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協
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の
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独
立
協
会
は
周
知
の
ご
と
く
一
八
九
六
年
か
ら
九
八
年
に
か
け
て
、

の
た
め
に
運
動
を
展
開
し
た
政
治
団
体
で
あ
る
。

ソ
ウ
ル
を
主
要
な
舞
台
と
し
て
自
主
独
立
を
さ
け
び
、
国
政
改
革

そ
の
運
動
は
わ
ず
か
二
年
半
に
み
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

会
設
立
へ
の
要
求
に
ま
で
到
達
」
し
、

い
わ
れ
る
。

「
政
治
目
標
に
お
い
て
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
要
求
が
議

「
運
動
形
態
に
お
い
て
は
少
数
革
新
派
の
運
動
か
ら
万
民
共
同
会
の
運
動
に
発
展
」
し
た
も
の
と

し
か
し
、
独
立
協
会
の
運
動
は
結
果
的
に
李
朝
封
建
政
府
の
弾
圧
の
前
に
解
散
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
運
動
が
失
敗
に

お
わ
っ
た
の
か
。

乙
の
運
動
が
全
国
化
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
ソ
ウ
ル
に
限
定
さ
れ
、
地
方
に
波
及
で
き
な
か
っ

た
点
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
独
立
協
会
の
運
動
自
体
が
も
っ
て
い
る
思
想
的
限
界
性
が
失
敗
の
重
要
な
原
因
と

そ
の
主
要
な
原
因
と
し
て
は
、

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
先
学
の
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
私
な
り
に
独
立
協
会
の
自
由
・
平
等
権
論
、

権
」
論
、
議
会
論
な
ど
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

「
人
民
主
権
」
論
、

「
人
民
参
政

独
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独’

u．
協
会
一
の
白
山
氏
縦
以
恕
に
つ
い
て
（
池
川
）

一
一
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自
由
・
平
等
権
論

は
じ
め
に
独
文
協
会
が
人
民
の
権
利
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
み
る
。

乙
の
点
に
閲
し
て
は
、
つ
ぎ
の
『
独
立
新
聞
』
の
論
説
を
み
て
み
よ
う
。

「
各
人
に
あ
る
程
度
、
天
が
賦
与
し
た
権
利
が
あ
る
が
、
そ
の
権
利
は
誰
も
噂
う
こ
と
が
で
き
な
い
権
利
で
あ
る
」

「
世
上
、
人
聞
は
品
物
を
売
買
す
る
権
利
は
あ
る
が
、
人
聞
が
人
聞
を
売
り
買
い
す
る
権
利
は
な
い
。
賎
し
い
者
で
あ
れ
貴
い
者
で

あ
れ
、
天
が
賦
与
し
た
人
聞
の
権
利
は
み
な
同
等
で
あ
る
」

と
し
て
、
天
賦
人
権
論
を
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
独
立
協
会
は
、
人
間
の
天
賦
の
権
利
は
不
可
侵
の
椛
利
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ

る
さ
て
、
独
立
協
会
に
お
け
る
人
民
の
自
由
・
平
等
権
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
を
簡
単
に
の
べ
る
こ
と
に

（

5
）
 

す
る
。独

立
協
会
は
政
府
に
対
し
人
民

ω生
命
・
財
産
の
自
由
権
を
保
障
す
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
。

①
政
府
で
人
民
の
生
命
と
財
産
に
関
す
る
こ
と
は
ど
こ
ま
で
も
保
護
す
る
と
と
。

①
無
断
に
人
を
逮
捕
す
る
と
か
拘
留
は
で
き
ず
、
逮
捕
し
よ
う
と
す
れ
ば
そ
の
人
の
罪
状
を
公
文
に
書
き
提
示
し
て
状
致
す
る
こ
と
。

①
逮
捕
後
に
も
裁
判
で
罪
状
が
明
ら
か
に
な
る
前
に
は
罪
人
と
し
て
と
り
あ
っ
か
わ
な
い
こ
と
。

④
逮
捕
し
た
後
に
二
四
時
間
内
に
法
官
に
・
つ
つ
し
裁
判
を
訪
う
こ
と
。

＠
誰
で
も
述
捕
さ
れ
れ
ば
、

そ
の
当
事
者
の
親
戚
や
友
達
が
た
だ
ち
に
法
官
に
裁
判
を
請
う
こ
幻
自

こ
れ
ら
を
み
る
と
、
独
立
協
会
は
①
に
明
示
す
る
ご
と
く
、
政
府
は
人
民
の
生
命
・
財
産
の
保
護
を
第
一
の
目
標
と
す
べ
き
こ
と
を
の

べ
て
い
る
。
⑨
か
ら
⑤
ま
で
は
い
わ
ゆ
る
司
法
上
の
人
権
保
護
に
つ
い
て
の
条
項
で
あ
る
。
つ
ま
り
有
罪
と
宣
告
さ
れ
る
ま
で
は
無
罪
と



推
定
さ
れ
る
と
い
う
立
場
か
ら
令
状
制
度
、
裁
判
前
求
権
な
ど
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

独
立
協
会
は
「
裁
判
と
い
う
も
の
は
裁
判
官
が
そ
の
人
の
罪
の
有
無
を
明
白
に
審
査
し
て
確
実
な
証
拠
が
あ
れ
ば
、
そ
の
罪
に
適
当
の

刑
罰
を
法
律
ど
お
り
に
執
行
し
よ
う
と
し
て
裁
判
が
生
じ
た
の
で
払
引
い
」
と
、
法
律
に
よ
る
処
罰
と
証
拠
第
一
主
義
に
立
脚
し
て
公
開
裁

判
権
、
弁
護
人
請
求
権
、
刑
事
補
償
請
求
権
、
拷
聞
の
禁
止
を
主
張
し
、
連
座
法
と
挙
裁
法
の
悪
法
復
活
に
対
し
て
強
硬
に
反
対
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
独
立
協
会
は
生
命
の
自
由
権
を
制
度
化
の
方
向
、

つ
ま
り
法
律
と
裁
判
に
よ
っ
て
保
障
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
財
産
権
に
関
し
て
は
そ
の
保
護
が
政
府
の
大
き
な
職
責
で
あ
り
ご
分
一
宅
と
い
え
ど
も
人
民
の
財
産
を
法
外
に
税
を
と
れ

ば
、
人
民
の
貴
重
な
権
利
を
お
か
一
ド
じ
こ
と
に
な
る
と
の
べ
る
。
現
今
の
無
名
雑
税
と
徴
税
権
の
霊
は
国
庫
の
損
失
と
と
も
に
人
民
の

財
産
権
の
侵
害
で
あ
る
と
批
判
し
な
が
ら
、
租
税
の
決
定
権
は
国
会
や
政
府
だ
け
が
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
決
定
さ
れ
た
法
律
に
よ

っ
て
の
み
収
税
し
う
る
と
い
う
租
税
法
律
主
義
を
主
張
し
て
い
れ
。
彼
ら
は
財
産
の
自
由
権
も
生
命
の
自
由
権
と
同
級
に
制
度
的
に
保
能

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

言
論
の
自
由
に
つ
い
て
は
、

「
言
権
の
自
由
は
天
性
の
権
利
で
あ
る
。
天
が
賦
与
し
た
権
利
を
ど
う
し
て
慎
重
に
保
持
し
な
い
で
い
ら
れ
ょ
う
か
。
い
か
な
る
政

府
で
も
人
民
の
生
命
と
財
産
と
諸
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
が
最
大
の
職
務
で
あ
る
。
ま
た
言
権
自
由
の
権
利
が
な
く
な
れ
ば
政
府
官
人

が
人
民
を
抑
圧
し
国
家
が
危
う
く
な
る
の
で
あ
る
」

と
の
べ
て
い
る
。
ま
た
国
家
の
中
興
を
は
か
ろ
う
と
す
れ
ば
「
人
民
が
恐
れ
ず
に
政
府
を
是
々
非
々
す
る
権
利
を
与
え
る
こ
と
が
急
先
務

で
あ
お
じ
と
の
べ
、
人
民
に
言
論
の
自
由
を
あ
た
え
保
護
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

さ
ら
に
一
歩
す
す
め
て

「
開
化
し
た
国
で
あ
る
ほ
ど
（
政
府
）
の
是
非
を
論
ず
る
公
論
が
多
く
、

是
非
を
論
ず
る
こ
と
が
多
く
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
開
化
が
次
第
に
よ
く
達
成
さ
れ
：
：
・
政
治
に
も
反
対
党
が
あ
っ
て
大
小
の
事
を
考
え
是
非
を
論
じ
て
こ
そ
次
第
に
政
治
が
正
し

独
す
一
協
会
の
自
由
民
権
以
恕
に
つ
い
て
（
池
川
）

一
一
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く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
硲
」
と
し
て
、
言
論
の
自
由
権
保
障
こ
そ
が
開
化
と
正
し
い
政
治
を
す
す
め
る
上
で
指
標
と
な
る
こ
と
と
、
反

一
一
八

対
の
有
効
性
を
力
説
す
る
に
い
た
っ
た
。

独
立
協
会
は
右
の
よ
う
な
言
論
の
自
由
権
を
独
立
新
聞
を
は
じ
め
大
朝
鮮
独
立
協
会
会
報
や
演
説
・
討
論
を
つ
う
じ
て
民
衆
に
啓
蒙
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
新
聞
の
効
用
に
つ
い
て
「
い
ま
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
新
聞
が
公
論
を
と
お
す
大
路
と
な
っ
て
、
新
聞
が

多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
国
家
が
さ
か
え
、
国
家
が
さ
か
え
る
ほ
ど
新
聞
が
多
く
な
る
」
と
の
べ
て
い
る
。

つ
い
で
、
独
立
協
会
は
言
論
の
自
由
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
集
会
・
結
社
の
自
由
を
主
張
し
、
討
論
会
と
演
説
会
を
多
く
催
し

た。
た
と
え
ば
一
八
九
八
年
一

O
月
二

O
目
、
独
立
協
会
の
街
頭
に
お
け
る
政
治
活
動
を
禁
止
す
る
内
容
の
詔
勅
に
対
し
て
、
独
立
協
会
は

た
だ
ち
に
上
疏
し
て
「
若
し
外
国
の
例
を
も
っ
て
い
う
な
ら
ば
現
に
多
く
の
民
会
が
あ
る
が
、
政
府
大
臣
が
行
政
に
お
い
て
過
失
あ
れ

ば
、
全
国
に
布
諭
し
て
衆
民
を
会
集
し
質
問
も
し
弾
劾
も
す
引
に
と
反
論
し
て
、
集
会
の
自
由
権
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
お
お

よ
そ
会
と
い
う
も
の
は
政
府
や
社
会
上
に
最
も
緊
要
な
こ
と
で
あ
り
、
学
問
上
と
知
恵
、
考
え
と
意
見
と
経
済
上
に
最
も
有
助
な
も
の
で

あ
る
」
と
の
認
識
か
ら
結
社
の
自
由
を
表
明
し
て
い
た
。

独
立
協
会
は
「
自
由
主
義
と
民
主
主
義
的
改
革
思
想
を
円
以
吹
」
す
る
た
め
に
、

（

日

〉

派
」
を
目
的
と
し
て
組
織
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
そ
乙
で
独
立
協
会
の
政
党
論
を
紹
介
す
れ
ば
、

と
乙
ろ
で
徐
載
弼
に
よ
れ
ば
、

一
種
の

「
政
治
的
党

つ
ね
に
あ
や
ま
る
こ
と
が
な
い
。
：
：
：
政
治
党
が
で
き
れ
ば
、

「
あ
ら
ゆ
る
固
に
党
が
あ
っ
て
互
い
に
究
明
し
、
互
い
に
是
非
を
論
じ
彼
我
聞
に
行
な
っ
た
こ
と
を
互
い
に
評
論
す
る
の
で
国
事
が

そ
の
党
で
党
の
本
義
と
方
策
を
党
員
が
集
ま
っ
て
作
成
し
全
国
民
に
し

ら
せ
る
。

つ
ま
り
わ
が
党
が
政
権
を
と
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
国
家
と
人
民
の
た
め
に
何
を
す
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
宣
伝
す
る
よ
う
に

し
、
本
国
人
民
と
外
国
人
ら
が
そ
の
党
が
政
権
を
と
れ
ば
何
を
す
る
か
を
前
も
っ
て
知
っ
て
い
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

そ
の
党
が
政
権
を
と
れ
ば
す
で
に
決
定
し
て
い
た
約
束
ど
お
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
川
｝

れ
ゆ
え
、



と
し
て
、
政
党
政
治
の
利
点
と
そ
の
あ
り
方
を
の
べ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
独
立
協
会
の
平
等
権
論
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

独
立
協
会
は
人
聞
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
平
等
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
当
時
朝
鮮
に
根
づ
よ
く
残
っ
て
い
た

両
班
意
識
を
す
る
ど
く
批
判
し
て
い
る
。
班
常
制
度
は
す
で
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が

M
V
「
数
百
年
間
の
悪
癖
で
あ
る

両
班
の
は
鳴
り
わ
た
を
す
べ
て
す
て
」
ろ
と
力
説
し
た
。
ま
た
一
八
九
四
年
に
制
度
上
解
放
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
奴
牌
が
現
存
し
て
い
る
事

円

nv

突
を
語
り
、
さ
ら
に
以
牌
売
買
が
行
な
わ
れ
て
い
る
現
状
を
指
弾
し
な
が
ら
、

「
わ
が
国
の
岡
山
兄
弟
は
こ
の
風
習
が
悪
い
乙
と
を
し
る

べ
き
で
あ
る
。
第
一
に
奴
牌
を
賠
良
し
て
や
る
こ
と
は
自
ら
を
も
賠
良
さ
れ
る
乙
と
で
あ
り
、
子
女
を
売
ら
な
い
乙
と
は
自
分
の
体
も
他

人
が
売
買
で
き
な
く
す
る
こ
と
で
あ
る
日
と
、
悪
習
慣
の
廃
止
を
主
張
し
た
。

独
立
協
会
の
平
等
権
論
で
特
筆
す
べ
き
も
の
と
し
て
女
性
認
識
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
は
女
性
は
男
性
と
同
等
の
栴
利
を
も
っ
て
い
る

（

お

）

と
主
脱
し
た
。
そ
し
て
東
洋
に
お
け
る
女
性
を
圧
迫
す
る
風
俗
や
、
朝
鮮
に
お
い
て
男
性
の
女
性
に
対
す
る
圧
迫
と
差
別
の
は
な
は
だ
し

い
こ
と
を
半
ら
つ
に
批
判
し
た
。
独
立
協
会
は
男
性
批
判
を
す
る
だ
け
で
な
く
「
朝
鮮
の
州
人
ら
も
次
第
に
学
問
を
学
び
知
識
が
ひ
ら
け

〔

幻

〉

れ
ば
、
婦
人
の
権
利
が
男
性
の
権
利
と
同
等
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
無
法
な
男
性
ら
を
制
す
る
方
法
を
知
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
、

《
却
V

女
性
の
地
位
向
上
を
は
か
る
た
め
に
女
性
教
育
と
女
学
校
設
置
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。

円
四
）

止
、
寡
婦
再
婚
の
許
可
、
技
生
制
度
の
廃
止
な
ど
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

’－

1
J
3
6
向

d

』、

と
／
U

I

J

ん
［

早
婚
禁
止
、

蓄
妾
制
度
の
出

独
立
協
会
は
、

国
民
の
聞
に
平
等
が
ど
の
程
民
達
成
さ
れ
て
い
る
か
が
、

（

却

）

4

て

ω凶
ω開
化
の
北
川
午
と
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。

d

て
こ

で、

つ
ぎ
の
『
独
立
新
聞
』
の
論
説
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
政
府
で
裁
判
所
を
設
置
し
、
生
身
の
人
聞
の
皮
を
む
ち
で
剥
が
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、

さ
せ
れ
ば
、
皮
は
ぎ
の
仕
事
を
も
っ
と
上
手
に
や
る
だ
ろ
う
」

む
し
ろ
屠
殺
す
る
白
丁
を
し
て
裁
判
官
を

乙

ω論
説
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
悪
刑
と
拷
聞
を
恋
行
す
る
こ
と
を
批
難
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

ω批
難
し
た
拷
問
を
「
白
丁
」
に
代

仙
似
す
．
協
会
の
白
山
民
権
以
忽
に
つ
い
て
（
池
川
）

一
一
九



独
立
協
会
の
自
由
民
権
思
想
に
つ
い
て
（
池
川
）

。

行
さ
せ
れ
ば
、
も
っ
と
上
手
に
行
な
う
だ
ろ
う
と
皮
肉
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
八
九
四
年
の
甲
午
改
革
で
制
度
的
に
は
解
放
さ
れ
た
も

の
の
、
現
実
に
は
最
下
層
の
賎
民
と
し
て
あ
っ
か
わ
れ
、
差
別
に
よ
っ
て
生
存
権
さ
え
も
お
び
や
か
さ
れ
て
い
た
「
白
丁
」
に
、
皮
は
ぎ

の
悪
刑
を
代
行
さ
せ
れ
ば
よ
い
と
い
う
差
別
発
言
は
、
彼
ら
の
人
民
把
握
の
不
徹
底
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
平
等
権
意
識
の

限
界
を
如
実
に
反
映
し
た
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
人
民
主
権
」

論

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
そ
の
多
く
が
独
立
協
会
思
想
は
人
民
主
権
思
想
で
あ
る
と
規
定
づ
け
て
き
た
。
た
と
え
ば
慎
鏑
康
氏
は
「
独
立
協

会
は
自
由
権
論
と
平
等
論
に
基
づ
き
、
国
民
が
国
家
の
主
人
で
あ
り
、
権
力
は
国
民
に
帰
す
る
と
い
う
国
民
主
権
論
を
展
開
し
て
い
る
」

と
の
べ
て
い
る
。
ま
た
回
鳳
徳
氏
も
独
立
協
会
の
重
鎮
徐
載
弼
の
法
律
思
想
研
究
を
通
じ
て
「
彼
の
国
家
論
は
人
民
の
契
約
に
よ
っ
て
成

立
さ
れ
る
と
い
う
：
：
：
自
然
法
論
者
の
契
約
説
を
援
用
し
た
人
民
主
権
論
が
核
心
と
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い

る
。
し
か
し
最
近
に
な
っ
て
萎
蔦
吉
氏
が
、
完
全
な
国
民
主
権
は
君
主
権
の
徹
底
的
な
否
定
に
よ
っ
て
し
か
達
成
さ
れ
な
い
と
し
て
、
独

立
協
会
は
君
主
権
を
否
定
で
き
な
か
っ
た
乙
と
、
ま
た
君
主
が
単
な
る
象
徴
と
し
て
の
み
存
在
し
、
主
権
が
完
全
に
国
民
に
帰
す
る
よ
う

な
国
民
主
権
と
も
な
り
き
れ
て
い
な
い
点
を
あ
げ
て
、
人
民
主
権
論
を
否
定
し
て
い
認
。

人
民
主
権
（
国
民
主
権
）
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
人
民
に
主
権
が
帰
属
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
人
民
が
主
権
者
で
あ
る
と
と
を
い
う
。
そ

の
主
権
と
は
国
権
で
あ
り
国
家
の
支
配
権
を
さ
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
人
民
主
権
は
当
然
君
主
主
権
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す

る
も
の
で
あ
る
。

と
の
よ
う
な
意
味
か
ら
独
立
協
会
の
「
人
民
主
権
」
論
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

独
立
協
会
の
「
人
民
主
権
」
論
と
し
て
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
論
説
で
あ
る
。

①
「
人
民
が
国
家
の
主
人
で
あ
る
け
れ
ど
主
人
ら
し
く
振
舞
わ
ず
：
：
：
雇
一
い
入
れ
た
公
僕
が
次
第
に
変
質
し
、

公
僕
と
し
て
土
地
（
（
主



人
）
と
な
り
、
真
の
主
人
は
奴
隷
と
な
り
、
自
己
の
生
命
と
財
産
を
本
来
雇
い
入
れ
た
公
僕
に
無
理
や
り
容
わ
れ
た
。
」

②
「
政
府
で
官
職
に
つ
く
人
は
君
主
の
臣
下
で
あ
り
、
人
民
の
公
僕
で
あ
る
。
公
僕
が
上
典
の
境
遇
と
事
情
を
詳
し
く
知
っ
て
こ
そ
、

そ
の
上
典
に
よ
く
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
朝
鮮
は
逆
に
な
っ
て
」

乙
れ
を
み
る
と
、

人
民
が
国
家
の
主
人
で
あ
る
と
の
ベ
、
儒
教
的
な
「
民
維
邦
本
」
思
想
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
官
人

は
人
民
の
公
僕
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
従
来
の
治
者
・
被
治
者
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
乙
と
は
人
民
の
権
利
に
対
す
る
認
識
が

大
き
く
進
歩
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
つ
ぎ
に
②
の
引
用
文
で
は
、
官
人
は
君
主
の
臣
下
で
あ
り
、
人
民
の
公
僕
で
あ
る
と
し
て
、
宮
人

の
位
置
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
人
民
と
君
主
の
関
係
は
明
確
に
何
ら
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
①
と
＠
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ

て
「
間
接
的
に
人
民
が
君
主
よ
り
優
位
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
主
張
し
て
い
る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
解
釈
す
る
に
は
無
理
が

あ
る
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、

一
八
九
七
年
八
月
二
一
日
付
の
『
独
立
新
聞
』
に
次
の
よ
う
な
論
説
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
明
日
自
主
独
立
し
た
大
朝
鮮
大
君
主
陛
下
の
凹
五
歳
の
誕
生
日
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
慶
祝
な
日
に
あ
た
っ
て
、
朝
鮮
臣
民
と
な

っ
て
国
事
を
考
え
る
と
き
で
あ
る
。
：
：
：
今
日
我
々
が
臣
民
と
な
っ
て
君
主
に
対
す
る
職
務
を
大
凡
話
そ
う
と
思
う
。
：
：
：
第
一
に
君

主
を
愛
す
る
ζ

と
で
あ
る
」

と
、
国
家
の
主
人
で
あ
る
人
民
が
君
主
に
対
し
て
は
「
臣
民
」
と
変
質
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
民
の
職
務
は
愛
君
で
あ
る
と
強

調
し
て
い
る
。

③
「
当
初
国
家
が
生
じ
た
本
意
は
多
数
の
人
々
が
議
論
し
て
、
全
国
人
民
の
た
め
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
り
、
各
官
員

も
人
民
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
民
が
政
府
に
納
税
す
る
こ
と
も
人
民
が
自
ら
の
た
め
に
納
め
た
も
の
で
あ
る
」

《

岨

》

こ
の
論
説
が
い
わ
ゆ
る
社
会
契
約
説
を
援
用
し
た
人
民
主
権
論
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
論
説
の
中
で
「
国
家
と
い
う

も
の
は
大
小
を
と
わ
ず
多
数
の
人
々
が
集
ま
り
生
活
し
な
が
ら
、
政
府
が
な
く
て
は
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
政
府
を
設
け
、
政
府

独
立
協
会
の
自
由
民
権
思
想
に
つ
い
て
（
池
川
）



独
V
一
協
会
の
自
由
民
権
思
想
に
つ
い
て
（
池
川
）

と
人
民
を
率
い
る
職
務
を
君
主
に
さ
さ
げ
君
主
を
頭
と
し
て
」
と
の
べ
て
い
る
。
傍
点
を
付
し
た
部
分
は
何
在
意
味
す
る
の
か
。
こ
れ
は

〈

引

〉

「
人
民
の
自
発
的
意
志
に
も
と
づ
い
た
信
託
（
契
約
）
に
君
主
政
治
の
基
礎
が
あ
る
と
い
う
趣
旨
」
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
と
も

か
く
こ

ω傍
点
の
部
分
は
、
人
民
と
の
契
約
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
れ
、
君
主
に
統
治
権
を
譲
渡
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
社
会
契
約

説
の
場
合
、

ル
ソ
！
流
に
し
た
が
え
ば
、
主
権
は
譲
渡
で
き
な
い
こ
と
が
原
別
で
あ
る
。

乙
の
意
味
か
ら
も
社
会
契
約
説
を
援
用
し
た
人

民
主
権
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
ど
の
つ
ま
り
人
民
が
主
権
者
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
結
果
と
な
る
。
同
論
説
は
つ
づ
け
て
、

わ
れ
わ
れ
は
政
府
が
な
く
て
は
暮
ら
せ
な
い
の
で
政
府
を
保
護
し
「
政
府
と
わ
れ
わ
れ
を
率
い
る
君
主
に
忠
誠
を
も
っ
て
仕
え
」
と
の
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
人
民
と
君
主
の
関
係
は
自
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
人
民
の
当
然
の
権
利
で
あ
る
抵
抗
権
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
。

〈

岨

》

君
主
の
失
政
に
対
し
て
は
、
「
直
諌
」
す
る
の
が
「
臣
民
」
の
職
務
で
あ
る
と
す
る
。

こ
れ
は
伝
統
的
忠
君
思
想
か
ら
一
歩
も
で
る
も

の
で
は
な
く
、
君
主
に
対
す
る
抵
抗
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
に
等
し
い
。

政
府
に
対
し
て
は
、

「
国
の
興
亡
は
、

そ
の
国
の
人
民
が
人
民
の
職
務
を
は
た
す
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
人
民
の
職
務
と
は
他
で
も
な
く
、
ま
ず
政

府
が
愛
君
愛
民
す
る
政
府
か
否
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
も
し
政
府
で
や
る
こ
と
が
、
上
に
は
国
王
を
尊
敬
し
、
下
に
は
人
民
を
愛
し

て
、
す
べ
て
の
人
に
生
き
が
い
が
あ
り
、
職
業
が
あ
っ
て
安
楽
に
生
活
で
き
る
よ
う
に
法
律
と
規
則
を
つ
く
り
、
そ
れ
ら
の
法
律
と
規

則
が
少
し
も
違
う
こ
と
な
く
施
行
さ
れ
て
い
る
か
を
監
視
し
、
外
に
む
か
つ
て
は
外
国
と
の
交
際
を
よ
く
し
て
通
商
諸
国
と
は
親
密
に

し
、
相
当
の
待
遇
と
信
義
を
厚
く
す
る
乙
と
が
、
愛
君
愛
民
す
る
政
府
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
政
府
か
ら
の
命
令
は
、
少
し
も
た
が
う

こ
と
な
く
実
行
す
る
こ
と
が
人
民
の
職
務
で
あ
り
、
も
し
人
民
が
政
府
が
愛
君
愛
民
す
る
し
ご
と
を
で
き
な
い
と
知
れ
ば
、
そ
の
所
以

を
法
律
に
則
し
て
は
な
し
、

で
き
る
だ
け
愛
君
愛
民
す
る
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
の
が
人
民
の
職
務
で
あ
る
：
：
：

人
民
の
職
務
は
た
だ
座
し
て
政
府
を
批
判
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
し
政
府
が
人
民
に
有
害
な
こ
と
を
す
れ
ば
必
ず
そ
の
よ
う
な
こ



と
を
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
人
民
の
職
分
で
あ
り
、
ま
た
愛
国
愛
民
す
る
政
府
が
つ
く
っ
た
法
律
を
終
始
実
行
す
る
乙
と
が
人
民

の
職
分
で
あ
り
、
ま
た
自
分
だ
け
が
正
し
い
人
民
に
な
る
の
で
は
な
く
、
全
国
の
人
民
が
み
な
自
分
と
同
じ
く
正
し
い
人
民
に
な
る
よ

う
に
す
す
め
る
の
も
ま
た
人
民
の
職
分
で
あ
ぷ

乙
の
論
説
は
屈
折
し
た
形
を
と
り
な
が
ら
、
人
民
は
「
愛
君
愛
民
」
す
る
政
府
か
否
か
を
監
視
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
批
判
を
く

わ
え
、
ま
た
交
替
さ
せ
る
こ
と
が
人
民
の
職
務
日
権
利
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
行
使
は
武
力
に
よ
る
転
覆
を
意
味
す
る
の

「
法
律
に
則
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
合
法
的
な
わ
く
内
の
ζ

と
で
あ
る
乙
と
も
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に

人
民
の
権
利
も
す
っ
き
り
と
し
た
表
現
を
と
ら
ず
、
義
務
と
も
よ
め
る
よ
う
な
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
忠
君
思
想
が
根
づ
よ
い

で
な
く
、
あ
く
ま
で
言
論
活
動
、

客
観
的
な
情
況
を
配
慮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
官
吏
に
対
す
る
抵
抗
も
同
様
な
表
現
を
用
い
て
い
る
。
宮
支
が
圧
制
を
な
す
と
き
は
法
部
に
訴
え
、
ま
た
信
用
で
き
な
い
官
吏

は
君
主
に
告
発
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
罷
免
さ
せ
る
こ
と
が
、
人
民
の
職
務
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
お
山
つ
ま
り
貧
官
汚
吏
を
排
斥
す
る
方

法
と
し
て
、
法
部
や
君
主
に
告
発
す
る
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
政
府
と
官
吏
に
対
す
る
抵
抗
権
は
頗
る
微
温
的
か
つ
消
極
的
に
し
か
表
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
君
主

に
対
す
る
人
民
の
抵
抗
権
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
定
説
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
き
た
独
立
協
会
の
国
民
主
権
・
人
民
主
権
思
想
は
君
主
権
を
否
定
で
き
ず
、
倣

底
し
た
人
民
主
権
思
想
か
ら
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
独
立
協
会
は
天
賦
人
権
論
を
か
な
り
純
粋
な
か
た
ち
で
主
張
し
な
が
ら

も
、
人
民
主
権
思
想
に
は
い
き
っ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
独
立
協
会
は
民
権
の
伸
長
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

独
立
協
会
は
「
自
主
独
立
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
国
民
の
権
利
か
ら
保
護
す
る
考
え
を
し
お
じ
と
か
、

（

叫

｝

人
総
作
’
川
出
納
利
、
然
後
推
以
能
保
其
閥
之
自
由
」
と
、
国
家
独
立
の
た
め
に
民
権
の
兎
要
性
を
原
則
的
に
提
示
し
て
い
る
。

「
闘
者
一
人
之
蹟
也
、
則
人

独
す
一
協
会
の
自
由
民
権
思
想
に
つ
い
て
（
池
川
）

一
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独
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民
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一
凶

と
の
よ
う
な
独
立
協
会
の
民
権
伸
長
の
原
則
に
対
し
て
、
守
旧
派
ら
は
「
民
権
が
盛
ん
に
な
れ
ば
君
権
が
そ
乙
な
わ
れ
る
」
と
強
硬
に

反
対
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
守
旧
派
の
目
標
は
君
主
専
制
で
あ
り
、
当
然
の
ご
と
く
君
権
と
民
権
と
は
対
立
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

と
れ
に
対
し
て
、
独
立
協
会
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
人
民
の
地
位
が
世
界
各
国
の
人
民
の
中
で
高
ま
っ
て
と
そ
、

そ
の
国
の
官
人
の
地
位
が
高
ま
り
、
政
府
の
官
人
と
全
国
民
が
外
国

そ
の
国
の
君
主
が
世
界
各
国
の
諸
王
ら
と
同
等
に
な
る
の
で
あ
る
」

人
に
鄭
重
に
も
て
な
さ
れ
て
は
じ
め
て
、

「
人
民
の
権
利
が
堅
固
で
あ
る
ほ
ど
に
、
君
主
の
地
位
が
高
く
な
り
、
国
家
の
形
勢
が
さ
ら
に
大
き
く
ふ
る
う
」

と
し
て
、
民
権
が
伸
長
し
て
と
そ
、
君
権
が
強
固
と
な
り
、
国
家
の
地
位
も
向
上
す
る
と
の
べ
て
い
る
。
乙
の
場
合
、
君
権
は
国
権
と
み

な
さ
れ
て
お
り
、
民
権
と
の
関
係
は
相
対
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、
補
完
関
係
に
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
後

そ
こ
で
、
一
八
九
八
年
七
月
九
日
付
『
独
立
新
聞
』
の
「
民
権
と
は
何
か
」
と
い
う
論
説
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

両
論
説
は
冒
頭
で
、

「
世
事
を
心
配
す
る
人
々
が
い
う
に
、
百
余
年
前
に
フ
ラ
ン
ス
に
起
こ
っ
た
民
変
が
大
斡
に
起
乙
る
か
心
配
だ
と
い
う
が
、
大
皇
帝

陛
下
が
精
励
さ
れ
る
世
界
に
、
そ
の
よ
う
な
変
革
が
あ
る
は
ず
が
全
く
な
い
け
れ
ど
、
あ
る
い
は
事
勢
を
詳
し
く
し
ら
な
い
人
が
あ
る

か
と
思
い
大
凡
話
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
当
時
の
状
況
と
大
斡
の
今
日
の
事
勢
を
地
較
す
れ
ば
非
常
に
ち
が
う
こ
と
が
幾
つ
か
あ
る
」

と
し
て
、
次
の
五
項
目
に
わ
た
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
本
来
民
会
が
あ
っ
て
人
民
は
民
権
が
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
が
、
大
韓
は
古
来
よ
り
民
権
と
い
う
名
前
を

知
ら
ず
、
今
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
名
前
を
き
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
学
聞
が
盛
ん
で
人
民
の
教
育
が
よ
く
い
き

と
ど
き
見
聞
が
広
い
け
れ
ど
も
、
大
韓
は
教
育
が
お
と
ろ
え
、
人
民
が
無
識
で
頑
固
で
あ
る
。
第
三
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
革
命
の
数
十
年
前

に
人
民
は
書
籍
・
演
説
会
・
新
聞
を
通
じ
て
自
由
権
利
を
知
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
行
使
す
る
方
法
も
し
っ
て
い
る
。
し
か
し
大



仰
は
人
民
を
府
家
す
る
人
も
計
籍
・
新
間
も
な
く
、
人
民
は
自
由
権
利
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
ず
行
使
す
る
方
法
も
知
ら
な
い
の
で
幼
児

フ
ラ
ン
ス
は
武
功
を
尊
び
軍
隊
も
強
盛
で
あ
る
か
ら
他
国
の
軍
事
介
入
を
阻
止
で
き
る

に
刃
物
告
も
た
す
の
と
同
じ
で
あ
る
。
第
四
に
、

が
、
大
仰
は
武
器
を
軽
ん
じ
人
民
が
ひ
弱
く
恐
怖
心
が
多
い
の
で
他
国
と
競
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
五
に
、

あ
り
国
’
’
本
有
一
ゃ
に
は
一
心
と
な
っ
て
こ
れ
に
あ
た
り
、
革
命
後
に
は
よ
く
国
土
と
国
家
を
保
全
し
た
け
れ
ど
、
大
韓
の
人
民
は
私
事
の
争

フ
ラ
ン
ス
人
は
愛
同
心
が

い
に
は
見
猛
だ
が
附
家
間
の
闘
い
に
は
恐
怖
心
が
多
く
、
国
J

援
が
ほ
ろ
び
て
も
私
事
愛
憎
を
も
っ
て
朋
党
の
み
専
念
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
「

こ
の
幾
っ
か
を
み
れ
ば
、
百
余
年
前
の
フ
ラ
ン
ス
の
形
勢
は
今
日
の
大
韓
情
勢
と
く
ら
べ
天
地
の
差
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
に

無
智
で
ひ
羽
く
変
凶
心
が
な
く
、
ど
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
人
が
な
し
た
事
業
が
で
き
よ
う
か
。
ど
う
か
そ
の
よ
う
な
考
え
は
夢
に
も
み
な

た
だ
新
聞
と
教
育
で
も
っ
て
同
胞
愛
と
凡
聞
の
み
ひ
ろ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
の
分
外
の
権
利
は
願
わ
ず
、
大
皇
帝
陛
下
が
許
制
刊
さ
れ

た
良
法
主
規
で
も
よ
く
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
官
民
が
一
心
す
れ
ば
、
自
然
に
聴
明
と
教
育
が
ひ
ろ
ま
り
、
民
権
が
拡
張
さ
れ
、
皇
室
も
万

歳
に

mmと
な
り
、
同
勢
も
日
強
に
な
る
こ
と
を
約
束
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
て
い
る
。

い
で
、こ

ω論
前
が
発
表
さ
れ
た
と
き
は
、
万
民
共
同
会
の
開
催
を
か
わ
き
り
に
、
民
衆
運
動
が
本
格
的
に
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
別
で
あ

る。

ζ

こ
で
は
、
愚
昧
な
人
民
に
臼
山
権
利
を
与
え
る
こ
と
は
「
幼
児
に
刃
物
を
も
た
す
の
と
同
じ
」
で
あ
る
と
、
驚
く
べ
き
ほ
ど
民
権

仲
長
論
は
後
退
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
乙
の
論
説
の
特
徴
と
い
え
ば
、
人
民
主
栴
意
識
が
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
る
こ
と
と
、
市
氏
本

へ
日
〉

命
の
時
期
尚
早
論
を
と
な
え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
独
立
協
会
は
民
権
伸
長
論
を
と
な
え
て
い
た
け
れ
ど
、
徹
底
し
た
人
民
主
権
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
は
な

く
、
君
主
艇
を
認
め
る
な
か
で
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
民
権
伸
長
論
も
革
命
論
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
現
実
に
民

衆
辿
動
が
激
化

ω
一
時
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
と
き
に
は
変
質
し
て
後
退
も
し
く
は
制
限
論
に
ま
で
い
き
つ
く
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

独
収
協
会
の
山
川
山
山
桃
川
U

恕
に
つ
い
て
（
池
川
）

一
二
五



独
立
協
会
の
自
由
民
権
思
想
に
つ
い
て
〈
池
川
）

一一一ムハ

政
体
論
・
議
会
論

つ
ぎ
に
独
立
協
会
は
ど
の
よ
う
な
政
治
体
制
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
民
主
権
論
が
徹
底
化
さ
れ
た
場
合
は
共
和
体
制
が

提
起
さ
れ
る
。
独
立
協
会
の
場
合
も
共
和
制
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
理
想
と
考
え
羨
望
し
て
い
た
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

門
臼
》

ら
現
実
論
と
し
て
は
君
民
同
治
制
、
つ
ま
り
立
憲
君
主
体
制
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
共
和
制
で
な
く
立
憲
君
主
体
制
を
と
な
え
た
理
由

と
し
て
、
独
立
協
会
自
体
も
京
主
を
否
定
で
き
な
か
っ
た
し
、
客
観
的
に
も
伝
統
的
な
忠
君
思
想
が
相
当
根
づ
よ
か
っ
た
乙
と
、
そ
し
て

民
衆
の
訟
識
の
低
さ
を
も
勘
案
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
独
立
協
会
は
、
東
洋
の
専
制
政
治
は
政
府
が
悶
家
の
権
力
を
独
檀
す
る
た
め
国
民
は
疲
弊
し
、
国
家
有
事
の
時
に
あ
た
り
政

府
は
有
効
な
策
が
た
て
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
国
・
家
の
力
は
貧
弱
と
な
り
ほ
ろ
ぴ
る
弊
害
を
生
ず
る
と
し
て
専
制
政
体
を
批
判
し
て
い

る。
乙
の
よ
う
に
専
制
君
主
制
は
当
然
容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
共
和
制
の
実
現
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
現
実
的

な
方
案
と
し
て
立
憲
君
主
体
制
が
考
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
予
致
尖
は
英
国
の
よ
う
な
立
憲
君
主
制
・
代
議
君
主
制
を
考
え
て
い
た

と
い
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
独
立
協
会
が
考
案
し
た
議
会
設
立
論
の
検
討
に
う
つ
る
。

独
立
協
会
で
は
早
く
か
ら
「
現
今
救
時
之
急
務
、
博
採
各
閥
之
新
制
、
特
設
上
下
之
院
、
儲
張
朝
野
之
議
」
と
あ
る
よ
う
に
、
議
会
の

必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
八
九
八
年
四
月
三
日
に
、
「
議
会
院
を
設
立
す
る
と
と
が
政
治
上
も
っ
と
も
緊
要
で
あ

る
」
と
い
う
議
題
の
も
と
に
第
二
五
回
討
論
会
が
開
催
さ
れ
た
。
乙
の
討
論
会
の
く
わ
し
い
模
様
は
韓
興
世
帯
氏
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ

る。
第
二
五
回
の
討
論
会
は
議
会
設
立
建
議
を
め
ぐ
っ
て
激
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
た
。
そ
の
議
案
の
概
要
は
山
中
枢
院
を
廃
止
す
る
こ
と
、



間
議
会
院
を
創
設
し
国
家
の
京
要
問
題
を
決
定
す
る
と
と
、
間
議
会
院
の
議
員
選
挙
は
日
本
お
よ
び
欧
米
の
制
度
を
参
酌
、
制
定
し
て
民

望
の
あ
る
人
物
に
そ
の
職
を
ま
か
せ
る
乙
と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
徐
載
弼
が
「
今
日
の
情
勢
は
と
う
て
い
そ
の
よ
う
な
改
革
を
期

待
し
が
た
く
、
そ
の
よ
う
な
意
気
に
深
く
同
情
す
る
人
が
い
た
と
し
て
も
、
人
智
を
開
発
し
国
富
を
増
進
し
て
人
民
自
主
の
新
精
神
と
新

気
風
を
掛
挫
す
る
の
が
国
家
の
急
先
務
で
、
家
言
壮
談
す
る
こ
と
は
国
家
の
経
総
に
秋
宅
の
利
益
も
な
い
」
と
し
て
反
対
し
、
決
定
を
く

〈

H
V

だ
せ
ず
に
散
会
し
た
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
、
独
占
ぷ
協
会
の
議
会
論
は
周
年
四
月
三

O
日
の
『
独
立
新
聞
』
紙
上
で
表
明
さ
れ
た
。

そ
の
機
能
は
い
ろ
ん
な
考
え
と
意
思
を
決
定
し
、

手
足
が
あ
っ
て
脳
に
あ
る
考
え
を
実
行
す
る
よ
う
に
し
た
・

「
人
に
は
脳
が
あ
っ
て
、

口
に
は
心
の
中
の
こ
と
を
発
声
し
て
他
人
に
っ
た
え
、

そ
れ
ゆ
え
政
府
を
つ
く
る
時
は
ζ

の
例
に
な
ら
っ
て
開
化
し
た
国
々
が
政
府
を
組
織
し
、
い
ろ
ん
な
と
と
を
考
え
意
思
と
方
策
を
考

え
だ
す
官
民
が
お
り
、
そ
の
考
え
を
施
行
し
て
世
に
明
ら
か
に
す
る
官
員
が
い
る
。
考
え
方
策
を
出
す
官
庁
を
外
国
で
は
議
会
院
と
い

い
、
議
会
院
で
作
定
し
た
方
策
と
意
思
を
執
行
す
る
官
庁
を
内
閣
と
称
す
。
大
韓
も
次
第
に
一
定
の
制
度
を
政
府
に
た
て
、
と
の
混
乱

し
た
規
則
の
な
い
乙
と
を
な
く
そ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
議
会
院
を
別
に
設
立
し
、
国
中
に
学
聞
が
あ
り
、
知
恵
が
あ
り
、
立
派

な
考
え

ωで
き
る
人
々
を
選
ん
で
、
そ
の
人
々
に
行
政
す
る
権
利
を
あ
た
え
ず
、
議
論
、
決
定
す
る
権
利
の
み
あ
た
え
、
立
派
な
考
え

と
議
論
を
師
日
公
平
に
討
論
し
て
利
害
損
益
を
公
平
無
私
に
討
論
し
作
定
し
：
：
：
」

と
、
議
会
院

ω必
．
加
古
性
、
つ
ま
り
行
政
と
立
法
を
分
離
し
て
立
法
機
関
の
設
問
を
つ
よ
く
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
議
会
を
設

立
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
第
一
に
皇
帝
が
裁
可
を
く
だ
す
の
に
労
苦
が
少
な
く
、
私
論
や
虚
偽
が
は
い
ら
な
い
の
で
皇
帝
の
聡
明
を
乱
す

こ
と
が
な
い
こ
と
、
第
二
に
内
聞
大
臣
は
行
政
に
の
み
専
念
で
き
正
し
く
執
行
で
き
る
こ
と
、
第
三
に
人
民
の
意
思
が
政
府
に
反
映
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
で
、
人
民
と
政
府
と
の
聞
に
情
誼
が
生
ま
れ
、
政
事
を
自
分
の
乙
と
の
よ
う
に
考
え
愛
国
心
が
増
す
こ
と
、
第
四
に
人

民
と
政
府
が
一
体
と
な
る
ζ

と
に
よ
っ
て
外
国
も
大
韓
を
軽
蔑
、
侵
犯
で
き
な
く
な
る
乙
と
、
な
ど
の
利
点
が
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。

独
収
協
会
の
白
山
民
権
以
忽
に
つ
い
て
（
池
川
）

一一一七



独
立
協
会
の
自
由
民
権
以
恕
に
つ
い
て
（
池
川
）

一
二
八

つ
い
で
独
立
協
会
は
一
八
九
八
年
七
月
三
日
に
上
疏
し
て
正
式
に
議
会
設
立
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

上
疏
文
に
お
い
て
「
近
日
欧
洲
列
邦
、
雄
専
制
之
治
、
設
上
下
議
院
、
以
諮
諏
閥
是
、
演
開
言
路
：
：
：
伏
願
聖
上
、
努
求
俊
彦
、
術
循

興
一
伯
、
大
小
政
令
、
上
自
百
僚
、
下
至
庶
民
、
贋
絢
博
採
、
措
諸
施
為
、
則
高
民
幸
甚
、
天
下
幸
勘
日
と
の
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
外
国
に

な
ら
っ
て
、
立
憲
君
主
制
の
も
と
で
議
会
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
と
、
人
材
登
用
や
政
令
の
決
定
も
民
意
に
よ
る
べ
き
と
と

を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

乙
の
の
ち
、
独
立
協
会
は
中
枢
院
の
改
編
に
よ
る
議
会
設
立
運
動
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。
当
初
の
議
会
を
別
途
に
設
立
す
る
考
え

か
ら
、
現
存
す
る
機
関
を
改
造
し
て
、
そ
れ
に
議
会
的
機
能
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
運
動
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
先
に
ふ

れ
た
徐
載
弼
の
言
の
よ
う
に
、
当
時
の
情
勢
で
は
議
会
を
独
自
の
一
機
関
と
し
て
設
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
作
用

し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
乙
で
中
枢
院
の
議
会
式
改
編
が
考
え
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
度
は
廃
止
す
る
と
と
を
考
え

て
い
た
中
枢
院
に
注
目
し
、
そ
れ
を
存
続
さ
せ
な
お
か
つ
立
法
的
機
聞
に
改
編
し
よ
う
と
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
中
枢
院
が

諮
問
機
関
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
官
制
を
み
れ
ば
一
種
の
立
法
的
性
格
を
そ
な
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
中
枢
院
は
内
閣

の
諮
絢
に
応
じ
て
法
律
・
勅
令
案
、
臨
時
に
内
閣
で
諮
詞
す
る
事
項
を
審
査
議
定
す
る
と
乙
ろ
で
あ
る
（
第
一
条
）
、
中
枢
院
は
法
律
・

勅
令

ω制
定
廃
止
及
び
改
正
に
関
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
建
議
す
る
を
得
る
（
第
十
条
）
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
と
い
え
持
。

と
も
か
く
、
独
立
協
会
は
議
会
設
立
す
る
た
め
に
中
枢
院
が
も
っ
と
も
適
当
な
機
関
で
あ
り
、
そ
の
改
編
を
お
も
い
つ
い
た
と
考
え
事
り

れ
る
。と

の
独
立
協
会
に
よ
る
中
枢
院
改
編
の
運
動
は
国
王
・
守
旧
派
ら
の
強
硬
な
反
対
に
あ
い
ジ
グ
ザ
グ
の
コ

l
ス
を
た
ど
っ
た
が
、
つ
い

に一

O
月
二
四
日
に
政
府
に
対
し
独
立
協
会
独
自
の
中
枢
院
改
定
案
が
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
ど
官
民
協
商
が
つ
づ
け
ら
れ

た
結
果
、
よ
う
や
く
一
一
月
四
日
に
新
中
枢
院
官
制
が
頒
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

独
立
協
会
の
中
枢
院
改
定
案
と
新
中
枢
院
官
制
に
は
若
干
の
相
違
点
が
あ
る
の
み
で
、
乙
乙
で
は
協
会
の
中
枢
院
改
定
案
を
検
討
し
て



み
る
乙
と
に
す
る
。

第
一
条

そ
の
主
な
内
容
を
あ
げ
れ
ば
、

中
枢
院
は
議
政
府
の
諮
絢
に
応
じ
て
中
枢
院
の
建
議
を
な
し
、
左
の
事
羽
を
審
査
議
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
、
法
律
勅
令
案

二
、
議
政
府
が
議
を
経
て
上
奏
す
る
一
切
の
事
項

三
、
中
枢
院
の
臨
時
建
議
の
事
項

四
、
人
民
の
献
議
を
採
用
す
る
事
項

第
二
条
中
枢
院
は
左
の
職
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

議
長
一
人
、
副
議
長
一
人
、
議
官
五
十
人
を
奏
任
し
、

第
三
条

第
四
条

第
八
条

第
九
条

明
す
る
。

第
十
条

第
十
一
条

そ
の
半
数
は
独
立
協
会
で
会
員
投
票
に
よ
っ
て
選
挙
す
る
：
：
：

議
長
・
副
議
長
は
勅
任
で
あ
り
：
：
：

議
長
・
副
議
長
及
び
議
官
の
任
期
は
十
二
ヵ
月
と
定
め
る
。

議
政
府
と
中
枢
院
で
意
見
が
合
わ
な
い
と
き
は
府
院
が
合
席
協
議
し
妥
当
可
決
し
た
の
ち
に
施
行
す
る
。

国
務
大
臣
は
委
員
を
そ
の
主
任
事
項
を
も
っ
て
命
じ
、
こ
れ
を
議
政
府
委
員
と
称
し
、
中
枢
院
に
至
っ
て
議
案
の
理
趣
を
弁

悶
務
大
臣
及
び
各
部
協
加
は
中
枢
院
に
来
会
し
て
議
官
と
な
り
列
席
す
る
を
得
る
。

但
し
、
そ
の
主
任
事
項
の
決
議
員
数
に
は
加
わ
る
こ
と
を
得
ず
。

本
令
は
頒
布
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
改
定
案
で
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
議
官
の
半
数
を
民
選
、

つ
ま
り
独
立
協
会
か
ら
選
出
す
る
と
い
う
条
項
で
あ
ろ
う
。
ま
た
中

枢
院
の
議
決
事
項
に
は
ま
ず
法
律
勅
令
案
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
議
政
府
の
諮
詞
事
項
、
中
枢
院
独
自
の
建
議
事
項
、
そ
し

独
』
ぱ
協
会
の
自
由
民
権
思
想
に
つ
い
て
（
池
川
）

一
二
九



独
史
協
会
の
自
由
民
権
川
U

恕
に
つ
い
て
（
池
川
）

。

て
人
民
か
ら
の
献
議
事
項
も
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
議
政
府
の
執
行
事
項
に
関
し
て
は
中
枢
院
の
同
訟
を
必
ず
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
行
政
府
を
拘
束
す
る
こ
と
に
よ
り
、
君
主
権
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
国
務
大
臣
は

そ
の
主
任
事
引
に
つ
い
て
中
枢
院
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
総
合
し
て
み
る
と
、
巾
杭
院
は
不
完
全

な
が
ら
も
立
法
機
関
で
あ
る
議
会
の
機
能
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

こ
の
中
枢
院
改
編
と
関
連
し
て
、
独
立
協
会
が
考
え
て
い
た
議
会
制
度
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
細
に
た
ち
い
る
こ
と
に
す
る
。
乙
の
ζ

ろ
、
独
立
協
会
の
中
枢
院
改
革
案
に
対
抗
し
て
、
皇
国
協
会
が
「
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
」
を
政
府
に
建
議
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
皇
国
協
会
は
下
議
院
の
設
立
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
独
立
協
会
は
た
だ
ち
に
反
収
す
る
意
見
を
表
明
し
た
。

次
に
引
用
し
よ
う
。

「
今
日
間
事
を
心
配
す
る
人
々
が
い
う
に
、
国
勢
を
振
起
し
日
強
た
ら
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
下
議
院
を
設
・
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
が
、
少
し
考
え
の
足
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
下
議
院
と
い
う
も
の
は
国
民
に
政
椛
を
あ
た
え
る
こ
と
で
あ
る
。
政
権
を
鋲
摂
す

る
人
は
一
人
で
も
数
万
名
で
も
知
識
と
学
聞
が
あ
っ
て
、
た
だ
自
己
の
権
利
の
み
を
知
る
の
で
は
な
く
て
、
他
人
の
権
利
を
損
傷
し
な

い
で
、
私
事
を
忘
れ
て
公
務
を
ま
ず
先
に
し
、
少
さ
な
嫌
疑
を
問
題
に
し
な
い
で
大
き
な
義
理
を
崇
尚
し
て
民
族
に
有
益
な
政
治
を
執

行
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
無
識
な
ら
ば
一
人
が
治
め
て
も
多
数
の
人
が
治
め
て
も
国
政
が
あ
や
ま
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
く
、
無
識
な

世
界
に
は
君
主
国
が
か
え
っ
て
民
主
国
よ
り
堅
固
で
あ
る
こ
と
は
古
今
の
史
記
と
欧
米
各
国
の
情
況
か
ら
み
て
も
わ
か
る
こ
と
で
あ

る
」
と
。

つ
ま
り
、
下
院
と
い
う
も
の
は
国
民
に
政
椛
を
あ
た
え
る
乙
と
で
あ
る
。
政
権
在
掌
握
す
る
者
は
有
識
者
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
だ

か
ら
無
識
な
世
界
に
は
む
し
ろ
君
主
国
が
最
適
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、

「
わ
が
凶
の
人
民
は
数
百
年
教
育
が
な
く
、
国
事
が
ど
う
な
っ
て
い
よ
う
と
当
面
の
苦
し
み
さ
え
な
け
れ
ば
関
係
せ
ず
、
政
府
が
他

人
の
手
に
う
つ
ろ
う
と
も
自
分
の
生
活
を
し
て
す
ご
せ
れ
ば
、
他
国
の
属
国
に
な
っ
て
も
心
配
も
し
な
い
。
自
由
と
か
民
権
と
か
い
う



も
の
は
言
葉
も
知
ら
ず
、
あ
る
い
は
言
葉
で
も
聞
い
た
人
は
い
か
よ
う
に
で
も
す
る
ζ

と
を
自
由
と
考
え
、
他
人
を
苦
し
め
自
分
に
利

す
る
乙
と
を
権
利
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
国
民
に
忽
然
と
民
権
を
あ
た
え
て
下
議
院
を
設
置
す
る
乙
と
は
か
え
っ
て
危
険
を
も
た
ら
す

も
の
で
あ
る
」

と
し
て
、
国
民
の
愚
昧
さ
を
指
摘
し
、

そ
の
よ
う
な
国
民
に
民
権
を
あ
た
え
て
下
議
院
を
設
立
す
る
こ
と
は
危
険
乙
の
う
え
も
な
い
と
、

そ
の
不
可
な
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

同
論
説
は
つ
づ
け
て
、
世
界
が
驚
く
ほ
ど
進
歩
し
た
日
本
で
も
明
治
元
年
に
は
上
下
議
院
を
も
う
け
ず
、
明
治
二
三
年
に
な
っ
て
よ
う

や
く
国
会
を
開
設
し
た
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
は
外
国
人
と
通
商
、
交
際
後
数
年
間
に
習
っ
た
乙
と
と
い
え
ば
紙
ま
き
タ

バ
コ
を
す
う
一
事
の
ほ
か
に
は
な
く
、
ど
う
し
て
恥
し
ら
ず
に
も
下
議
院
を
夢
み
よ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
「
妄
言
」
を
す
て
「
わ
が
分
内

の
権
利
」
で
も
守
り
、
内
に
学
校
を
た
て
若
者
を
教
育
し
、
外
へ
む
か
つ
て
は
欧
米
各
国
へ
留
学
生
を
派
遣
し
、
国
民
の
知
識
が
ひ
ら

け
、
四
・
五

O
年
進
歩
し
た
の
ち
に
下
院
を
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
時
期
尚
早
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

独
立
協
会
が
構
想
し
た
議
会
制
度
と
は
上
院
の
み
設
立
す
る
乙
と
で
あ
っ
た
。
乙
の
上
院
は
中
枢
院
と
い
う
現
存
す
る
機
関
を
改
編
し

て
そ
の
実
現
化
を
は
か
り
、
議
員
に
は
官
選
議
員
と
と
も
に
独
立
協
会
員
が
な
る
。
さ
ら
に
上
院
を
主
導
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
君
主
権
を

制
限
し
て
い
ζ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
、
独
立
協
会
に
は
こ
の
段
階
で
は
民
選
議
会
を
開
設
す
る
ζ

と
に
よ
っ

て
、
民
衆
を
啓
蒙
、
進
歩
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
は
な
い
。
む
し
ろ
下
院
設
立
H
国
民
の
政
権
掌
握
と
直
線
的
に
と
ら
え
、
そ
の
こ
と
に

強
硬
な
ま
で
に
反
対
論
を
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
為
政
者
的
な
立
場
を
と
ら
え
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
か
。

「
人
民
参
政
権
」

論

さ
て
、

つ
ぎ
に
人
民
の
参
政
権
の
問
題
で
あ
る
。
人
民
主
権
思
想
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
人
民
の
国
政
参
加
を
要
求
す
る
乙
と
は
周

知
の
乙
と
で
あ
る
。

独占
V
一
協
会
の
自
由
民
権
思
慾
に
つ
い
て
（
池
川
）

一一一一一



独内
V
一
協
会
の
自
由
民
総
忠
利
仰
に
つ
い
て
（
池
川
）

一一一

独
立
協
会
は
人
民
の
国
政
参
加
、

つ
ま
り
参
政
権
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
初
期
に
お
い
て
地
方
官
の
選
出

問
題
を
め
ぐ
っ
て
参
政
権
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

『
独
立
新
聞
』
（
一
八
九
七
年
一
月
一
六
日
の
論
説
）
は
英
国
人
抑
人
の
旅
行
談
と
し
て
、
ロ
ジ
ア
へ
移
住
し
た
朝
鮮
人
が
官
支
を
投
出

で
選
出
し
、
日
治
制
度
を
円
滑
に
迎
枕
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
な
が
ら
、
朝
鮮
で
も
「
悶
民
を
し
て
日
分
ら
の
官
克
を
村
の
中
で
そ
の

つ
ま
り
人
民
の
杭
接
投
票
に
よ
る
地
方
官
の
選
挙
制
度
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
捉

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
独
立
協
会
創
立
以
前
に
徐
載
弼
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
た
の
で
、
彼
に
よ
っ
て
も
う
少
し
具
体
的
に

円

削

）

内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

う
ち
人
引
の
あ
る
者
を
選
出
さ
せ
る
」
こ
と
、

案
し
て
い
る
。

彼
は
外
国
に
お
け
る
地
方
自
治
制
の
実
施
を
あ
げ
な
が
ら
、
地
方
官
で
あ
る
「
制
察
伎
と
郡
守
と
い
う
も
の
は
君
主
が
人
民
に
つ
か
わ

さ
れ
た
伎
臣
で
あ
り
、
法
を
守
る
人
民
の
公
僕
で
あ
る
」
と
前
提
し
、
当
時
の
地
方
官
に
つ
い
て
「
観
察
伎
と
郡
守
ら
は
：
：
：
君
主
が
つ

か
わ
さ
れ
た
使
臣
と
考
え
な
い
で
、
自
分
を
人
民
よ
り
地
位
が
高
い
も
の
と
考
え
、
人
民
を
抑
圧
し
政
府
の
命
令
を
詳
し
く
伝
え
な
い
た

め
、
人
民
は
政
府
も
知
ら
ず
、
政
府
で
派
泣
し
た
者
を
嫌
悪
す
る
の
で
、
ど
う
し
て
民
・
国
間
の
交
際
が
う
ま
く
い
く
だ
ろ
う
か
」
と
指

摘
し
た
。
だ
か
ら
「
内
閣
大
町
と
協
加
は
君
主
が
選
ぷ
の
が
当
然
」
で
あ
る
け
れ
ど
、

「
外
任
は
そ
の
辺
と
郡
の
人
民
を
し
て
人
望
の
あ

め
に
仕
事
を
す
る
で
あ
ろ
う
し
、

る
者
を
投
川
治
し
て
」
選
定
す
る
の
が
良
策
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
選
出
さ
れ
た
者
は
当
該
地
方
の
事
情
に
明
る
く
、
ま
た
そ
の
人
々
の
た

「
大
臣
や
協
燐
が
薦
挙
す
る
人
物
よ
り
は
十
の
う
ち
九
良
い
こ
と
で
あ
る
」
と
強
調
し
て
、

こ
の
よ
う

に
地
方
官
を
山
逃
す
る
こ
と
が
「
民
・
国
聞
に
利
益
の
あ
る
こ
と
は
一
・
二
年
す
れ
ば
よ
く
推
然
で
き
よ
う
」
と
主
張
し
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
地
方
官
の
不
法
な
行
為
を
な
く
す
る
な
味
か
ら
も
、
人
民
に
選
挙
権
を
あ
た
え
直
接
に
地
方
官
克
を
選
出
す
る
こ
と

が
有
意
義
か
つ
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
独
立
協
会
の
初
期
に
お
い
て
、
地
方
政
治
の
段
階
に
お
け
る
国
民

の
参
政
権
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
う
る
。

さ
て
独
立
協
会
は
「
彼
ら
の
悶
民
参
政
権
思
想
を
中
央
政
治

ω次
元
で
は
議
会
を
設
立
し
て
専
制
れ
主
制
を
代
議
君
主
制
に
改
革
す
る



こ
と
に
よ
っ
て
、

（

時

｝

乙
れ
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
と
い
わ
れ
る
。

先
に
議
会
論
に
つ
い
て
検
討
し
た
の
で
、
結
論
的
に
い
え
ば
彼
ら
の
構
想
し
た
議
会
は
人
民
全
体
そ
代
表
す
る
議
会
で
は
な
く
、
官
選

議
員
と
独
立
協
会
員
の
み
が
議
員
に
な
れ
る
と
い
う
制
限
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
人
民
の
立
法
府
へ
の
参
加
要
求
日
国
政
参
加

は
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
人
民
主
権
か
ら
帰
結
さ
れ
う
る
人
民
参
政
権
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
の
結
果
と
し
て
、
民
主
的
な
悲

法
制
定
構
想
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
み
ら
れ
な
い
。
憲
法
と
み
な
し
た
の
は
甲
午
改
革
時
の
「
洪
範
一
四
条
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
乙

の
「
洪
範
一
凹
条
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
上
か
ら
嗣
王
が
宗
廟
に
昨
日
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
独
立
協
会
の
構
想
は
民
選
議
会
の
開
設
、
そ
ζ

で
憲
法
を
制
定
し
立
憲
政
体
を
樹
立
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

人
民
が
未
聞
の
現
状
に
あ
っ
て
は
早
急
な
民
選
議
会
の
設
立
は
立
憲
政
体
の
確
立
を
あ
や
ま
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

て
い
た
が
、
中
央
政
治
の
次
元
、

以
上
の
よ
う
に
、
独
立
協
会
の
「
人
民
参
政
権
」
論
は
そ
の
初
期
に
お
い
て
地
方
政
治
へ
の
参
加
と
い
う
か
た
ち
を
も
っ
て
考
え
ら
れ

つ
ま
り
議
会
政
治
に
な
る
と
究
極
的
に
は
人
民
の
国
政
参
加
は
拒
否
さ
れ
る
に
い
た
り
、
非
常
に
不
徹

底
な
も
の
に
お
わ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
独
立
協
会
の
国
政
参
加
の
実
現
だ
け
を
も
っ
て
、

人
民
主
権
か
ら

ω当
然
の
帰
結
で
あ
る
人
民
参

政
権
思
想
を
そ
な
え
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
。

庶

民

観

そ
こ
で
独
点
協
会
が
当
時
の
民
栄
を
ど

ωよ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
山
口
比
制
を
い
ち
ベ
つ
し
て
み
よ
う
。

独
立
協
会
の
庶
民
観
は
愚
民
観
の
一
言
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
（
朝
鮮
人
は
）
：
：
：
勉
強
す
る
考
え
も
せ
ず
、
同
日
夜
他
人
の
瑚
笑
を
う
け
終
蔑
さ
れ
、

ひ
弱
く
ま
ず
し
く
無
識
で
肱
か
で
、
応
脱

な
仕
草
を
し
な
が
ら
も
そ
れ
で
も
楽
し
く
思
い
、
他
人
に
侮
辱
さ
れ
て
も
憤
る
気
も
な
く
、
他
人
に
悪
口
を
い
わ
れ
野
蛮
に
ふ
る
ま
わ

独
U
．
協
会
の
’
H
山
民
権
忠
利
仰
に
つ
い
て
（
池
川
）

一
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「
わ
が
国
の
人
民
は
数
百
年
来
教
育
が
な
く
国
事
が
ど
う
な
っ
て
い
よ
う
と
も
当
面
の
苦
し
み
さ
え
な
け
れ
ば
関
係
せ
ず
、
政
府
が

他
人
の
手
に
う
つ
ろ
う
と
も
自
分
の
生
活
を
し
て
す
ご
せ
れ
ば
、
他
国
の
属
国
に
な
っ
て
も
心
配
し
な
い
己

こ
の
よ
う
に
、
民
衆
の
愚
昧
さ
を
あ
か
ら
さ
ま
に
の
べ
て
い
る
。
こ
の
愚
民
観
は
『
独
立
新
聞
』
紙
上
で
終
始
く
り
か
え
さ
れ
て
い

（

日

〉

る
。
そ
乙
に
は
人
民
へ
の
信
頼
感
は
少
し
も
み
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
地
方
官
の
違
法
行
為
も
人
民
の
無
智
に
そ
の
責
任
を
求
め
て
い
る
。

ま
た
「
わ
れ
わ
れ
も
大
韓
に
外
国
の
軍
隊
が
一
つ
で
も
駐
屯
し
て
い
る
の
を
好
ま
し
く
思
わ
な
い
が
、
い
ま
大
韓
人
民
の
学
問
の
な
い
こ

と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
外
国
軍
隊
が
い
る
の
が
か
え
っ
て
幸
い
で
あ
る
。
も
し
外
国
軍
隊
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
東
学
と
義
兵
が
そ
の
閉

す
で
に
京
城
に
お
し
い
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
京
域
内
で
は
何
ら
か
の
擾
乱
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
、
人
民
の
無
智
を
根
拠
と
し
て

外
国
軍
隊
の
駐
留
リ
治
外
法
権
を
認
め
、
外
国
軍
の
存
在
が
義
兵
ら
の
京
城
侵
犯
を
く
い
と
め
る
作
用
を
は
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
か
え
っ
て
幸
い
と
ま
で
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
独
立
協
会
は
富
強
な
国
家
を
つ
く
ろ
う
と
す
れ
ば
、
人
民
の
教
育
が
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
つ
ま
り
朝
鮮
が

外
国
の
よ
う
に
な
る
に
は
全
国
の
人
民
が
学
校
で
少
な
く
と
も
一

O
年
は
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
人
民
が
早
く
文
明
開
化

し
、
学
校
と
新
聞
と
漬
説
場
を
全
国
い
た
る
と
こ
ろ
に
も
う
け
、
全
国
民
を
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
出
、
機
会
あ
る
ご
と
に
人
民
の

教
育
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
こ
に
は
朝
鮮
人
は
学
問
さ
え
お
さ
め
れ
ば
本
質
的
に
日
本
人
に
も
欧
米
人
に
も
劣
る

と
と
の
な
い
民
族
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
v

し
か
し
な
が
ら
現
実
的
に
は
、
眼
前
の
一
般
民
衆
は
愚
昧
と
し
か
う
つ
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
独
立
協
会
は
総
体
的
に
民
衆
に
対
し
て
、
学
聞
を
ま
な
び
知
識
を
も
て
と
か
、
国
事
へ
の
関
心
を
示
せ
、
あ
る
い
は
愛
国
心
を

も
て
と
、
幾
度
と
な
く
強
調
し
て
い
る
。
と
の
ζ

と
は
人
民
に
対
す
る
評
価
の
基
準
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
独
立
協
会
は
一
般
民
衆
を
つ
ね
に
啓
蒙
、
教
育
す
る
対
象
と
し
て
考
え
、
政
治
的
な
主
体
と
し
て
で
は
な
く
、
客
体
と
し



て
把
損
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
民
し
て
独
立
協
会
員
を
エ
リ
ー
ト
、
政
治
的
な
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
は
す
で
に

み
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
独
立
協
会
の
民
衆
意
識
は
い
き
お
い
国
民
の
国
政
参
加
も
し
く
は
市
民
革
命
に
対
し
て
否
定
的
な
傾
き
を
示
し
た
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
独
立
協
会
は
法
の
厳
守
を
強
く
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

独
立
協
会
は
当
時
朝
鮮
に
お
い
て
法
律
・
規
則
が
正
し
く
施
行
さ
れ
ず
、
ま
た
守
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
国
家
を
衰
退
さ
せ
て
い
る
原

ハ
河
）

因
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
法
律
・
章
程
・
規
則
と
い
う
も
の
は
国
家
の
根
本
で
あ
り
、
礎
石
で
あ
る
と
し
て
、

円

円

）

則
と
法
律
を
一
宅
と
い
え
ど
も
迷
う
こ
と
な
く
文
字
ど
お
り
施
行
」
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

「
章
程
と
規

そ
れ
ゆ
え
、
官
克
と
は
法
律
ど
お
り
に
執
行
す
る
こ
と
が
職
務
で
あ
り
、
無
法
な
官
吏
は
君
主
の
辿
賊
で
人
民
の
金
を
か
す
め
と
る
盗

賊
に
等
し
い
と
批
判
し
た
。
ま
た
人
民
は
法
律
を
守
る
こ
と
が
職
務
で
あ
る
こ
と
、
「
人
と
し
て
忠
臣
た
ら
ん
と
す
れ
ば
、
そ
の
国
の
法

律
を
守
る
の
が
忠
臣
で
あ
り
、
法
律
を
守
ら
な
い
の
が
逆
賊
で
あ
る
」
と
か
、
法
律
を
守
ら
な
い
人
は
「
国
家
の
仇
讐
で
あ
り
、
世
界
で

最
も
践
し
い
人
間
で
あ
る
」
と
、
法
の
遵
守
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
現
行
の
法
律
が
た
と
え
悪
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
改
正
さ
れ
る
ま
で
は
絶
対
に
守
ら
な
け
れ
ば

（
白
v

な
ら
な
い
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
人
民
に
と
っ
て
悪
法
は
法
に
あ
ら
ず
と
い
う
の
で
は
な
く
、
悪
法
も
法
律
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い

し
か
し
、

か
ら
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
独
立
協
会
は
「
も
し
政
府
で
制
定
し
た
法
律
が
人
民
の
考
え
に
妥
当
な
も
の
で
な

い
な
ら
ば
、
白
己
の
所
見
を
新
聞
に
記
録
す
る
と
か
他
の
人
々
に
演
説
す
る
乙
と
は
よ
い
け
れ
ど
も
、
乱
民
と
な
っ
て
政
府
を
害
す
る
こ

門
町
〉

と
や
政
府
か
ら
派
遣
し
た
守
令
を
侮
辱
し
殺
害
す
る
乙
と
は
逆
賊
の
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
、
人
民
や
世
論
に
訴
え
て
法
律
を
改
正
し
て

い
く
こ
と
が
正
し
い
の
で
あ
り
、
暴
力
を
使
用
し
て
騒
乱
す
る
の
は
誤
っ
た
方
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
だ
か
ら
、
義
兵
や
東
学
の
よ
う

な
民
衆
蜂
起
に
対
し
て
は
、

独九
V
一
協
会
の
日
山
民
権
川
心
惣
に
つ
い
て
（
池
川
）

一
三
五



独
立
協
会
の
自
由
民
権
思
想
に
つ
い
て
（
池
川
）

一
三
六

「
本
来
蜂
起
の
理
由
は
地
方
官
の
不
法
に
憤
慨
し
て
立
ち
あ
が
り
、
そ
の
村
の
な
か
に
不
法
な
こ
と
が
再
び
お
こ
ら
な
い
よ
う
に
し

よ
う
と
い
う
主
義
で
あ
る
が
、
不
法
な
行
為
を
彼
ら
も
行
な
う
の
で
、
そ
れ
は
つ
ま
り
匪
徒
で
あ
る
。
匪
徒
に
な
れ
ば
乱
民
で
あ
る
か

ら
、
乱
民
は
法
律
上
大
き
な
罪
人
で
あ
る
。
罪
人
を
た
だ
そ
う
と
し
た
人
々
ら
が
罪
人
の
行
為
を
行
な
う
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
お
ろ

か
な
と
と
で
な
く
、
国
家
に
有
害
で
な
い
だ
ろ
う
か
」

と
の
べ
て
い
る
。
そ
の
動
機
に
は
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
武
力
に
よ
っ
て
解
決
を
は
か
る
こ
と
は
法
律
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
批
難

し
、
そ
の
行
動
を
否
定
し
て
い
る
。

乙
の
よ
う
な
独
立
協
会
の
遵
法
主
義
の
強
調
は
一
般
民
衆
の
革
新
性
を
規
制
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
農
村
で

地
方
官
吏
に
よ
る
虐
政
が
旧
態
依
然
と
し
て
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
中
で
、
農
民
に
容
易
に
う
け
い
れ
ら
れ
る
も
の
と
は
な
り
え
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

お

わ

り

乙
の
小
論
で
は
、
独
立
協
会
の
自
由
民
権
思
想
を
そ
の
代
弁
紙
で
あ
っ
た
『
独
立
新
聞
』
を
は
じ
め
『
大
朝
鮮
独
立
協
会
会
報
』
、
討

論
会
題
目
、
上
疏
文
を
つ
う
じ
て
考
察
し
て
き
た
。

独
立
協
会
は
天
賦
人
権
説
に
も
と
づ
い
て
、
身
体
と
財
産
の
自
由
を
基
本
的
な
人
間
の
権
利
と
し
て
認
識
し
、
言
論
・
集
会
の
自
由
を

主
張
し
な
が
ら
自
ら
行
動
化
し
て
き
た
。
さ
ら
に
人
聞
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
平
等
で
あ
る
と
い
う
意
識
か
ら
、
封
建
的
な
班
常
差

別
、
女
性
差
別
を
批
判
し
た
。
し
か
し
被
差
別
民
「
白
丁
」
に
対
す
る
差
別
意
識
は
依
然
と
し
て
の
と
り
、
人
民
把
握
に
少
な
く
と
も
限

界
を
示
し
て
い
た
。

独
立
協
会
に
お
い
て
、
人
民
の
権
利
に
対
す
る
認
識
は
従
来
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
進
歩
し
た
高
次
元
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
徹
底
し

た
人
民
主
権
論
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
君
主
権
を
最
後
ま
で
否
定
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
独
立
協
会
の
民
権
伸
長
論
も
原



則
と
し
て
提
示
さ
れ
な
が
ら
、
君
主
権
を
認
め
る
な
か
で
の
も
の
と
な
り
、
ま
た
現
実
の
中
で
は
相
対
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

政
体
に
つ
い
て
は
立
憲
君
主
体
制
が
構
想
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
一
形
態
で
あ
る
議
会
は
上
院
の
み
設
置
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
上
院

は
中
杭
院
と
い
う
現
存
す
る
機
闘
を
改
編
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
を
は
か
っ
た
。
そ
の
議
員
は
官
選
半
数
、
民
選
半
数
と
し
、
民
選
議

一
方
、
下
院
は
民
衆
の
未
開
化
を
根
拠
に
反
対
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
独

立
協
会
は
こ
の
時
点
で
の
人
民
の
立
法
府
へ
の
参
加
を
否
定
す
る
に
い
た
っ
た
。
要
す
る
に
独
占
斗
協
会
の
構
想
に
は
民
選
議
会
設
立
｜
憲

法
制
定
！
立
憲
君
主
体
制
樹
立
と
い
う
コ

1
ス
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

員
は
独
立
協
会
員
の
中
か
ら
選
出
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

最
後
に
独
立
協
会
の
庶
民
観
は
愚
民
観
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
乙
に
は
人
民
へ
の
信
頼
感
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち

民
衆
を
折
導
・
啓
蒙
す
る
対
象
と
し
て
の
み
考
え
、
政
治
的
な
主
体
と
し
て
で
は
な
く
、
沢
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。

以
上
、
独
立
協
会
の
自
由
民
権
思
似
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
限
界
点
を
も
指
摘
し
た
。
か
か
る
思
想
的
限
界
が
、
独
立
協

会
運
動
の
失
敗
の
重
要
な
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
、

っ
て
全
体
像
を
把
握
し
、

こ
の
自
由
民
権
思
想
だ
け
で
な
く
宗
教
、
経
済
、
軍
事
と
多
岐
に
わ
た
る
独
立
協
会
の
思
恕
を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ

さ
ら
に
そ
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

【註】
（1
）
安
在
彦
『
近
代
初
鮮
の
変
革
以
恕
』
一
五
二
一
氏
。

〈

2
）
独
立
協
会
に
関
す
る
研
究
書
と
し
て
は
、
菱
在
彦
前
掲
書
、
慎
鋳
慶
『
独
立
協
会
研
究
』
、
斡
興
尋
『
近
代
斡
国
民
族
主
義
研
究
』
な
ど
が
あ

る
。
研
究
論
文
と
し
て
は
、
朴
性
根
「
独
立
協
会
の
思
想
的
研
究
」
（
『
李
弘
植
博
士
回
甲
記
念
史
学
論
叢
』
）
、
柳
永
烈
「
独
立
協
会
の
民
権

以
恕
研
究
」
（
『
巾
入
学
研
究
』
第
九
輯
）
、
同
「
独
立
協
会
の
民
権
述
動
展
開
過
程
」
（
『
史
滋
』
第
一
七
・
一
八
合
併
号
）
、
田
胤
徳
「
徐
故

例
の
法
律
思
想
」
（
『
斡
国
史
研
究
』
第
一

O
号
）
な
ど
が
あ
る
。

〈

3
）
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
七
年
三
月
九
日
。

独
点
協
会
の
日
由
民
椛
以
訟
に
つ
い
て
（
池
川
）

一
三
七



独
立
協
会
の
自
由
民
権
思
恕
に
つ
い
て
（
池
川
）

;¥ 

〈4
）
右
問
、
一
八
九
七
年
一

O
月
一
六
日
。

〈
5
）
独
立
協
会
の
自
由
・
平
等
級
諭
に
つ
い
て
は
似
鏑
底
的
拘
書
、
柳
永
烈
「
独
立
協
会
の
民
縦
以
惣
研
究
」
に
砕
し
く
研
究
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照

を
こ
う
。

〈
6
）
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
八
年
八
月
四
日
。

〈7
）
右
問
、
一
八
九
六
年
九
月
二
九
日
。

〈8
）
右
問
、
一
八
九
六
年
八
月
二
五
日
、
九
月
二
九
日
。
一
八
九
七
年
四
月
二
七
日
、
ご
一
月
一
一
目
。
一
八
九
八
年
八
月
四
日
、
九
月
二
七
日
、
九

月
二
八
日
の
論
説
を
参
照
。

〈9
）
（
叩
）
右
問
、
一
八
九
八
年
八
月
一
五
日
。

〈
日
）
右
問
、
一
八
九
九
年
一
月
一
目
。

〈m
M
〉
右
問
、
一
八
九
八
年
九
月
七
日
。

〈
ロ
〉
右
問
、
一
八
九
八
年
一
一
月
七
日
。

〈
日
比
）
右
問
、
一
八
九
九
年
一
月
一

O
目。

〈
お
）
徐
戦
弼
は
、
討
論
会
と
演
説
会
の
目
的
は
新
聞
と
同
じ
く
、
国
民
に
自
由
思
想
と
民
主
主
義
的
知
識
を
啓
楽
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
詰
る

（
金
道
泰
『
徐
裁
粥
博
士
自
叙
伝
』
二
四
八
頁
）
。

〈
時
）
『
大
韓
季
年
史
』
上
、
二
七
一
一
員
。
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
八
年
一

O
月
二
五
日
。

〈
げ
）
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
八
年
二
月
一
九
日
。

〈
時
）
金
道
泰
前
掲
書
、
ニ
四
七
｜
二
四
八
頁
。

〈
拘
）
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
六
年
八
月
二
七
日
。

〈m
己
右
問
、
一
八
九
六
年
六
月
一
八
日
。

〈
幻
）
（
詑
〉
右
閥
、
一
八
九
八
年
三
月
一
一
一
目
。

〈
幻
）
右
問
、
一
八
九
七
年
一

O
月
六
日
。
な
お
独
立
協
会
の
第
八
回
討
論
会
（
一
八
九
七
年
一
一
月
一
日
）
に
お
い
て
も
「
同
胞
兄
弟
間
に
男
女
を
完

買
す
る
こ
と
は
義
理
上
大
い
に
不
可
で
あ
る
」
と
題
し
て
議
論
さ
れ
た
（
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
七
年
一
一
月
九
日
）
。

（
斜
）
（
お
）
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
八
年
一
月
四
日
。

〈
お
）
（
幻
）
右
岡
、
一
八
九
六
年
四
月
二
一
目
。



〈mm
〉
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
六
年
四
月
七
日
、
四
月
二
一
目
、
五
月
一
一
一
日
、
九
月
五
日
。
一
八
九
八
年
一
月
四
目
、
二
月
一
一
一
目
。

〈
却
）
右
問
、
一
八
九
六
年
四
月
二
一
目
、
六
月
六
日
。
一
八
九
八
年
二
月
一
一
一
目
、
六
月
一
六
日
。

〈m山
〉
右
向
、
一
八
九
六
年
九
月
二
八
日
。

〈
引
む
右
問
、
一
八
九
七
年
四
月
二
七
日
。

〈
認
）
偵
鏑
度
前
掲
書
、
一
九
七
頁
。

〈
お
）
回
鳳
徳
前
掲
論
文
、
ニ

O
九
頁
。

〈
担
〉
斐
寓
吉
『
分
断
時
代
の
歴
史
認
識
』
一
三
ニ
｜
一
四
八
頁
参
照
。

〈
お
〉
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
八
年
一
一
月
一
六
日
。

〈
白
山
）
右
問
、
一
八
九
六
年
一
一
月
一
一
一
目
。

〈
幻
）
慎
鱗
鹿
前
掲
書
、
一
九
八
頁
。

（
お
）
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
七
年
八
月
二
一
目
。

〈
ぬ
）
右
同
、
一
八
九
七
年
四
月
一
七
日
。

〈川
W

）
斡
興
議
前
掲
香
、
一
四
六
頁
。

〈H
U

）
田
鳳
徳
前
掲
論
文
、
二

O
九
頁
。

〈
位
）
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
八
年
八
月
一
二
日
。

〈
必
〉
右
問
、
一
八
九
八
年
一
月
一
一
目
。

〈
必
）
右
問
、
一
八
九
六
年
一
一
月
七
日
、
一
八
九
八
年
一
月
八
日
。

〈
必
〉
宕
向
、
一
八
九
七
年
三
月
九
日
。

〈
必
）
『
大
朝
鮮
独
立
協
会
会
報
』
第
七
号
、
一
二
頁
。

〈
釘
〉
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
八
年
一

O
月
二
五
日
。

〈
必
）
右
問
、
一
八
九
六
年
九
月
二
九
日
。

〈
品
目
）
右
問
、
一
八
九
八
年
五
月
七
日
。

〈
国
）
斡
輿
霧
前
掲
書
、
一
四
九
頁
。
悦
鏑
慶
前
掲
書
、
一
四
八
｜
一
四
九
頁
。
柳
永
烈
前
掲
論
文
、
四
二
一
良
。

〈
日
）
こ
の
論
説
に
つ
い
て
萎
高
吉
氏
は
「
と
の
論
説
は
国
民
革
命
が
時
期
尚
早
と
い
う
考
え
よ
り
で
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、

独
立
協
会
の
自
由
民
総
思
想
に
つ
い
て
（
池
川
）

ご一一九

む
し
ろ
徹
底
し
た
国
民



独
立
協
会
の
自
由
民
権
以
恕
に
つ
い
て
（
池
川
）

一四
O

主
権
意
識
が
な
い
啓
蒙
主
義
思
想
の
み
を
パ
タ
ー
ン
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
（
萎
寓
吉
前
掲
沓
－

〈
臼
）
柳
永
烈
前
掲
論
文
、
六
六
｜
六
八
頁
。
萎
寓
吉
前
掲
書
、
一
三
三
頁
・
一
四
六
｜
一
四
七
頁
。

〈
回
）
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
八
年
一
二
月
一
五
日
。

〈
剛
山
〉
依
錦
康
前
掲
書
、
一
四
八
頁
。

〈
回
）
前
掲
『
大
朝
鮮
独
立
協
会
会
報
』
第
一
八
号
、
二
一
良
。

〈
四
四
）
斡
興
議
前
掲
書
、
二
ハ
四
頁
。

〈
貯
〉
前
掲
『
大
斡
季
年
史
』
上
、
ニ

O
三
｜
二

O
四
頁
。

（
珂
）
『
韓
末
近
代
法
令
資
料
集
』

I
、
ニ

O
二
｜
ニ

O
一ニ頁。

〈
悶
）
一
八
九
八
年
一

O
月
三

O
日
の
官
民
共
同
会
献
議
六
条
に
対
す
る
国
王
の
詔
勅
の
中
に
「
諌
官
厳
止
後
、
吉
路
黙
滞
、
上
下
無
勤
勉
警
瓶
之
意
、

一
幽
定
中
楢
院
章
程
以
為
貧
施
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
国
王
の
中
枢
院
改
編
に
対
す
る
考
え
方
は
甲
午
改
革
時
に
・
隠
止
さ
れ
た
司
線
院
的
性
格
の
も

の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

〈
ω）
独
立
協
会
の
中
枢
院
改
定
案
で
は
議
官
「
半
数
は
独
立
協
会
よ
り
会
員
投
票
に
よ
っ
て
選
挙
す
る
」
と
だ
け
あ
っ
た
が
、
新
中
枢
院
官
制
で
は
議

官
「
半
数
は
人
民
協
会
の
な
か
か
ら
ニ
七
歳
以
上
の
政
治
、
法
律
、
学
識
に
通
達
し
た
者
を
投
票
し
て
選
挙
す
石
ζ

と
」
（
第
三
条
）
と
し
、
「

本
官
制
第
三
条
中
の
人
民
選
挙
は
現
今
に
お
い
て
独
立
協
会
で
行
な
う
と
と
」
（
第
十
六
条
）
と
し
て
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
点
ぐ
ら
い
で
あ

る。

〈
飢
）
前
掲
『
大
枠
季
年
史
』
二
七
ニ
｜
ニ
七
三
頁
。

〈
回
〉
『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
一
一
巻
第
二
冊
、
四
O
三
頁
。

〈
臼
）
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
八
年
七
月
二
七
日
。

〈
ω〉
右
問
、
一
八
九
六
年
四
月
一
四
日
、
四
月
一
六
日
。
国
威
徳
前
掲
論
文
二
ご
ニ
｜
一
一
一
問
一
氏
。
朴
性
似
前
向
論
文
四
四
O
｜
四
四
二
一
良
。
怯
鏑
由
民

前
倒
番
二

O
一
｜
二

O
凹
頁
な
ど
を
参
照
。

〈
町
田
）
慎
鏑
度
前
掲
替
、
ニ

O
四
頁
。

〈
“
）
慎
鏑
度
前
掲
書
－
一
二
五
頁
。
柳
永
烈
前
掲
論
文
、
六
六
頁
。

〈
河
町
〉
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
六
年
八
月
一
日
。

〈
伺
）
右
問
、
一
八
九
八
年
七
月
二
七
日
。

一
三
五
頁
）
。



（
伺
）
お
刷
、
一
八
九
七
年
四
バ
一
七
日
。

（
叩
）
右
同
、
一
八
九
八
年
四
月
一
四
日
。

（
冗
）
右
問
、
一
八
九
六
年
一

O
凡
一

on。

（
花
）
右
問
、
一
八
九
八
年
四
月
一
四
日
。

（
η
）
右
問
、
一
八
九
六
年
八
月
四
日
、
一
一
一
月
三
日
。
し
か
し
八
月
四
日
の
論
説
は
「
も
し
朝
鮮
人
が
：
：
：
富
国
強
兵
す
る
学
問
と
風
俗
に
つ
と
め
れ

ば
英
国
人
や
米
凶
人
に
劣
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
例
鮮
も
清
凶
を
う
ち
遼
東
と
満
州
を
占
領
し
賠
賞
金
八
億
円
を
う
け
と
れ
る
の
だ
か
ら
、

朝
鮮
人
は
心
を
ひ
ろ
く
も
っ
て
十
年
後
に
遼
束
、
満
州
を
占
似
し
、
日
本
の
対
応
を
占
似
す
る
考
え
を
す
る
こ
と
を
願
う
」
と
し
て
、
海
外
伎
略

を
称
賛
す
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

（
九
）
『
独
立
新
聞
』
一
八
九
八
年
一
一
一
月
一
七
日
。
な
お
独
立
協
会
第
一
六
回
討
論
（
一
八
九
八
年
一
月
二
日
）
の
題
目
は
「
国
家
を
永
遠
に
太
平
に

し
よ
う
と
す
れ
ば
官
民
間
に
一
心
愛
凶
す
る
の
が
最
も
緊
嬰
で
あ
る
」
と
あ
る
（
『
独
占
比
新
聞
』
一
八
九
八
年
一
月
八
日
）
。

（
お
）
右
同
、
一
八
九
六
年
一

O
月
一
三
日
。
一
八
九
七
年
三
月
一
八
日
。

（
町
内
）
右
同
、
一
八
九
七
年
四
月
一
七
日
。

（
行
）
右
同
、
一
八
九
七
年
三
月
一
日
。

（
何
日
）
右
同
、
一
八
九
六
年
一
一
月
一
一
一
日
。

（
河
）
右
同
、
一
八
九
七
年
八
日
月
二
一
目
。

（
ω）
中
心
同
、
一
八
九
六
年
四
月
一
一
目
。

（
飢
）
（
位
）
右
同
、
一
八
九
七
年
三
月
一
八
日
。

（
回
）
右
向
、
一
八
九
六
年
四
月
一
一
日
。

（
例
）
右
同
、
一
八
九
七
年
八
月
一
二
日
。
義
兵
・
京
学
に
関
す
る
論
説
と
し
て
、

八
年
三
月
三
一
日
、
四
月
一
九
日
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

一
八
九
八
年
一
一
月
三
日
、

一
一
月
一
六
日
。

一
八
九
六
年
一

O
バ一

O
H、

一
八
九
七
年
一
九
凡
一
試
円
、

－T

、L
－
，
ノ
」
ノ

独
す
一
協
会
の
向
日
山
民
脱
出
必
に
つ
い
て
（
池
川
）

p_q 


