
国
会
に
よ
る
法
案
の
議
決
を
希
望
し
て
い
た
と
さ
れ（型
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
一
月
二
六
日
の
閣
議
に
お
い
て
、

突
然
、
「心
理
学
的
理
由
」
か
ら
法
案
の
提
出
を
拒
否
し
、
『全
権
授
与
法
』
の
単
な
る
延
長
を
決
定
し
（型

。
ヒ
ト
ラ
ー
が
い
う

「心
理
学
的

理
由
」
の
正
体
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
今
回
の
法
案
が
、　
一
見
し
た
と
こ
ろ
、　
一
九
二
三
年
以
降
の
憲
法
実
態
を
立
法
化
し
、
立
法

権
の
主
体
が
、
ラ
イ
ヒ
政
府
で
は
な
く
、
指
導
者
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
、
あ
わ
せ
て
彼
の
権
力
の
強
化
を
は
か
ろ
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
ラ
イ
ヒ
国
会
に
よ
る
議
決
を
前
提
と
す
る
限
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
そ
の
こ
と
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は

当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
単
に
、
彼
が
、
全
権
授
与
と
は
い
え
、
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
評
議
や
官
報
に
よ

る
公
布
等
、
法
律
の
授
権
に
必
然
的
に
伴
う
立
法
権
に
対
す
る
制
限
の
存
在
を
嫌
っ（迎
、
と
い
つ
た
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
よ
り
根
本
的
な
理
由
が
問
題
で
あ
っ
た
ろ
う
。
即
ち
、
国
会
に
よ
る
議
決
が
、
元
来
民
族
に
由
来
し
、
人
格
と
不
可
分
の
は
ず

の
指
導
者
の
立
法
権
を
ラ
イ
ヒ
憲
法
に
よ
り
根
拠
づ
け
、
結
果
と
し
て
指
導
者
の
地
位
そ
の
も
の
ま
で
を
法
的
授
権
の
連
鎖
の
中
に
組
み
込

み
、
彼
を

一
個
の
国
家
機
関
に
貶
め
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
以
上
、
そ
う
し
た
議
決
を
求
め
る
こ
と
自
体
が
指
導
者
権
力
の

自
己
否
定
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
『政
府
立
法
に
関
す
る
指
導
者
命
令
』
の
最
後
の
段
落
が
規
定
す
る

「留
保
」
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
公
式
の
注
釈
書
は
、
こ

れ
を
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
「全
権
授
与
法
の
延
長
は
、
即
自
的
に
は
、
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
、
ラ
イ
ヒ
国
会
に
留
保
さ
れ
た
事
柄
で
あ
る

と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
単
に
過
去
の
二
つ
の
延
長
法
が
ラ
イ
ヒ
国
会
法
と
し
て
公
布
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

第
二
項
の
留
保
か
ら
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
、
指
導
者
命
令
は
、
全
体
戦
争
の
故
に
当
分
の
間
大
ド
イ
ツ
国
会
の
招
集
が
不
可

能
で
あ
る
こ
と
か
ら

一
時
的
措
置
と
し
て
布
告
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
た
め
、
将
来
の

〔ラ
イ
ヒ
国
会
に
よ
る
〕
批
准
を
留
保
す
る

指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
に
お
け
る
立
法
２
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〓
二
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に
至
っ
た
の
で
あ
（型

」
と
。
つ
ま
り
、
注
釈
書
に
よ
る
と
、
今
回
の
指
導
者
命
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
イ
ヒ
政
府
へ
の
立
法
権
の
授
与
は

本
来
ラ
イ
ヒ
国
会
の
権
能
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
指
導
者
に
よ
る
そ
れ
は
あ
く
ま
で
戦
時
に
お
け
る
臨
時
的
措
置
で
あ
っ
た
と
い

う
わ
け
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
憲
法
実
態
を
無
視
し
た
、
あ
ま
り
に
も
規
範
主
義
的
な
解
釈
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
先
ず
確
認
さ
れ
る
べ
き
は
、
既
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
問
題
は

『全
権
授
与
法
』
の

「延
長
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
明
白

な
事
実
で
あ
る
。
事
の
本
質
は
ラ
イ
ヒ
政
府
の
立
法
権
の
新
た
な
創
設
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
第
二
項
に
定
め
る
と
お
り
、
指
導
者
に
よ
る
授

権
に
よ
っ
て
完
成
し
た
こ
と
に
つ
き
疑
間
は
な
い
。
そ
れ
故
、
ラ
イ
ヒ
国
会
に
よ
る
批
准
は
、
授
権
の
完
成
に
と
っ
て
は
元
々
不
必
要
な
手

続
で
あ
り
、
所
詮
は
、
指
導
者
の
歴
史
的
行
為
に
対
し
ド
イ
ツ
民
族
が
祝
祭
的
な
同
意
を
表
明
す
る
機
会
の
提
供
と
い
っ
た
意
味
を
も
つ
も

の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
授
権
法
国
会
で
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
発
言
を
改
め
て
想
起
す
る
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
あ
ろ
う
。
彼

は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。
「政
府
は
将
来
に
わ
た
り
自
ら
と
っ
た
措
置
を
そ
の
折
々
国
会
に
報
告
し
、
あ
る
い
は
一
定
の
理
由
か
ら
そ
う

す
る
こ
と
が
合
目
的
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
、
国
会
の
同
意
を
得
る
こ
と
を
留
保
す
る
も
の
で
あ
（型

」
と
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
三
項
の

留
保
は
、
先
の
解
釈
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
「私
は
‐‐‐，‐こ
と
の
文
言
と
合
わ
せ
て
、
ラ
イ
ヒ
国
会
の
立
法
権
の
淵
源
が
民
族
の
指
導
者
、
ア

ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
に
存
す
る
こ
と
を
改
め
て
表
現
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

フ
ー
バ
ー
は
、
『政
府
立
法
に
関
す
る
指
導
者
命
令
』
の
ほ
ぼ
六
年
前
に
出
版
し
た
著
書
の
中
で
、
第
ニ
ラ
イ
ヒ
の
憲
法
体
制
の
下
に
お
け

る
立
法
権
の
所
在
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
即
ち
、
「ラ
イ
ヒ
に
お
け
る
一
切
の
立
法
権
は
指
導
者
の
意
思
に
遡

る
。
ド
イ
ツ
ラ
イ
ヒ
に
は
た
だ

一
人
の
立
法
者
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。
指
導
者
自
身
が
そ
う
で
あ
る
。
立
法
権
は
常
に
指
導
者
に
よ
り

噺
囃
特
い
に
い
碑
】

な
（

、
趾

「
っ
け
猜
ほ
Ⅷ
』
け
一
［
」
刺
獅
議
詢
』
げ
】
嚇
韓

な っ
【
“
』
れ
は
”

つ と
な
れ
ば
瑚
罐
響
』
ど
」
に
畔
耐
辞
脚
章



『四
カ
年
計
画
施
行
令
』
か
ら
始
ま
っ
て
、
今
よ
う
や
く
、
立
法
に
関
す
る
指
導
者
―
国
家
―
憲
法
体
制
の
在
り
様
が
『政
府
立
法
に
関
す
る

指
導
者
命
令
』
に
よ
り
最
終
的
に
確
認
さ
れ
、
宣
言
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
か
。
即
ち
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
が
、
民
族
の

指
導
者
で
あ
る
と
い
う
、
た
だ
そ
の
こ
と
だ
け
を
根
拠
と
し
て
、
ラ
イ
ヒ
の
最
高
立
法
権
者
の
地
位
に
立
ち
、
自
ら
直
接
に
立
法
権
を
行
使

し
、
あ
る
い
は
、
ラ
イ
ヒ
国
会
、
ラ
イ
ヒ
政
府
を
含
む
一
切
の
立
法
機
関
の
淵
源
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
指
導
、
監
督
す
る
、
そ
う
し
た
体
制

が
そ
う
で
あ
っ
た
。

略
語
表

略
語
に
つ
い
て
は
法
政
研
究
七
巻
二
号

一
七
六
頁
、
及
び
三
号
二
四
頁
に
掲
載
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
新
た
に
追
加
し
た
略

語
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。
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