
共
和
政
末
期
口
ー
マ
の
立
法
過
程
に
お
け
る
コ
ン
テ
ィ
オ

ー
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
全
剛
六
七
年
)
の
コ
ン
テ
ィ
オ
に
つ
い
て
ー

前
六
七
年
、
護
民
官
A
 
・
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
に
ょ
っ
て
、
一
つ
の
法
案
が
提
起
さ
れ
る
。
そ
の
法
案
の
内
{
谷
は
、
元
コ
ン
ス
ル
の
な
か
か
ら

ひ
と
り
の
指
揮
官
を
選
出
し
、
地
中
海
に
お
い
て
活
動
し
て
い
た
海
賊
を
討
伐
す
る
命
令
権
を
賦
与
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

権
限
が
お
よ
ぶ
地
理
的
範
囲
は
地
中
海
全
域
に
わ
た
り
、
そ
の
任
期
は
三
年
と
さ
れ
た
①
。
当
時
の
口
ー
マ
は
深
刻
な
食
糧
不
足
に
悩
ま

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
が
海
賊
に
ょ
る
輸
送
経
路
の
断
絶
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
処
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
法

案
が
提
起
さ
れ
る
②
。

こ
の
法
案
の
外
政
的
な
背
景
と
し
て
は
、
東
方
問
題
の
解
決
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
前
七
0
年
代
後
半
か
ら
、
ロ
ー
マ
は
ポ
ン
ト
ゥ
ス

王
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
と
の
戦
い
を
再
開
し
、
東
方
の
軍
事
活
動
が
重
要
な
政
治
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
呼
応
し
て
、
海
賊
の
活
動
が

活
発
化
し
た
た
め
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
は
単
に
食
糧
問
題
へ
の
対
応
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
東
方
問
題
の
一
環
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い

も
の
で
あ
っ
た
③
。
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
可
決
に
ょ
っ
て
指
揮
官
に
任
△
叩
さ
れ
た
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
は
、
翌
年
、
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
戦
争
の
指
揮

め

じ

こι
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権
を
与
え
ら
れ
、
権
限
の
拡
大
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
が
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
と
の
戦
い
も
視
野
に
入
れ
た
、

東
方
問
題
の
文
脈
で
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

他
方
、
内
政
的
な
背
景
に
目
を
向
け
る
と
、
ス
ラ
に
ょ
っ
て
停
止
さ
れ
た
護
民
官
に
ょ
る
法
案
提
起
の
権
限
奇
七
十
年
に
回
復
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
三
年
後
で
あ
る
六
七
年
に
護
民
官
に
ょ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
法
案
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
が

注
目
さ
れ
る
の
は
、
元
老
院
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
衆
の
支
持
を
基
盤
と
し
、
法
案
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ

は
元
老
院
を
中
心
と
し
た
ス
ラ
の
体
制
の
終
爲
を
意
味
す
る
も
の
と
評
価
で
き
る
④
。

こ
の
よ
う
に
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
は
こ
の
時
期
の
口
ー
マ
が
抱
え
て
い
た
外
政
と
内
政
の
問
題
、
さ
ら
に
食
糧
不
足
と
い
う
口
ー
マ
の
民

衆
に
と
っ
て
は
切
実
な
問
題
の
交
差
点
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
諸
問
題
の
交
錯
を
具
現
化
し
て
い

る
場
が
、
法
案
に
つ
い
て
の
一
競
が
行
わ
れ
た
集
会
で
あ
る
コ
ン
テ
ィ
オ
 
8
昌
0
 
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
成
立
過
程
で
行
わ
れ
た
コ
ン
テ
ィ
オ
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
コ
ン
テ
ィ
オ
の
研
究
は
、
現
在
、
共
和
政
の

政
治
史
研
究
に
お
い
て
政
治
と
民
衆
の
関
係
性
を
理
解
す
る
う
え
で
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
⑤
。
本
稿
は
、
立
法
過

程
に
お
け
る
コ
ン
テ
ィ
オ
の
政
治
的
意
味
に
つ
い
て
考
{
祭
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
と
い
う
具
体
的
な
事
例
を
扱

う
。
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
帝
国
の
拡
大
と
権
力
の
集
中
と
い
う
共
和
政
末
期
に
お
け
る
政
治
課
題
に
お
い
て
、
立
法

の
成
立
過
程
に
お
け
る
コ
ン
テ
ィ
オ
の
働
き
を
ど
の
よ
、
つ
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
、
コ
ン
テ
ィ
オ
を
媒
介
に
し
て

民
衆
が
政
治
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
繋
が
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
共
和
政
末
期
の
政
治
闘
争
を
経
て
、
元
首

政
の
成
立
に
至
る
過
程
の
な
か
で
、
ロ
ー
マ
の
民
衆
が
政
治
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
う
え
で
、
ひ
と

つ
の
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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従
来
の
共
和
政
史
研
究
に
お
け
る
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
扱
わ
れ
方
は
、
法
案
成
立
の
裏
に
あ
る
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
と
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
の
同
盟
関

係
、
あ
る
い
は
元
老
院
対
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
権
力
闘
争
に
関
心
を
寄
せ
る
も
の
が
主
で
あ
っ
た
⑥
。
こ
の
よ
う
な
関
心
の

注
が
れ
方
は
、
政
治
過
程
を
ク
リ
エ
ン
テ
ラ
論
や
政
治
家
ど
う
し
の
関
係
性
に
ょ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
い
う
研
究
動
向
が
色
濃
く
反
映
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
成
立
に
大
き
く
介
入
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
民
衆
の
姿
は
こ
れ
ら
の
研
究
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
見

え
て
こ
な
い
。
ク
リ
エ
ン
テ
ラ
論
に
は
批
判
的
な
ブ
ラ
ン
ト
(
ヤ
.
ン
.
如
昏
ヨ
)
の
研
究
で
は
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
に
関
す
る
器
に
お
い
て

民
衆
や
政
治
家
が
行
っ
た
一
浜
説
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ン
ト
の
関
心
は
ク
リ
エ
ン
テ
ラ
論
や
政
治
家
内
部
の
党
派

に
ょ
っ
て
政
治
が
動
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
視
点
は
政
治
家
が
ど
の
よ
う
に
権
力

を
獲
得
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
政
治
家
に
と
つ
て
の
政
治
的
手
段
と
し
て
の
民
衆
の
支
持
を
得
る
こ
と

や
演
説
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
政
治
と
民
衆
の
関
係
性
へ
の
関
心
は
希
薄
で
あ
る
⑦
。

従
来
の
研
究
の
ほ
と
ん
ど
が
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
コ
ン
テ
ィ
オ
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
る
。
一
繞
が
行
わ
れ
た
事
実
の
言
及
が
あ
っ

た
に
せ
よ
、
そ
れ
に
つ
ぃ
て
の
分
析
・
評
価
は
な
く
、
ま
し
て
コ
ン
テ
ィ
オ
と
い
う
場
を
政
治
と
民
衆
の
関
係
性
と
い
う
視
点
か
ら
見
て

い
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
コ
ン
テ
ィ
オ
が
具
体
的
な
考
{
祭
の
対
象
考
{
祭
の
事
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
ミ
ラ
ー
(
剛
.
ご
三
智
)
が
共
和
政
の
政
治
に
お
け
る
コ
ン
テ
ィ
オ
で
の
演
説
の
重
要
性
を
主
張
し
て
以
降
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
は
従
来

の
研
究
が
コ
ン
テ
ィ
オ
で
の
演
説
に
関
心
を
向
け
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
研
究
者
た
ち
は
「
一
浜
説
者
の
声
と
民
衆
の
反
応
に
対

し
て
耳
を
貸
し
て
こ
な
」
か
っ
た
と
批
判
し
て
お
り
⑧
、
そ
の
批
判
は
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
当
て
は
ま
る
。

1

共
和
政
史
研
究
の
な
か
で
の
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
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ミ
ラ
ー
は
共
和
政
末
期
を
扱
っ
た
二
つ
の
著
作
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
に
つ
い
て
一
言
及
し
て
い
る
⑨
。
彼
か
重
視
し

て
い
る
の
は
、
個
人
の
権
力
の
集
中
と
地
中
海
世
界
の
治
安
の
安
定
と
い
う
、
ロ
ー
マ
に
と
つ
て
重
要
な
問
題
に
関
す
る
法
案
が
コ
ン
テ

イ
オ
で
の
漉
を
通
じ
て
民
衆
に
伝
え
ら
れ
、
公
の
場
で
の
需
の
対
象
と
な
り
、
民
会
で
の
口
ー
マ
市
民
に
ょ
る
投
票
に
ょ
っ
て
決
め

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
⑩
。
ミ
ラ
ー
は
重
要
な
政
治
課
題
が
民
衆
の
介
入
の
も
と
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
共

和
政
口
ー
マ
の
政
治
の
ハ
ム
開
性
、
民
主
的
要
素
と
い
、
つ
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
、
ミ
ラ
ー
は
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
に
お
け
る
コ
ン
テ
ィ

オ
に
つ
い
て
、
民
衆
の
前
で
行
わ
れ
る
法
案
に
関
す
る
議
論
の
情
報
開
示
の
側
面
を
重
視
し
、
法
案
の
成
立
過
程
に
お
け
る
民
衆
の
存
在

を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
コ
ン
テ
ィ
オ
に
つ
い
て
の
分
析
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
素
朴
に
情
報
開
示
を
政
治
の
民

主
的
要
素
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
、
つ
な
ミ
ラ
ー
の
見
解
に
対
し
て
、
モ
ー
リ
セ
ン
^
エ
.
冨
0
三
一
誘
旦
^
は
民
衆
の
政
治
参
加
と
い
、
つ
視
点
か
ら
、
コ
ン
テ
ィ
オ
の

政
治
的
有
効
性
に
つ
い
て
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。
彼
は
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
コ
ン
テ
ィ
オ
を
投
票
者
の
た
め
の
情
報
提
供
の
場
と
い
う
よ

り
も
、
民
衆
の
支
持
を
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
場
で
あ
っ
た
と
見
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
を
め
ぐ
る
コ
ン
テ
ィ
オ
に

見
ら
れ
る
聴
衆
の
騒
ぎ
の
な
か
で
は
、
ま
と
も
な
發
岬
は
で
き
な
い
と
し
て
、
コ
ン
テ
ィ
オ
を
媒
介
に
し
た
政
治
参
加
と
い
う
こ
と
に
疑

問
を
呈
し
て
い
る
⑪
。
モ
ー
リ
セ
ン
の
見
解
で
は
、
コ
ン
テ
ィ
オ
は
政
治
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
場
と
い
う
よ
り
も
政
治
的
デ
モ
ン
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
り
、
そ
の
聴
衆
は
支
持
者
で
構
成
さ
れ
て
い
る
党
派
的
な
集
ま
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

モ
ー
リ
セ
ン
の
議
論
の
問
題
は
、
理
想
的
な
議
築
展
開
さ
れ
る
環
境
に
な
い
コ
ン
テ
ィ
オ
は
民
衆
の
政
治
参
加
に
と
っ
て
効
果
は
な

か
っ
た
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
言
う
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
が
政
治
的
な
存
在
と
し
て
の
民
衆
を
意

識
し
、
そ
こ
か
ら
の
波
及
効
果
に
ょ
る
民
衆
の
政
治
へ
の
取
り
込
み
を
期
待
す
る
も
の
で
な
い
と
し
た
ら
、
そ
も
そ
も
コ
ン
テ
ィ
オ
を
開

催
す
る
必
要
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
矛
盾
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
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本
格
的
に
コ
ン
テ
ィ
オ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
最
も
新
し
い
研
究
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
モ
ー
ス
テ
ィ
ン
"
マ
ー
ク
ス
(
刃
.
ミ
0
誘
§
"
,

ミ
旦
の
研
究
に
お
い
て
も
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
コ
ン
テ
ィ
オ
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
説
で
は
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
が
戦
略
的

に
コ
ン
テ
ィ
オ
を
利
用
す
る
こ
と
で
民
衆
の
力
を
動
員
し
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
反
対
者
へ
の
「
沈
黙
効
果
」
を
創
り
出
し
て
い
る
と
し
て
、

コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
け
る
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
⑫
。
さ
ら
に
、
政
治
家
の
繞
に
ょ
っ
て
与
え
ら
れ
た
言
葉

に
ょ
っ
て
の
み
、
民
衆
は
政
治
に
ア
ク
セ
ス
で
き
、
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
は
共
和
政
の
政
治
文
化
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
生
産
さ

れ
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は
エ
リ
ー
ト
側
、
つ
ま
り
演
説
者
側
に
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
点
、
彼
は
コ
ン
テ
ィ
オ
の
政
治
的
影
郷
音
力
を

高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
コ
ン
テ
ィ
オ
の
民
主
的
性
質
を
強
調
し
て
い
る
ミ
一
フ
1
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

モ
ー
ス
テ
ィ
ン
"
マ
ー
ク
ス
の
見
解
は
非
常
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
政
治
家
の
演
説
を
聴
衆
の
存
在
が
規
定
し
て
い
る

側
面
も
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
⑬
。
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
民
衆
と
政
治
{
永
の
ど
ち
ら
に
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問

題
は
答
え
る
こ
と
が
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
ど
ち
ら
か
に
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
自
体
に
問
題
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
の
不
在
と
い
う
立
場
に
た
ち
、
コ
ン
テ
ィ
オ
と
は
政
治
家
の
へ
ゲ
モ
ニ
ー
と
民

衆
の
政
治
的
な
力
が
交
錯
す
る
場
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
以
下
、
具
体
的
に
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

ま
ず
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
が
提
起
さ
れ
、
民
会
で
可
決
さ
れ
る
に
至
る
過
程
を
確
認
し
て
お
く
。
こ
こ
で
は
、
コ
ン
テ
ィ
オ
で
の
演
説
に

は
詳
し
く
触
れ
ず
、
ど
の
よ
う
な
流
れ
で
法
案
が
可
決
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
な
か
で
支
持
者
、
反
対
者
、
民
衆
の
動
向
を
中
心
に
見
て

0

い
き
た
い

ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
成
立
過
程

Ⅱ
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デ
ィ
オ
・
カ
ツ
シ
ウ
ス
に
ょ
れ
ば
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
は
こ
の
法
案
を
提
起
す
る
に
あ
た
り
、
権
限
が
与
え
ら
れ
る
将
軍
の
名
前
を
明
示
し

な
か
っ
た
と
さ
れ
る
⑭
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
案
に
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
が
介
入
し
て
い
た
こ
と
は
、
デ
ィ
オ
も
プ
ル
タ
ル
コ
ス
も
示
唆

し
て
お
り
⑮
、
こ
の
法
案
が
成
立
さ
れ
れ
ば
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
と
し
て
民
衆
に
も
需
さ
れ
て
い

た
⑯
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
で
考
察
す
る
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
法
案
の
反
対
者
(
・
元
老
院
議
員
)
の
法
案
へ
の
反
対

意
見
は
、
絶
大
な
権
限
を
「
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
に
」
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
で
は
な
く
、
「
た
だ
一
人
の
も
の
に
」
与
え
る
と
い
う
こ
と
を

理
由
に
展
開
さ
れ
た
。
共
和
政
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
は
、
一
人
の
者
に
権
力
が
集
中
す
る
こ
と
は
政
体
を
維
持
す
る
た
め
に
回
避

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
元
老
院
議
員
た
ち
が
法
案
に
反
対
し
た
本
音
は
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
へ
の
反
発
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
コ
ン
テ
ィ
オ
と
い
う
公
的
な
場
で
展
開
さ
れ
た
論
理
は
あ
く
ま
で
個
人
へ
の
権
力
の
集
中
に
た
い
す
る
繋
心
で
あ

り
、
そ
れ
は
共
和
政
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
維
持
す
る
た
め
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
単
に
政
治
家
た
ち
の
間
で
の
問
題
で
は
な
く
、
コ

ン
テ
ィ
オ
を
媒
介
と
し
、
民
衆
に
も
提
示
さ
れ
た
。

民
衆
は
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
の
か
。
史
料
に
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
ょ
る
と
、
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
法
案
が

読
み
聞
か
さ
れ
る
と
、
民
衆
は
そ
れ
に
対
し
て
賛
意
を
示
し
た
と
さ
れ
る
⑰
。
ま
た
彼
等
が
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
へ
の
命
令
権
の
賦
与
を
望
ん

で
い
た
こ
と
は
、
法
案
に
お
い
て
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
名
前
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
が
任
命

さ
れ
る
こ
と
を
周
知
の
事
実
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
推
{
祭
さ
れ
る
⑱
。
キ
ケ
ロ
は
民
衆
が
法
案
を
支
持
し
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス

へ
の
命
令
権
の
賦
与
を
望
ん
で
い
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
実
際
、
こ
の
場
所
[
ロ
ス
ト
ラ
区
=
"
澄
]
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
フ
ォ
ル
ム
に
集
め
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る

神
殿
を
満
た
し
た
、
す
べ
て
の
口
ー
マ
民
衆
が
あ
ら
ゆ
る
部
族
の
共
通
の
戦
い
へ
の
、
 
9
.
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
た
だ
一
人
の
軍
事
指
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揮
権
を
要
求
し
た
・
・
:
:
」
⑲
(
[
]
内
は
引
用
者
補
足
)
。

史
料
か
ら
読
み
取
れ
る
民
衆
の
反
応
は
、
法
案
が
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
時
点
か
ら
こ
の
法
案
を
支
持
し
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ

ス
こ
そ
が
そ
の
任
に
あ
た
る
に
相
応
し
い
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

民
衆
の
反
応
と
は
餓
的
に
、
元
老
院
議
員
た
ち
は
こ
の
法
案
に
対
し
て
反
発
を
示
し
て
い
る
。
問
題
の
争
点
は
、
さ
き
ほ
ど
も
述
べ

た
と
お
り
、
ひ
と
り
の
人
物
へ
の
権
力
の
集
中
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
案
に
ょ
っ
て
賦
与
さ
れ
る
大
権
は
「
人
々
の
凡
心
怖
心
を

そ
そ
る
も
の
」
で
あ
る
と
し
、
カ
エ
サ
ル
以
外
の
全
元
老
院
議
員
が
こ
の
法
案
に
反
対
し
た
と
さ
れ
て
い
る
⑳
。
元
老
院
の
法
案
へ
の
反

対
活
動
は
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
け
る
演
説
に
ょ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
な
か
で
も
、
当
時
の
コ
ン
ス
ル
、
ピ
ソ
は
激
し
い
批
判
の
演
説
を
テ
つ

た
⑳
。
こ
れ
に
対
し
て
民
衆
は
激
し
い
反
発
を
示
し
、
ピ
ソ
は
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
の
介
入
が
な
か
っ
た
な
ら
ぱ
民
衆
に
ょ
っ
て
殺
さ
れ
て
い
た

と
デ
ィ
オ
は
述
べ
て
い
る
⑳
。

デ
ィ
オ
の
張
で
は
時
間
の
経
緯
が
前
後
す
る
が
、
ピ
ソ
へ
の
暴
動
が
起
こ
る
前
に
法
案
に
反
対
す
る
元
老
院
に
対
し
て
、
民
衆
が
暴

動
を
起
こ
し
て
い
た
。

「
彼
ら
[
元
老
院
議
員
]
は
元
老
院
議
場
に
お
い
て
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
を
殺
害
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
な
ん
と
か
逃
れ

た
が
、
民
衆
は
元
老
院
議
員
た
ち
の
意
向
を
知
る
と
、
騒
ぎ
た
て
、
彼
ら
の
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
襲
撃
す
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
」
伽
。

こ
の
記
事
に
ょ
れ
ば
、
元
老
院
の
な
か
で
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
を
殺
害
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
元
老
院
の
態

度
を
知
っ
た
民
衆
が
元
老
院
を
襲
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
モ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
マ
ー
ク
ス
は
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
が
コ
ン
テ

イ
オ
で
元
老
院
に
ょ
る
法
案
へ
の
反
発
の
状
況
を
報
告
し
た
の
で
は
な
い
か
と
し
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
民
衆
の
怒
り
が
焚
き
つ
け
ら
れ
、
元

老
院
の
襲
撃
に
つ
な
が
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
⑳
。
元
老
院
の
法
案
へ
の
反
対
、
さ
ら
に
は
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
殺
害
の
試
み
を
、
民
衆
が
知
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つ
た
の
は
コ
ン
テ
ィ
オ
の
一
浜
説
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
史
料
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
情
報
を
効
果
的
に

民
衆
に
知
ら
せ
る
方
法
と
し
て
コ
ン
テ
ィ
オ
を
用
い
た
蓋
然
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

元
老
院
が
反
対
活
動
を
行
う
一
方
で
、
法
案
の
推
進
者
で
あ
る
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
と
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
も
コ
ン
テ
ィ
オ
で
の
一
繞
を
行
っ
て
い

る
⑳
0
 
お
そ
ら
く
ガ
ビ
.
ニ
ウ
ス
が
開
催
し
た
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
は
演
説
を
し
た
と
思
わ
れ
る
演
説
に
つ
ぃ
て
は

^
に
触
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
演
説
^
一
^
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
^
却
山
し
て
お
き
た
い
。

法
案
の
成
立
を
め
ぐ
つ
て
、
推
進
派
・
反
対
派
双
方
が
コ
ン
テ
ィ
オ
を
中
心
に
活
発
に
活
動
し
て
い
る
が
、
反
対
派
、
す
な
わ
ち
元
老

院
が
劣
勢
に
立
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
、
元
老
院
は
新
た
な
反
文

の
手
段
と
し
て
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
以
外
の
護
民
官
に
働
き
か
け
、
法
案
に
反
対
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
護
民
官
は
法
案
に
対
す
る
拒
否
権
を

有
し
て
お
り
、
こ
れ
に
ょ
っ
て
元
老
院
は
法
案
の
成
立
を
阻
止
す
る
こ
と
を
画
策
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
護
民

官
は
民
衆
の
反
発
を
恐
れ
て
、
元
老
院
の
要
請
に
は
応
じ
な
か
っ
た
⑳
。
護
民
官
が
感
じ
て
い
た
圧
力
は
、
政
治
活
動
に
お
け
る
民
衆
の

影
響
力
の
大
き
さ
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
投
票
の
よ
う
な
明
確
な
政
治
行
動
と
し
て
現
れ
な
く
て
も
、
民
衆
が
政
治

家
の
動
向
に
圧
力
を
加
え
る
存
在
と
し
て
の
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
ト
レ
ベ
ツ
リ
ウ
ス
、
ロ
ス
キ
ウ
ス
の
二
人
の
護
民
官
が
元
老
院
の
要
請
を
受
け
、
法
案
に
瓢
す
る
反
文

活
動
を
展
開
し
た
0
 
ト
レ
ベ
ツ
リ
ウ
ス
は
拒
否
権
を
行
使
し
、
法
案
成
立
の
阻
止
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
が
ト

レ
ベ
ツ
リ
ウ
ス
の
解
任
要
求
し
た
た
め
、
事
態
は
激
化
し
て
い
く
。
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
に
ょ
っ
て
召
集
さ
れ
た
ト
リ
ブ
ス
民
会
に
お
い
て
、

ト

レ
ベ
ツ
リ
ウ
ス
の
解
任
に
つ
い
て
の
投
票
が
開
始
さ
れ
る
と
、
ト
レ
ベ
ッ
リ
ス
解
任
へ
の
支
持
が
優
勢
と
な
り
、
一
七
ト
リ
ブ
ス
が
解
任

賛
成
の
票
を
投
じ
た
と
こ
ろ
で
ト
レ
ベ
ッ
リ
ウ
ス
は
拒
否
権
を
取
り
下
げ
た
⑳
。

こ
こ
で
は
護
民
官
の
拒
否
権
と
「
民
衆
の
音
魚
」
に
軌
櫟
が
生
じ
る
と
い
う
事
祭
起
こ
っ
て
ぃ
る
。
そ
し
て
、
(
途
中
で
中
断
さ
れ
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た
が
)
ト
リ
ブ
ス
民
会
で
の
決
議
と
い
う
形
で
、
護
民
官
の
拒
否
権
に
対
し
て
「
民
衆
の
音
魚
」
が
勝
利
を
又
め
る
と
い
う
佶
果
に
な
っ

た
。
モ
ー
ス
テ
ィ
ン
,
マ
ー
ク
ス
は
、
こ
の
こ
と
を
受
け
て
護
民
官
の
拒
否
権
と
は
、
「
民
衆
の
音
魚
」
の
反
映
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
、
と

し
て
い
る
⑳
。
こ
こ
で
の
法
案
へ
の
支
持
と
い
う
「
民
衆
の
音
苗
ど
は
自
発
的
に
生
じ
た
も
の
で
な
く
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
に
ょ
る
占
題
の
是

示
に
ょ
っ
て
創
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
政
治
家
に
ょ
る
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
設
定
に
ょ
っ
て
始
め
て
「
民
衆
の
烹
」
が
勺
出
さ
れ
る
こ
と
は

看
過
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
民
衆
の
音
苗
ど
が
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
護
民
官
を
解
壬
に
追
い
こ
む
ほ
ど
の
政
治
り

な
力
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
い
ぇ
る
0

も
う
一
人
の
護
民
官
ロ
ス
キ
ウ
ス
は
反
対
演
説
を
行
い
、
民
衆
の
説
得
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
反
対
の
立
昜
か
ら
、
私
人
と
し

て
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
、
カ
ト
ゥ
ル
ス
が
演
説
を
行
っ
た
こ
と
が
確
酪
き
る
。
こ
れ
ら
の
演
説
に
つ
い
て
は
、
行
を
変
え
て
見
て
、
き
こ

0

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
民
会
に
お
い
て
法
案
が
可
決
さ
れ
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
に
海
賊
討
伐
の
命
令
権
が
武
与
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
法
案
成
立
の
過
程
を
見
れ
ぱ
わ
か
る
よ
う
に
、
民
衆
の
動
向
が
状
況
を
大
き
く
左
右
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
コ
ン
テ
ィ
オ
を

経
由
し
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
演
説
者
の
意
図
と
交
錯
す
る
な
か
で
法
案
の
可
決
に
至
っ
て
い
る
0
 
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
成
立
の

過
程
で
は
、
コ
ン
テ
ィ
オ
と
い
う
場
が
政
局
の
分
岐
点
と
し
て
作
用
し
て
い
る
0

以
下
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
過
程
で
行
わ
れ
た
コ
ン
テ
ィ
オ
で
の
一
繞
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
0

ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
成
立
過
程
の
な
か
で
、
コ
ン
テ
ィ
オ
で
の
演
説
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
前
節
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
0
 
し
、

ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
コ
ン
テ
ィ
オ

Ⅲ
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し
、
法
案
の
成
立
過
程
で
コ
ン
テ
ィ
オ
が
何
回
開
催
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
正
確
な
数
は
わ
か
ら
な
い
単
に
史
料
に
述
べ
ら
れ
て
い
な

コ
ン
テ
ィ
オ
が
開
催
さ
れ
た
可
能
性
と
い
、
つ
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
史
料
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
一
碩
説
者
が
ど
の
コ
ン
テ
ィ
オ
で
演
説
を
イ

いつ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
確
な
記
述
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
何
人
か
の
演
説
者
が
登
場
す
る

こ
と
は
稀
な
こ
と
で
は
な
い
0
 
し
か
し
な
が
ら
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
成
立
過
程
を
み
る
限
り
、
ひ
と
つ
の
コ
ン
テ
ィ
オ
で
す
べ
て
の
演
説

が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
元
老
院
側
の
反
対
活
動
、
そ
れ
に
対
す
る
民
衆
の
暴
動
、
ト
レ
ベ
ッ
リ
ウ
ス
の
1
否
権
発
動
か

ら
解
任
問
題
な
ど
、
前
節
で
み
て
き
た
法
案
成
立
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
動
向
を
考
慮
す
る
と
、
数
回
の
コ
ン
テ
ィ
オ
か
鳥
か
れ
六
と
考

え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
0
 
コ
ン
テ
ィ
オ
の
具
体
的
な
数
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
演
説
者
に
つ
ぃ
て
は
史
半
上
確
一
・
・
乢
で
き

る
す
べ
て
の
も
の
は
以
下
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
演
説
者
と
い
う
視
点
で
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
コ
ン
テ
ィ
オ
を
み
て
い
き
六

0
(
1
)
一
競
者

ま
ず
、
法
案
の
支
持
者
の
演
説
か
ら
み
て
い
く
。
第
一
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
法
案
の
提
案
者
で
あ
る
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
で
あ

る
0
 
彼
が
法
案
成
立
ま
で
に
行
な
っ
た
と
確
翆
き
る
コ
ン
テ
ィ
オ
で
の
演
説
は
、
最
初
の
コ
ン
テ
ィ
オ
で
法
案
の
内
容
を
説
明
し
六
L

説
⑳
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
が
法
案
の
権
限
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
人
物
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
演
説
で
あ
る
田
先
述
し
六
か
、
こ
れ
ι
力
え

て
、
モ
ー
ス
テ
ィ
ン
"
マ
ー
ク
ス
の
推
察
で
は
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
が
元
老
院
議
員
た
ち
に
襲
わ
れ
、
彼
ら
の
態
度
を
民
衆
に
灸
ら
せ
る
六
め

の
演
説
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
則
。
こ
れ
ら
の
演
説
の
う
ち
、
内
{
谷
に
つ
い
て
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
ー
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
権

限
賦
与
に
つ
い
て
述
べ
た
演
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
ぃ
て
は
、
後
述
す
る

ガ
ビ
ニ
ウ
ス
は
法
案
の
提
案
者
で
あ
る
た
め
、
単
な
る
演
説
者
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
他
の
者
が
行
な
う
一
頓
説
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
と
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い
う
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
演
説
は
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
が
開
催
し
た
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ

り
個
、
カ
ト
ゥ
ル
ス
を
コ
ン
テ
ィ
オ
に
刀
忌
趣
し
、
演
説
を
さ
せ
て
い
る
の
も
彼
で
あ
る
圃
。
法
案
を
め
ぐ
る
一
連
の
過
程
に
お
い
て
、
ガ

ビ
ニ
ウ
ス
は
主
導
的
に
活
動
し
て
お
り
、
コ
ン
テ
ィ
オ
を
効
果
的
に
利
用
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
の
コ
ン
テ
ィ
オ
戦
略
に
つ
い
て
、
モ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
マ
ー
ク
ス
は
「
強
固
に
喚
起
さ
れ
た
民
衆
の
力
と
主
催

す
る
官
職
者
の
力
の
協
力
関
係
が
、
現
実
の
反
対
意
見
と
潜
在
的
な
反
対
意
見
に
た
い
し
て
広
範
な
沈
黙
効
果
を
創
り
出
し
て
い
る
」
則

と
評
し
て
い
る
。

ガ
ビ
ニ
ウ
ス
以
外
に
法
案
支
持
の
演
説
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
み
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
ポ
ン

ペ
イ
ゥ
ス
は
官
職
に
な
く
、
私
人
と
し
て
一
競
を
行
っ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
法
案
の
事
実
上
の
当
事
者
で
あ
る
。
法
案
が
可
決
さ
れ
た
ら

ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
に
海
賊
討
伐
の
権
限
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
そ
の
た
め
、
デ
ィ
オ
が

伝
え
て
い
る
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
一
競
の
内
容
は
法
案
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
法
案
の
権
限
を
受
け
取
る
者
、
す
な
わ
ち
海
賊

討
伐
の
権
限
を
与
え
ら
れ
る
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
権
限
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
た
め
ら
い
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
デ
ィ
オ
に
ょ
れ
ば
、
そ
れ
は
表
面
上
の
振
舞
い
で
あ
り
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
は
海
賊
討
伐
の
指
揮
を
行
な
う
こ
と
を
熱
望
し
て
い
た

が
、
受
け
入
れ
さ
る
を
得
な
い
状
況
下
で
の
指
揮
権
の
賦
与
と
い
う
こ
と
を
演
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
個
。

デ
ィ
オ
が
記
し
て
い
る
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
演
説
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
行
な
わ
れ
た
演
説
の
内
容
に
則
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら

な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
内
{
谷
の
厳
密
性
は
問
題
で
は
な
く
、
コ
ン
テ
ィ
オ
の
演
説
に
お
け
る
特
徴
的
な
点
に
注
目
し
た
い
。
ポ
ン
ペ

イ
ゥ
ス
は
「
口
ー
マ
市
民
諸
君
《
ξ
一
§
、
あ
な
た
が
た
に
ょ
っ
て
称
え
ら
れ
、
私
は
、
つ
れ
し
い
。
:
・
:
・
」
圃
と
い
、
つ
圭
早
巣
で
演
説
を
始

め
て
い
る
。
そ
し
て
、
海
賊
討
伐
の
指
揮
を
行
な
う
こ
と
を
跨
曙
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
一
競
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
演
説
は
こ
の
す
ぐ
後
に
行
な
わ
れ
た
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
の
演
説
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
演
説
を
受
け
て
、
ガ
ビ
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ニ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
な
一
競
を
行
っ
て
い
る
。

「
口
ー
マ
市
民
諸
君
啓
ミ
§
、
こ
の
よ
う
な
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
は
そ
の
人
格
と
し
て
は
立
派
な
こ
と
を
な
し
て
い
る
。
彼
は
任
務
に

進
ん
で
就
こ
う
と
も
し
て
い
な
い
し
、
彼
に
提
案
さ
れ
た
も
の
を
即
座
に
受
け
入
れ
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
善
き

^
中
^
^
:
:
:
し
か
し
な
^
ら
、

人
で
あ
る
彼
は
官
職
を
得
よ
う
と
も
し
な
い
し
、
国
事
を
行
う
こ
と
を
欲
さ
な
い
か
ら
だ
。

あ
な
た
方
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
国
{
永
に
と
つ
て
有
益
に
な
る
こ
と
を
選
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
官

職
を
求
め
る
者
で
は
な
く
、
そ
の
事
業
に
適
切
な
者
を
そ
の
地
位
に
就
け
る
べ
き
で
あ
る
。
前
者
は
多
く
の
人
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
後
者
は
彼
の
よ
う
な
人
物
を
ほ
か
に
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
鰯
。

こ
の
二
つ
の
演
説
は
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
が
指
揮
権
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
跨
跨
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
が
説
得
を
試
み
て
い

る
と
い
う
内
{
谷
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
点
は
両
者
が
「
口
ー
マ
市
民
ス
§
§
」
に
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
聴

衆
を
介
し
、
実
質
的
に
は
演
説
者
ど
う
し
で
の
対
話
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
け
る
演
説
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
為
さ
れ
る
こ
と
で
、
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
演
説
者
が
演
説
を
行
な
う
相
手
と
は
常
に
「
口
ー
マ
市
民

欠
ξ
§
こ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
体
現
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
が
「
国
家
に
と
っ
て
有
益
」
で
あ
る
こ
と
と
い
う
大
義
を
掲
げ
、
「
口
ー
マ
市
民
ス
§
§
~
」
を
説
得
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
小
ノ
な
く
と
も
、
一
頓
説
の
一
言
説
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
「
口
ー
マ
市
民
爽
ξ
§
~
」
と
は
政
治
的
行
為
者
と
し
て

倫
識
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
反
対
の
立
場
の
演
説
を
み
て
い
く
。
ま
ず
、
こ
の
年
の
コ
ン
ス
ル
で
あ
っ
た
ピ
ソ
の
演
説
で
あ
る
。

「
そ
し
て
、
コ
ン
ス
ル
の
一
人
が
彼
[
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
]
に
、
ロ
ム
ル
ス
の
真
似
を
す
る
人
物
は
ロ
ム
ル
ス
と
同
じ
最
期
か
ら
逃
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
、
つ
と
、
彼
は
群
集
に
ょ
っ
て
殺
さ
れ
そ
う
に
な
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
」
側
。
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こ
こ
で
あ
げ
た
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
記
述
で
は
、
「
コ
ン
ス
ル
の
一
人
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
ピ
ソ
の
名
前
は
明
示
さ
れ

て
い
な
い
が
、
彼
が
演
説
者
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
四
。
ピ
ソ
の
演
説
に
お
け
る
反
対
の
ポ
イ
ン
ト
は
個
人
へ
の
権
力
の
集
中

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ピ
ソ
は
ロ
ム
ル
ス
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
で
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
を
独
裁
者
・
王
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
、
コ
ン
テ

イ
オ
を
媒
介
に
し
て
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
否
定
的
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
イ
メ
ー
ジ
を
流
布
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
演
説
に
お
け
る
法
案
へ
の
反

対
の
論
理
は
、
共
和
政
口
ー
マ
の
政
治
文
化
に
お
け
る
価
値
観
に
依
拠
し
て
い
る
。
共
和
政
口
ー
マ
の
権
力
分
散
の
志
向
、
独
裁
体
制

(
あ
る
い
は
王
政
)
に
対
す
る
否
定
的
な
価
値
観
と
い
っ
た
ロ
ジ
ッ
ク
の
な
か
で
法
案
に
反
対
し
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
に
対
す
る
否
定
的
な

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
ピ
ソ
の
抱
い
て
い
る
共
和
政
体
に
つ
い
て
の
肯
定
的
な
価

、し

値
観
が
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
け
る
演
説
を
通
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
共
和
政
体
の
あ
る
べ
き
姿
と
い
う
言
説
が
再
生
産
さ
れ
て
い
く
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
民
衆
に
ょ
っ
て
拒
絶
さ
れ
、
ピ
ソ
は
自
ら
の
命
を
落
と
し
か
ね
な
い
状
況
を
ま
ね
い
た
。

次
に
ロ
ス
キ
ウ
ス
に
ょ
る
反
対
一
競
を
み
て
い
き
た
い
。
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
以
外
の
護
民
官
で
演
説
を
行
っ
て
い
る
の
は
ロ
ス
キ
ウ
ス
の
み

で
あ
る
。
ロ
ス
キ
ウ
ス
の
演
説
の
状
況
を
史
料
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ロ
ス
キ
ウ
ス
が
現
れ
る
と
、
誰
も
耳
を
傾
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
一
人
で
は
な
く
、
二
人
を

派
遣
せ
よ
と
い
う
こ
と
を
指
で
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
衆
が
あ
ま
り
に
も
大
き
な
声
を
あ
げ
た
た
め
:
:
:
」
⑳
。

こ
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
正
確
に
い
ぇ
ば
、
ロ
ウ
キ
ウ
ス
は
一
頓
説
を
行
っ
て
い
な
い
。
彼
は
聴
衆
に
ょ
る
奴
曾
ぢ
の
な
か
、
コ
ン
テ
ィ

オ
に
お
い
て
一
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
手
を
使
っ
た
身
振
り
に
ょ
っ
て
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
ほ
か
に
も
う
ひ
と
り
指
揮
官
を
選
出

す
る
必
要
を
主
張
し
て
い
る
。
ロ
ス
キ
ウ
ス
の
反
対
の
ポ
イ
ン
ト
も
、
海
賊
討
伐
と
い
う
法
案
の
目
的
よ
り
も
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
た
だ
一

人
に
権
力
が
集
中
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
と
い
う
共
和
政
的
価
値
観
に
基
づ
い
た
権
力
の
分
散
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
主
張
は
民
衆
に
ょ
っ
て
退
け
ら
れ
る
。
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私
人
と
し
て
、
反
対
演
説
を
行
っ
て
い
る
人
物
は
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
と
カ
ト
ゥ
ル
ス
で
あ
る
。
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
の
演
説
の
内
{
谷
は
キ

ケ
ロ
が
マ
ニ
リ
ウ
ス
法
を
支
持
す
る
演
説
の
な
か
で
触
れ
て
い
る
帥
。
詳
細
な
内
{
谷
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
演
説
の
ポ
イ
ン
ト
は
他
の

反
対
者
と
同
様
、
権
力
の
集
中
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
カ
ト
ゥ
ル
ス
で
あ
る
が
、
カ
ト
ゥ
ル
ス
の
一
競
の
状
況
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
善
き
人
々
の
ひ
と
り
で
あ
る
カ
ト
ゥ
ル
ス
は
民
衆
の
前
で
言
っ
た
、
『
も
し
彼
[
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
]
が
こ
れ
に
派
遣
さ
れ
、
殺
さ
れ

た
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
多
く
の
場
合
に
お
い
て
起
こ
り
う
る
し
、
特
に
海
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
よ
く
起
こ
る
の
だ

が
、
あ
な
た
方
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
態
に
見
合
っ
他
の
い
か
な
る
人
物
を
見
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
』
、
と
。
す
べ
て
の

群
衆
が
ま
る
で
以
前
か
ら
決
め
て
い
た
か
の
よ
う
に
叫
ん
だ
、
『
あ
な
た
だ
』
、
と
」
⑫
。

カ
ト
ゥ
ル
ス
の
演
説
は
、
根
底
に
は
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
へ
の
権
力
の
集
中
に
対
す
る
反
発
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
他
の
反
対
者
と
は
異

な
り
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
を
失
う
危
険
性
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
聴
衆
へ
の
説
得
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
聴
衆
を

説
得
す
る
に
は
十
分
で
は
な
く
、
彼
の
発
し
た
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
代
わ
り
と
な
る
人
物
が
い
る
の
か
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
、
聴

衆
は
「
あ
な
た
だ
」
と
い
う
と
反
応
を
聴
衆
か
ら
返
さ
れ
て
い
る
。

カ
ト
ゥ
ル
ス
に
演
説
の
機
会
を
与
え
て
い
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
で
あ
る
。
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
の
意
図
と
し
て
は
、
反
対
活
動
を

行
な
っ
た
護
民
官
の
苦
境
を
見
た
後
で
は
、
カ
ト
ゥ
ル
ス
は
法
案
支
持
を
表
明
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
こ
と
で
反
対
者
た
ち
を
取
り
込
む

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
岡
。
し
か
し
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
の
思
惑
に
反
し
て
、
カ
ト
ゥ
ル
ス
は
そ
の
コ
ン
テ
ィ
オ
で
法
案
へ
の

反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
コ
ン
テ
ィ
オ
の
開
催
者
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。
コ
ン

テ
ィ
オ
に
お
け
る
開
催
者
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
と
い
う
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
召
還
す
る
演
説

者
の
選
択
権
の
保
持
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
帥
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
は
、
開
催
者
で
あ
る
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
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の
カ
ト
ゥ
ル
ス
に
支
持
演
説
を
行
な
わ
せ
よ
う
と
い
う
目
算
は
外
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
コ
ン
テ
ィ
オ
の
演
説
に
は
不
確
定
要
素
が
存

在
し
、
完
全
に
開
催
者
の
統
御
の
も
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
カ
ト
ゥ
ル
ス
の
演
説
は
聴
衆
か
ら

の
反
発
に
ょ
っ
て
失
敗
に
終
わ
り
、
結
果
と
し
て
法
案
成
立
を
後
押
し
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
結
果
ま
で
が
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
の

コ
ン
テ
ィ
オ
戦
略
で
あ
っ
た
と
も
言
え
な
く
は
な
い
が
、
ど
こ
ま
で
が
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
の
想
定
の
範
囲
内
で
あ
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
0
 
言

え
る
こ
と
は
、
カ
ト
ゥ
ル
ス
の
反
対
演
説
よ
り
も
、
聴
衆
の
反
応
の
ほ
う
が
政
局
に
大
き
な
影
響
を
持
ち
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
0

以
上
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
を
め
ぐ
る
演
説
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
百
至
思
は
と
も
か
く
、
法
案
の
支
持
者
は
海
賊
討
伐
を
レ
ス
.
プ
ブ
リ
カ

の
利
害
と
主
張
し
て
い
る
。
他
方
、
反
対
者
も
共
和
政
の
政
治
的
価
値
観
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
レ
ス
・
プ
ブ
リ
カ
の
利
益
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。
両
者
と
も
に
レ
ス
.
プ
ブ
リ
カ
の
利
害
と
い
う
言
説
に
ょ
っ
て
、
聴
衆
の
支
持
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
聴
衆
は
自
ら
の
利

害
を
踏
ま
え
、
そ
の
枠
組
み
の
な
か
で
選
択
を
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
こ
と
は
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
に
ょ
っ
て
、
食
糧
供
給
の
問
題
と
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
大
権

賦
与
と
い
う
問
題
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
問
題
設
定
の
す
り
替
え
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
食
糧
供
給
の
た
め
に
海

賊
討
伐
の
必
要
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
反
対
者
は
そ
の
こ
と
自
体
に
反
対
し
た
の
で
は
な
く
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
へ
の
権
力
の
集
中
を
避
け
る

こ
と
を
主
張
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
、
海
賊
討
伐
の
必
要
性
を
退
け
る
も
の
は
な
い
0

法
案
が
可
決
さ
れ
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
が
軍
務
に
就
く
こ
と
に
な
る
と
、
高
騰
し
て
い
た
物
価
が
低
下
し
た
と
プ
ル
タ
ル
コ
ス
が
云
え
て

い
る
閥
。
こ
の
こ
と
は
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
に
ょ
る
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
就
任
・
食
糧
不
足
の
解
消
と
い
う
問
題
設
定
が
受
{
谷
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
史
料
に
お
い
て
も
食
糧
供
給
と
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
大
権
賦
与
の
問
題
が
、
海
賊
討
戈
の
必
要
性
と
い
う
こ

と
を
経
由
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
の
問
題
設
定
が
広
く
受
{
谷
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
船
0
 
民
衆
は

法
案
の
起
草
者
に
ょ
っ
て
問
題
を
提
起
さ
れ
る
こ
と
で
自
ら
の
問
題
意
識
を
言
説
化
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
形
成
す
る
0
 
こ
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の
よ
う
な
構
図
か
ら
は
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
と
い
、
つ
こ
と
が
い
ぇ
る
よ
、
つ
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
逆
に
い
ぇ
ぱ
、
彼
は
民

衆
の
存
在
を
無
視
し
て
は
自
ら
の
法
案
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
熟
知
し
て
お
り
、
コ
ン
テ
ィ
オ
を
媒
介
に
し
て
「
民
衆

の
土
愚
」
を
味
方
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
規
制
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

そ
こ
で
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
が
意
識
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
民
衆
と
は
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
以
下
で
見
て

0

い
き
た
い

(
3
 
聴
衆

コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
は
、
民
衆
は
聴
衆
と
し
て
参
加
し
て
い
た
如
。
そ
れ
で
は
、
コ
ン
テ
ィ
オ
に
集
ま
っ
た
聴
衆
と
は
ど
の
よ
う
な

存
在
で
あ
っ
た
の
か
。
コ
ン
テ
ィ
オ
の
聴
衆
と
は
誰
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
明
確
な
答
え
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ヤ
ー
^
9
.
冨
ゆ
一
曾
^
、
フ
ァ
ン
デ
ル
ブ
ロ
ッ
ク
^
ヤ
.
一
.
〕
.
ぐ
置
曾
ず
一
0
ゆ
臭
^
、
モ
ー
リ
セ
ン
と
い
っ

た
研
究
者
が
検
討
し
て
い
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
お
お
よ
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
と
し
て
都
市
民
衆
で
あ
っ
た
と
い
、
つ
こ
と
か
い
ぇ
る
に

す
ぎ
な
い
姻
。
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
に
つ
い
て
の
コ
ン
テ
ィ
オ
の
聴
衆
に
つ
い
て
も
、
史
料
に
は
聴
衆
の
社
会
構
成
な
ど
を
示
す
表
現
は
な

)し

く
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
参
加
し
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

史
料
に
お
い
て
、
聴
衆
を
示
す
表
現
と
し
て
「
す
べ
て
の
口
ー
マ
民
衆
偏
ヨ
各
易
易
ヤ
邑
三
易
刃
0
ヨ
習
誘
」
四
や
「
口
ー
マ
市
民
よ

欠
§
§
」
田
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
実
際
の
参
加
者
の
規
模
や
構
成
を
理
解
す
る
う
え
で
は
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
そ
れ
ほ

、し

ど
意
味
を
持
っ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
共
和
政
口
ー
マ
の
政
治
文
化
に
お
け
る
コ
ン
テ
ィ
オ
の
機
能
を
理
解
す
る
う
え
で

は
、
注
目
す
べ
き
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
は
、
コ
ン
テ
ィ
オ
の
聴
衆
と
は
誰
で
あ
っ

た
の
か
と
い
う
問
い
に
は
答
え
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
誰
が
コ
ン
テ
ィ
オ
の
聴
衆
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
の
解
答
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を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

デ
ィ
オ
が
用
い
て
い
る
ス
ξ
§
~
と
い
う
言
葉
は
、
ラ
テ
ン
語
の
 
C
三
ヨ
易
の
訳
語
で
あ
る
。
こ
の
一
言
葉
は
口
ー
マ
市
民
団
を
意
味

し
、
ヤ
0
勺
三
易
匁
0
ヨ
曾
易
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
ヤ
0
ヤ
三
誘
刃
0
ヨ
曾
易
、
 
C
仁
三
三
と
い
、
つ
言
早
某
は
コ
ン
テ
ィ
オ
の
聴
衆
を
示
す
も
の
と
し

て
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
り
、
特
に
曾
ミ
三
は
聴
衆
に
対
し
て
呼
び
か
け
る
と
き
の
常
套
句
で
あ
る
。
史
料
と
し
て
あ
げ
て
い
る
キ
ケ

口
の
『
マ
ニ
リ
ウ
ス
法
弁
峯
豊
は
そ
れ
自
体
が
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
け
る
演
説
で
あ
り
、
キ
ケ
ロ
は
曾
三
三
と
い
う
呼
び
か
け
を
二
十
四

回
行
な
っ
て
い
る
団
。
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
に
関
し
て
触
れ
て
い
る
個
所
で
キ
ケ
ロ
が
「
あ
な
た
が
た
」
と
呼
ん
で
い
る
の
も
、
こ
の
 
C
三
ヨ
誘

と
い
う
こ
と
に
な
る
団
0

ヘ
ル
ケ
ス
カ
ム
プ
(
ズ
.
1
一
.
袈
一
寄
旨
ヨ
で
)
は
演
説
に
お
け
る
 
C
三
ヨ
ゆ
m
 
と
い
う
呼
び
か
け
に
ょ
っ
て
、
ロ
ー
マ
民
衆
が
政
治
的
行
為

者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
騎
。
コ
ン
テ
ィ
オ
の
聴
衆
は
、
で
0
ヤ
偏
一
易
匁
o
a
N
言
m
、
 
C
=
三
一
易
と
し
て

共
和
政
口
ー
マ
の
政
治
文
化
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
、
レ
ス
・
プ
ブ
リ
カ
の
利
益
を
考
え
る
政
治
主
体
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
要
求

さ
れ
て
い
る
。
デ
ィ
オ
が
記
し
て
い
る
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
の
演
説
の
な
か
で
、
聴
衆
に
向
け
て
述
べ
て
い
る
、
ロ
ー
マ
市
民
で
あ
る
「
あ
な
た

方
」
は
「
国
家
に
と
つ
て
有
益
に
な
る
こ
と
を
選
ぱ
」
な
け
れ
ば
な
い
と
い
う
言
葉
は
則
、
コ
ン
テ
ィ
オ
の
聴
衆
は
政
治
主
体
と
し
て
の

C
三
ヨ
易
と
し
て
振
舞
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
共
和
政
口
ー
マ
の
政
治
文
化
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
実
際
に
個
々
の
民
衆
が
政
治
的
主
体
者
と
し
て
政
治
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
あ
く
ま

で
C
三
ヨ
易
と
い
う
集
合
体
と
し
て
の
政
治
的
役
割
で
あ
り
、
そ
の
な
か
の
一
個
人
が
政
治
主
体
と
し
て
十
分
に
振
舞
い
得
た
か
は
疑
問

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
一
磊
が
な
さ
れ
る
政
治
文
化
に
お
い
て
、
民
衆
と
い
う
存
在
が
ま
っ
た
く
無
価
値
で
あ
っ
た
と

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
治
主
体
と
し
て
一
言
説
化
さ
れ
た
コ
ン
テ
ィ
オ
の
聴
衆
は
、
演
説
者
に
圧
力
を
加
え
る
存
在
と
し
て
立
ち
現

れ
る
。
演
説
者
は
政
治
主
体
で
あ
る
聴
衆
に
対
し
て
、
説
明
責
任
を
果
た
す
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
に
、
民
衆
が
政
治
的
な
力
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を
持
ち
う
る
<
示
地
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
コ
ン
テ
ィ
オ
で
の
政
治
家
の
演
説
に
お
け
る
一
言
説
に
ょ
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
。
そ
う
し

た
意
味
で
、
政
治
家
自
身
が
自
ら
を
規
制
す
る
一
磊
を
創
り
出
し
て
い
た
と
い
ぇ
る
。

民
衆
の
政
治
的
影
響
力
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
民
衆
の
暴
力
と
い
う
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
成
立
過
程
に
お
い

て
も
民
衆
に
ょ
る
暴
力
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ピ
ソ
が
民
衆
に
ょ
っ
て
襲
わ
れ
、
殺
{
舌
さ
れ
か
け
た
事
件
が
そ
う
で
あ
る
。
プ
ル
タ
ル
コ

ス
は
、
ピ
ソ
が
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
を
ロ
ム
ル
ス
に
な
ぞ
ら
え
た
演
説
を
し
た
こ
と
に
ょ
っ
て
民
衆
に
反
感
を
与
え
た
た
め
、
龍
六
撃
さ
れ
た
と

し
て
い
る
団
。

ま
た
デ
ィ
オ
が
伝
え
て
い
る
元
老
院
襲
撃
事
件
で
は
、
元
老
院
の
法
案
に
対
す
る
否
定
的
姦
度
を
知
っ
た
民
衆
が
元
老
院
霧
を
襲

つ
て
い
る
岡
。
史
料
で
は
、
襲
撃
が
行
な
わ
れ
る
前
に
コ
ン
テ
ィ
オ
が
あ
っ
た
と
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
か
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ガ

ビ
ニ
ウ
ス
に
ょ
る
コ
ン
テ
ィ
オ
で
の
一
競
を
通
し
て
、
民
衆
は
法
案
に
対
す
る
元
老
院
の
態
度
を
知
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
こ
に
あ
げ
た
法
案
成
立
過
程
で
起
こ
っ
た
二
っ
の
民
衆
に
ょ
る
暴
力
事
件
は
、
い
ず
れ
も
コ
ン
テ
ィ
オ
で
の
一
競
を
引
き
金
と
し
て

い
る
。
元
老
院
の
襲
撃
の
場
合
は
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
に
ょ
る
煽
動
的
要
素
が
強
い
が
、
ピ
ソ
の
場
合
は
演
説
の
内
容
自
体
に
民
衆
が
怒
り
を
示

し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
コ
ン
テ
ィ
オ
と
暴
力
の
結
び
つ
き
は
、
単
に
「
煽
動
」
に
ょ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
聴
衆
の
演
説
者
へ
の
反
発

と
い
う
形
で
現
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
演
説
者
と
聴
衆
の
あ
い
だ
に
緊
張
関

集
存
在
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
こ
の
緊
張
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
聴
衆
の
反
発
は
、
デ
ィ
オ
奈
べ
て
い
る
元
老
院
、
護
民
官
の
沈

黙
に
み
ら
れ
る
(
潜
在
的
な
も
の
も
含
む
)
反
対
者
に
対
す
る
「
沈
黙
効
果
」
を
も
た
ら
す
鰯
。

し
か
し
、
コ
ン
テ
ィ
オ
の
聴
衆
は
暴
力
の
よ
う
な
実
力
行
使
に
ょ
っ
て
の
み
、
演
説
者
に
圧
力
を
か
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら

は
演
説
に
対
す
る
反
応
と
い
う
方
法
で
自
ら
の
「
意
思
表
明
」
を
行
い
、
演
説
者
に
対
し
て
圧
力
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ガ
ビ
ニ
ウ

ス
法
の
成
立
過
程
に
お
け
る
コ
ン
テ
ィ
オ
の
聴
衆
の
反
応
は
、
そ
の
影
響
力
を
考
え
る
う
え
で
特
徴
的
な
事
例
で
あ
る
。
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ロ
ス
キ
ウ
ス
の
演
説
に
お
い
て
は
、
彼
が
演
壇
に
登
場
し
た
時
点
で
、
既
に
聴
衆
は
一
競
を
聴
く
状
態
で
は
な
く
、
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お

い
て
騒
ぎ
立
て
る
こ
と
で
演
説
者
で
あ
る
ロ
ス
キ
ウ
ス
へ
の
反
発
を
露
わ
に
し
て
い
る
。
ロ
ス
キ
ウ
ス
は
言
葉
を
発
す
る
こ
と
を
諦
め
ざ

る
を
得
ず
、
指
を
使
っ
て
で
し
か
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
ひ
と
り
に
権
限
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
主
張
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
身
振
り
を
見
た
聴
衆
は
さ
ら
な
る
怒
号
を
も
つ
て
ロ
ス
キ
ウ
ス
に
応
え
て
い
る
田
。

カ
ト
ゥ
ル
ス
の
場
合
は
「
静
粛
」
を
も
っ
て
聴
衆
に
迎
え
ら
れ
て
い
る
。
聴
衆
が
沈
黙
し
、
演
説
を
傾
聴
す
る
こ
と
は
、
聴
衆
の
演
説

者
に
対
す
る
敬
意
の
現
れ
で
あ
り
、
カ
ト
ゥ
ル
ス
は
聴
衆
か
ら
好
意
と
尊
敬
の
念
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
四
。
ロ
ス
キ
ウ
ス
の
事

例
と
対
比
す
る
と
、
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
一
漢
説
が
ま
と
も
に
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
さ
え
も
、
聴
衆
の
判
断
に
耒
女
ね
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
聴
衆
か
ら
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
た
カ
ト
ゥ
ル
ス
で
あ
っ
た
が
、
ロ
ス
キ
ウ
ス
ほ
ど
露
骨
な
反
発
は
示
さ
れ
な
い
に
せ
よ
、
彼

の
法
案
へ
の
反
対
演
説
に
対
し
て
聴
衆
の
不
満
の
声
が
あ
げ
ら
れ
た
。
カ
ト
ゥ
ル
ス
が
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
を
失
う
こ
と
の
損
失
を
説
き
、
そ

の
代
わ
り
に
な
り
う
る
人
物
が
い
る
の
か
と
聴
衆
に
問
い
か
け
る
と
、
聴
衆
か
ら
「
あ
な
た
だ
」
と
い
う
返
答
が
な
さ
れ
、
カ
ト
ゥ
ル
ス

は
聴
衆
を
説
乍
侍
す
る
こ
と
を
諦
め
て
い
る
脚
。
こ
こ
で
は
、
一
碩
説
者
と
聴
衆
に
ょ
る
質
疑
応
答
と
い
う
形
で
の
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

な
さ
れ
て
お
り
、
文
字
ど
お
り
、
聴
衆
の
意
見
表
明
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
演
説
は
法
案
成
立
過
程
の
最
終
局
面
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
聴
衆
の
反
応
は
法
案
可
決
を
決
定
づ
け
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
民
衆
の
反
応
は
、
先
に
述
べ
た
暴
力
の
場
合
と
同
様
、
演
説
者
と
聴
衆
の
あ
い
だ
に
緊
張
関
係
を
創
り
出
し
て

い
る
。
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
け
る
こ
の
緊
張
関
係
が
聴
衆
の
政
治
的
な
力
と
し
て
機
能
し
、
民
衆
か
ら
の
反
対
者
に
対
す
る
圧
力
と
な
っ
て

法
案
成
立
を
牽
引
し
た
。

民
衆
の
創
り
だ
し
た
「
沈
黙
効
果
」
、
そ
れ
は
「
世
論
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
が
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
得
た
こ

と
は
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
以
降
の
展
開
に
ひ
と
つ
の
視
点
を
与
え
て
い
る
。
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
が
成
立
し
た
翌
年
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
権
限
が
拡
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大
さ
れ
た
。
そ
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
法
案
成
立
を
め
ぐ
つ
て
の
両
陣
営
の
激
し
い
対
立
は
伝
え

ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
政
治
上
の
現
実
的
な
対
応
の
必
要
性
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
成
立
過
程
で
の
民
衆
に
ょ
る
世

論
の
形
成
が
際
立
っ
た
反
対
活
動
を
封
じ
込
め
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

最
後
に
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
コ
ン
テ
ィ
オ
を
通
し
て
見
え
て
く
る
共
和
政
口
ー
マ
の
政
治
文
化
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思

う
。
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
け
る
政
治
家
、
す
な
わ
ち
演
説
者
は
支
持
・
反
対
の
立
場
を
問
わ
ず
、
一
繞
を
通
し
、
自
ら
の
政
治
的
価
値
観
、

あ
る
い
は
レ
ス
・
プ
ブ
リ
カ
の
利
益
に
つ
い
て
一
言
説
化
を
行
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
聴
衆
は
ま
っ
た
く
の
客
体
で
あ
っ
た
の
か
。
モ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
マ
ー
ク
ス
は
、
「
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
け
る
叫
び
声
や
そ

れ
に
続
く
民
会
の
投
条
民
衆
に
「
声
」
を
与
え
て
い
る
な
ら
、
演
説
者
で
あ
る
エ
リ
ー
ト
の
構
成
者
は
彼
ら
に
言
葉
を
与
え
て
い
た
」

と
い
う
表
現
で
、
演
説
者
と
聴
衆
の
関
係
性
を
述
べ
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
一
競
者
側
に
与
え
て
い
る
側
。

し
か
し
な
が
ら
、
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
の
成
立
過
程
を
見
る
と
、
民
衆
の
「
声
」
の
部
分
を
も
う
小
ノ
し
積
極
的
に
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
民
衆
の
「
声
」
自
体
が
一
繞
者
た
る
エ
リ
ー
ト
に
ょ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
演
説
者
は
民
衆
の
「
声
」
の

存
在
を
意
識
せ
ね
ぱ
な
ら
ず
、
さ
ら
に
自
ら
民
衆
に
与
え
た
言
葉
に
ょ
っ
て
創
り
だ
さ
れ
た
民
衆
の
「
声
」
に
規
定
さ
れ
て
い
く
も
の
と

し
て
捉
え
る
事
も
で
き
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
コ
ン
テ
ィ
オ
と
い
う
場
に
お
い
て
政
治
主
体
と
し
て
言
説
化
さ
れ
た
聴
衆
の
存
在
、
場
合

に
ょ
っ
て
は
暴
力
と
い
う
実
力
行
使
に
ょ
っ
て
演
説
者
が
襲
わ
れ
る
可
能
性
、
そ
し
て
聴
衆
か
ら
の
反
発
を
一
繞
に
対
す
る
反
応
と
い
う

形
で
直
接
受
け
る
こ
と
に
ょ
っ
て
一
浜
説
者
も
緊
張
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ィ
オ
の
性
質
を
捉
え
る
に
は
、
一
頓
説
者
で

お
わ

り

こι
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あ
る
政
治
家
と
聴
衆
で
あ
る
民
衆
の
ど
ち
ら
か
に
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
あ
る
と
い
う
見
方
を
す
る
よ
り
も
、
「
政
治
家
の
へ
ゲ
モ
ニ
ー
と
民

衆
の
政
治
的
な
力
が
交
錯
す
る
場
」
と
し
て
考
え
た
ほ
う
が
よ
り
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
帝
国
経
営
、
権
力

の
集
中
と
い
う
問
題
の
端
緒
と
も
い
ぇ
る
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
法
を
め
ぐ
る
コ
ン
テ
ィ
オ
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
今
後
共
和
政
末
期
か
ら
元

首
政
へ
の
移
行
期
を
考
察
す
る
う
え
で
、
コ
ン
テ
ィ
オ
と
そ
こ
で
の
演
説
者
と
聴
衆
の
関
係
を
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
俎
上
に
あ
げ

る
必
要
性
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
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い
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
0
 
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
大
半
が
反
対
し
て
い
た
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。

⑳

勺
一
三
.
、
、
0
注
、
.
、
 
N
物
、
 
0

の

口
一
0
、
賃
ぐ
一
、
ゞ
、
W

口⑳
口
一
0
、
墓
ぐ
一
、
ゞ
、
一
1
N

⑳
国
0
易
一
n
a
,
冨
貫
、
 
0
ヤ
含
一
.
、
選
.
一
這
1
一
曽

伽
口
一
0
、
語
く
一
.
 
N
山
、
一
1
N
C
、
W

伽
口
一
0
.
賃
ぐ
一
、
N
令
.
一

侶
)
曽
0
=
.
、
司
N
乃
一
口
ぢ
、
 
X
X
X
く
一
、
W
●
.
一
1
W

⑳
国
0
晶
一
n
a
,
冨
鼠
、
 
0
ヤ
 
0
一
一
.
、
毛
.
一
ゞ
1
一
N
小
.

⑳
勺
言
一
.
、
、
§
、
.
、
 
N
゛
、
 
W

の

0
-
0
、
貫
ぐ
一
、
 
N
メ
一
1
N
C
、
W
.

6D

註
⑳
参
照
。

B2

口
一
0
、
χ
美
ぐ
一
、
暗
、
一
で
、
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
の
演
説
を
受
け
て
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
が
演
説
を
続
け
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
護
民
{
昌
で

3

あ
る
ガ
ビ
ニ
ウ
ス
が
コ
ン
テ
ィ
オ
を
主
催
し
、
私
人
で
あ
っ
た
ポ
ン
ペ
イ
ゥ
ス
を
コ
ン
テ
ィ
オ
に
召
還
し
て
演
説
を
さ
せ
て
い
る
と
考
え
る
の
が

妥
当
。
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
一
五
一
頁
以
下
参
照
。

邸
口
一
0
、
語
ぐ
一
、
W
O
、
令
1
山
.

⑭
三
0
易
一
ゆ
冒
・
ミ
鼠
、
 
0
ヤ
 
0
一
一
.
、
で
.
一
曽
{

価
口
一
0
、
貫
ぐ
一
、
N
令
、
山
1
N
y
 
-

価
口
一
0
、
語
く
一
.
N
物
、
一
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鰯
口
一
0
.
 
X
美
ぐ
一
、
 
N
司
、
一
1
W
.

艇
ヤ
一
=
一
'
、
、
§
、
.
、
 
N
山
、
▲

田
 
6
-
.
口
一
0
、
 
X
美
く
一
、
 
N
令
、
W
.
三
0
易
§
=
,
国
貸
X
、
号
.
0
-
r
 
で
.
 
C
山
、
一
歌
、
一
曽

即
「
言
一
.
、
、
0
ミ
、
.
、
 
N
断
、
小
一
 
6
、
.
ご
一
0
.
 
X
X
X
ぐ
一
、
 
W
O
、
W
.

如

(
一
0
:
ミ
食
.
、
仏
N

⑫
口
一
0
、
重
ぐ
一
、
 
W
1
N
-
 
0
-
.
δ
一
0
.
、
ミ
容
.
、
物
C
一
勺
一
仁
一
.
、
、
§
、
.
、
 
N
y
 
仇
1
小

祁
豆
0
、
χ
美
く
一
、
W
O
.
令
1
山
.

⑭
悶
X
.
工
0
突
ゆ
旨
ヨ
で
、
号
.
0
一
一
.
、
 
m
.
 
W
山
一
三
0
=
a
m
ゆ
P
 
0
で
.
0
二
.
、
七
.
令
血

勺
一
仁
一
.
、
、
§
、
.
、
 
N
び
、
 
N

4

註
②
参
照
。

6岡
こ
こ
で
は
政
治
家
(
官
職
経
験
者
)
で
は
な
い
者
と
い
う
広
い
意
味
で
「
民
衆
」
と
い
う
一
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
コ
ン
テ
ィ
オ
に
お
い
て
は
聴
衆

と
し
て
参
加
す
る
場
△
口
、
ロ
ー
マ
市
民
権
は
必
要
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
必
ず
し
も
コ
ン
テ
ィ
オ
の
聴
衆
ι
口
ー
マ
市
民
と
い
う
こ
と
で
は
な

ご
く
稀
に
官
職
に
ま
っ
た
く
就
い
た
こ
と
が
な
い
と
思
わ
れ
る
人
物
が
コ
ン
テ
ィ
オ
で
演
説
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
例
外
的
な

、
0

し事
例
で
あ
り
、
民
衆
は
聴
衆
と
い
う
形
で
参
加
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
一
五
一
 
S
 
一
五
五
頁

姻
国
含
曾
、
え
露
、
ミ
§
寝
ミ
誘
や
乏
一
ゆ
m
ず
且
今
、
-
C
び
び
、
切
.
=
令
1
一
一
山
一
ぐ
N
己
段
ず
§
呈
、
§
ミ
ミ
に
ミ
壱
ミ
瓢
ミ
ヘ
ミ
詩
ミ
ミ
御
価
ミ
ミ
、
ミ
§
雰
譜

え
0
ミ
*
寿
ミ
~
穹
(
容
.
伽
0
1
血
0
 
弱
.
δ
.
)
.
ン
ヨ
m
一
曾
曾
.
-
C
給
、
選
.
伽
1
1
C
W
一
三
0
且
一
m
n
p
 
0
で
.
0
一
一
.
、
や
ヤ
.
W
C
1
言
一
 
0
-
.
拙
稿
、
甫
掲
論
文
、
一
山
び
1
一
び
.

頁
。

9

乃
一
O
J
 
ミ
籍
罵
.
、
太

血印
閉
X
.
口
一
0
、
 
X
X
X
ぐ
一
、
N
y
 
一
一
 
N
司
、
一
.

δ
ぢ
J
 
武
旦
.
、
一
一
 
N
一
一
9
 
一
令
一
マ
一
 
N
一
一
 
N
N
-
 
N
゛
一
蛤
一
岑
一
 
W
゛
一
令
N
一
ご
一
令
9
 
0
伽
一
念
一
゛
伽
一
參
一
歌
一
び
ゞ
易
一
二

皐図

則
X
.
δ
一
6
J
 
ミ
魯
.
、
食
一
山
C

岡
工
0
牙
誘
欠
嘗
で
.
0
で
.
0
一
一
:
仇
.
W
小
'
一
.
コ
ン
テ
ィ
オ
の
聴
衆
は
、
ロ
ー
マ
市
民
権
保
有
者
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
粂
.
拙
稿
、
市
掲
論
文
、
一

五
六
S
 
一
六
0
頁
。

@
口
一
0
、
巽
χ
く
一
.
 
N
司
、
一
.
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⑥)岡侶9)岡団岡個

勺
一
仁
一
:
ヤ
0
ヨ
勺
.
 
N
y
 
w
-
 
6
-
.
口
一
0
、
χ
χ
χ
ぐ
一
、
N
▲
、
W

口
一
0
、
 
X
美
く
一
.
ゞ
、
一
1
N

口
一
0
、
 
X
美
ぐ
一
、
ゞ
、
一

口
一
夕
 
X
χ
χ
ぐ
一
、
W
●
.
 
W
一
則
一
仁
一
.
"
、
§
、
.
、
 
N
物
、
び

ヤ
一
三
.
、
、
0
ヨ
で
、
N
y
 
血
.
斗
.
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
一
六
六
S
 
一
六
七
頁
。

δ
一
0
:
ミ
禽
為
.
、
物
C
一
口
一
9
 
美
X
ぐ
一
.
 
W
び
秒
一
ヤ
一
仁
一
:
、
§
、
.
、
 
N
物
J
 
゛
1
小

三
0
誘
一
n
-
=
,
三
貫
.
 
0
ヤ
 
0
=
.
、
で
.
 
N
伽
一


