
へ
ー
ゲ
ル
「
法
哲
学
」

を
め
ぐ
る
一

八
一
九
年

イ
ル
テ
ィ
ン
グ
問
題
に
つ
い
て

水
　
野

建
　
雄

　
へ
ー
ゲ
ル
の
「
法
哲
学
」
に
関
す
る
研
究
に
一
石
を
投
じ
た
問
題
に
、

イ
ル
テ
ィ
ン
グ
問
題
が
あ
る
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
5
二
士
9
冒
自
巨
α
q
）
は
、

『
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
講
義
一
八
一
八
－
一
八
三
一
年
』
と
い
う
全
四
巻
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

わ
た
る
大
部
の
講
義
録
を
編
集
、
刊
行
し
た
が
、
そ
の
第
一
巻
に
付
し
た

長
大
な
序
文
の
中
で
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
法
哲
学
綱
要
』
（
？
冒
自
巨
旨

急
『
勺
巨
o
ω
o
呂
5
忌
ω
震
o
－
房
　
　
以
下
こ
の
刊
行
本
「
法
哲
学
」
を
『
法

哲
学
』
と
記
す
）
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
、
新
た
な
資
料
に
も
と
づ
く
き
わ

め
て
注
目
す
べ
き
問
題
提
起
を
行
な
っ
た
。
こ
の
提
起
さ
れ
た
問
題
を
、

こ
こ
で
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
問
題
と
よ
ん
で
お
く
。

　
さ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
が
い
く
つ
か
の
粁
余
曲
折
を
へ
て
、
文
部
大
臣
ア
ル
テ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
招
き
に
応
じ
て
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
就
任
し
た
の
は
、
一

八
一
八
年
の
秋
で
あ
っ
た
。
十
月
二
十
二
日
に
就
任
演
説
を
す
ま
す
と
、

た
だ
ち
に
冬
学
期
の
「
自
然
法
と
国
家
学
」
の
講
義
を
開
始
し
た
。
そ
し

て
、
こ
の
ベ
ル
リ
ン
最
初
の
講
義
を
了
え
た
の
が
一
八
一
九
年
三
月
二
十

五
日
で
あ
る
が
、
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
翌
日
付
の
友
人
二
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
宛

の
手
紙
で
、
幾
分
く
つ
ろ
い
で
い
る
様
子
を
語
っ
た
後
で
、
「
私
は
ラ
イ

プ
チ
ヒ
見
本
市
に
も
う
一
冊
本
を
執
筆
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　
　
　
　
　
＾
2
）

（
串
．
F
旨
ω
）
と
、
『
法
哲
学
』
刊
行
の
予
定
を
語
っ
て
い
る
。
刊
行
本
『
法

哲
学
』
は
、
す
で
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
の
所
謂
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・

エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
と
一
八
一
七
年
冬
学
期
の
「
自
然
法
と
国
家
学
」

の
講
義
、
そ
し
て
ベ
ル
リ
ン
最
初
の
こ
の
講
義
な
ど
を
通
し
て
、
そ
の
大

よ
そ
が
で
き
あ
が
り
、
刊
行
の
準
備
は
整
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
実
際
に
は
、
『
法
哲
学
』
に
序
文
を
入
れ
（
H
o
．
8
・
①
・
寄
）
完
成

し
た
の
は
、
予
定
よ
り
遅
れ
て
そ
の
ほ
ぼ
一
年
半
後
の
こ
と
で
あ
っ
た

　
　
へ
ー
ゲ
ル
は
一
八
二
〇
年
十
月
十
日
に
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
刷

り
上
が
っ
た
ば
か
り
の
新
著
を
送
っ
て
い
る
。

1



　
『
法
哲
学
』
の
刊
行
は
な
ぜ
大
幅
に
遅
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ル
テ
ィ

ン
グ
は
、
こ
の
刊
行
の
延
期
の
う
ち
に
秘
め
ら
れ
た
問
題
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
延
期
が
問
題
と
な
り
う
る
の
は
、
「
へ
ー
ゲ
ル

の
ベ
ル
リ
ン
で
の
教
授
開
始
と
一
八
二
〇
年
の
『
法
哲
学
』
に
お
け
る
研

究
の
結
末
と
の
間
に
は
、
そ
の
時
代
の
歴
史
的
状
況
と
政
治
哲
学
の
課
題

と
に
対
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の
立
場
の
う
ち
に
決
定
的
変
化
が
あ
っ
た
」

（
目
芽
①
q
一
H
・
お
）
か
ら
で
あ
る
。
い
っ
た
い
こ
の
問
題
と
な
る
一
八
一
九

年
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
何
が
著
書
刊
行
を
遅
ら
せ
、
へ
ー
ゲ
ル
は
な
ぜ

立
場
の
変
化
を
意
図
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の

こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
「
法
哲
学
」
研
究
に
決
定
的
な
新
し
い
解
釈
を
迫
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
一
八
一
九
年
と
い
う
「
困
難
な
時

代
」
の
へ
ー
ゲ
ル
像
を
解
明
し
、
こ
の
問
題
に
解
答
を
与
え
よ
う
と
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
す
る
解
答
は
、
或
る
驚
き
を
含
ん
で

い
る
」
（
冒
巨
σ
q
一
H
－
ω
N
）
。

　
こ
こ
で
は
、
H
へ
ー
ゲ
ル
の
立
場
の
「
決
定
的
変
化
」
の
内
容
と
は
何

か
、
目
そ
の
変
化
の
原
因
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て
、

イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
問
題
提
起
の
一
端
を
考
え
て
み
た
い
。

二

　
へ
ー
ゲ
ル
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
と
ベ
ル
リ
ン
時
代
に
合
計
八
回

「
法
哲
学
」
に
関
す
る
講
義
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

講
義
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
現
在
、
聴
講
生
の
講

義
筆
記
録
が
す
べ
て
発
見
さ
れ
て
、
講
義
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
こ
の
時
期
の
「
法
哲
学
」
に
関
す
る
講
義
題
目
と
各
講
義
に
対

応
す
る
筆
記
録
資
料
と
を
図
示
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
〕

　
（
一
八
一
七
・
六
　
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』

　
刊
行
）

①
一
八
一
七
年
冬
学
期
　
「
自
然
法
と
国
家
学
」
…
…
ヴ
ァ
ン
ネ
ン
マ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
〕

　
（
勺
。
峯
曽
目
實
畠
昌
）
の
筆
記
録

〔
ベ
ル
リ
ン
時
代
〕

②
一
八
一
八
年
冬
学
期
　
「
自
然
法
と
国
家
学
」
…
…
ホ
ー
マ
イ
ア
i
（
o
．

　
o
』
o
豪
嵩
『
）
の
筆
記
録

③
一
八
一
九
年
冬
学
期
　
「
自
然
法
と
国
家
学
、
あ
る
い
は
法
哲
学
」
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
）

　
…
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
一
U
』
g
『
暮
）
発
見
の
筆
記
録

（
一
八
二
〇
・
一
〇
　
　
『
法
哲
学
綱
要
』
刊
行
）

④
一
八
二
一
年
冬
学
期
「
自
然
法
と
国
家
学
、
あ
る
い
は
法
哲
学
」
（
『
法

　
哲
学
綱
要
』
〈
ベ
ル
リ
ン
、
一
八
ニ
ニ
に
よ
る
）

⑤
一
八
二
二
年
冬
学
期
　
「
自
然
法
と
国
家
法
、
あ
る
い
は
法
哲
学
」
（
テ

　
キ
ス
ト
に
よ
る
）
…
…
ホ
ト
i
（
ρ
甲
穿
g
o
）
の
筆
記
録

⑥
一
八
二
四
年
冬
学
期
　
「
自
然
法
と
国
家
法
、
あ
る
い
は
法
哲
学
」
（
テ

　
キ
ス
ト
に
よ
る
）
…
…
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
（
声
O
こ
・
O
ま
旨
9
目
）
の
筆

　
記
録

⑦
一
八
三
〇
年
冬
学
期
　
「
自
然
法
と
国
家
法
、
あ
る
い
は
法
哲
学
」

⑧
一
八
三
一
年
冬
学
期
　
「
自
然
法
と
国
家
法
、
あ
る
い
は
法
哲
学
」
（
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

　
キ
ス
ト
に
よ
る
）
…
…
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
（
p
『
卑
；
畠
）
の
筆
記
録



。
⑤
の
ホ
ト
ー
の
筆
記
録
と
⑥
の
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
の
筆
記
録
は
、
周
知

の
よ
う
に
現
在
で
は
『
法
哲
学
』
の
中
に
「
補
遺
」
（
N
房
旨
）
と
し
て
収

録
さ
れ
て
い
る
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
分
析
し
て
い
る
講
義
資
料
の
う
ち
と

く
に
『
法
哲
学
』
成
立
に
関
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク

時
代
の
も
の
と
ベ
ル
リ
ン
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
四
巻

本
講
義
集
は
、
②
の
ヘ
ン
リ
ヒ
発
見
の
新
資
料
と
①
の
ヴ
ァ
ン
ネ
ン
マ
ン

筆
記
録
を
除
い
た
全
て
の
筆
記
録
を
含
む
。
た
だ
し
、
ヴ
ァ
ン
ネ
ン
マ
ン

筆
記
録
に
つ
い
て
は
、
注
記
し
た
よ
う
に
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
別
の
一
冊

を
編
集
刊
行
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
四
巻
本
と
同
列
に
扱
っ
て
考
え

て
い
く
。

　
さ
て
、
『
法
哲
学
』
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
家
哲
学
者
」
と
い
う
へ
ー

ゲ
ル
像
を
長
い
問
定
着
さ
せ
る
根
拠
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
『
法
哲
学
』
成
立
前
後
の
講
義
録
は
、
『
法
哲
学
』
の
へ
ー
ゲ
ル
像
と

は
異
な
っ
た
へ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
浮
び
あ
が
ら
せ
る
。
む
し
ろ
、
へ
ー
ゲ

ル
の
法
哲
学
思
想
の
中
で
『
法
哲
学
』
そ
の
も
の
だ
け
が
特
異
な
突
出
を

示
し
て
い
る
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
こ
の
差
異
を
、
へ
ー
ゲ
ル
の
君
主
権
の

叙
述
と
理
性
的
1
－
現
実
的
と
い
う
周
知
の
命
題
と
を
取
り
あ
げ
て
説
明
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
主
と
し
て
後
者
の
命
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
君
主
権
の
叙
述
に
つ
い
て
、
講
義
録
で
は
「
君
主
は
た
だ
《
然

り
》
と
い
っ
て
、
画
竜
点
晴
の
最
後
の
ピ
リ
オ
ド
を
う
つ
こ
と
」
（
昏
7

　
　
　
　
　
（
3

N
◎
。
9
N
冨
津
。
）
と
語
ら
れ
、
君
主
の
意
志
が
狭
い
限
界
に
閉
じ
こ
め
ら

れ
る
発
想
に
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
発
想
が
、
そ
れ
以
外
の
講
義
録
、

あ
る
い
は
一
八
一
七
年
の
「
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
王
国
議
会
討
論
」
に
対

す
る
論
評
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
根
底
を
流
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
『
法
哲
学
』
で
は
、
君
主
権
は
「
区
別
さ
れ
た
諸
権
力
は

君
主
権
に
お
い
て
個
体
が
全
体
へ
総
括
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
君
主

権
は
、
全
体
の
頂
点
で
あ
り
始
源
で
あ
る
」
一
内
呂
。
ミ
ω
）
と
叙
述
さ
れ
る
。

君
主
権
に
関
す
る
こ
の
二
様
の
叙
述
、
「
画
竜
点
晴
に
最
後
の
ピ
リ
オ
ド

を
う
つ
」
こ
と
に
限
定
さ
れ
た
君
主
像
と
「
全
体
の
頂
点
で
あ
り
始
源
で

あ
る
」
無
限
定
の
君
主
像
と
の
「
特
異
な
二
義
性
」
は
、
し
か
し
、
ロ
ー

ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
見
る
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
矛
盾
」
な
の

で
は
な
い
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、
こ
の
二
義
性
は
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
深

い
思
想
的
矛
盾
」
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
叙

　
　
、
　
　
、
　
　
、

述
の
不
一
致
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
君
主
の
無
制
限
な
絶
対
的
権
力
の
擁
護
」
と
い
う
主
張
を
へ
ー

ゲ
ル
の
立
場
の
転
換
と
し
て
と
ら
え
、
こ
の
転
換
が
何
に
由
来
し
、
そ
れ

を
い
か
に
解
釈
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

『
法
哲
学
』
の
中
に
姿
を
み
せ
る
、
君
主
の
絶
対
的
権
力
の
擁
護
者
へ
ー

ゲ
ル
と
い
う
へ
ー
ゲ
ル
像
に
は
、
慎
重
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

そ
れ
と
い
う
の
も
、
何
か
事
情
が
あ
っ
て
そ
う
い
う
貌
を
見
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
の
だ
か
ら
－
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
そ
う
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。

理
性
的
1
－
現
実
的
の
命
題
も
同
じ
観
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

　
『
法
哲
学
』
序
文
の
中
の
「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り
、
現
実

的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う
周
知
の
言
葉
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
存

命
中
も
ま
た
死
後
も
長
い
間
、
へ
ー
ゲ
ル
の
真
意
を
は
な
れ
て
さ
ま
ざ
ま

に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
命
題
解
釈
の
要
点
の
一
つ
は
、
「
現
実
」

（
峯
マ
彗
o
亭
睾
）
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
で
あ
ろ
う
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
現



実
と
理
性
の
一
致
と
い
う
悪
し
き
現
実
主
義
か
ら
の
解
釈
に
対
し
て
自
己

を
弁
護
す
る
た
め
に
、
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
（
第
二
版
）
の
中
で
改

め
て
次
の
よ
う
に
弁
明
し
て
い
る
。
「
こ
の
簡
単
な
命
題
は
多
く
の
人
に

驚
き
と
敵
意
を
お
こ
さ
せ
た
。
…
…
私
は
…
現
実
と
い
う
概
念
を
…
現
存

在
（
同
邑
箒
冒
）
を
も
っ
て
は
い
る
と
こ
ろ
の
偶
然
的
な
も
の
か
ら
区
別
す

る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
定
在
（
冒
邑
目
）
、
現
存
在
お
よ
び
そ
の
他
の
諸

規
定
か
ら
は
っ
き
り
区
別
す
る
。
…
…
哲
学
は
た
だ
理
念
を
の
み
取
り
扱

う
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
こ
の
理
念
は
、
単
に
ゾ
レ
ン
に
と
ど
ま
っ
て

現
実
的
で
は
な
い
ほ
ど
無
力
な
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
哲
学
が
取

り
扱
う
の
は
現
実
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
上
述
の
事
物
や
制
度
や
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
〕

態
な
ど
は
単
に
そ
の
表
面
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
。
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い

て
は
、
理
念
な
り
ゾ
レ
ン
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
存
在
や
歴
史
と
の
対
立

に
お
い
て
で
は
な
く
、
つ
ね
に
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
の
み
と
ら

え
ら
れ
る
。
か
っ
て
イ
エ
ナ
に
赴
く
頃
す
で
に
へ
ー
ゲ
ル
が
確
認
し
て
い

た
よ
う
に
、
「
二
千
年
に
も
わ
た
る
世
界
と
そ
の
形
成
（
教
養
）
の
全
形
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
〕

と
を
支
配
し
て
き
た
受
苦
と
対
立
の
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
う
ち
に
の
み
、

理
念
は
そ
の
源
泉
を
も
つ
。
理
念
や
ゾ
レ
ン
の
形
成
は
存
在
と
歴
史
に
お

け
る
自
己
形
成
運
動
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
現
実
」
は
か
か
る
運

動
の
場
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
命
題
は
多
義
的
解
釈
を
許
す
或

る
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
命
題
に
お
け
る
へ
ー
ゲ
ル
の
真
意
と
は

何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
命
題
を
語
る
へ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
は
、

も
と
も
と
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
と
も
に
「
理
性
的
国
家
」
の
発
現
が
成
就

し
、
い
ま
「
精
神
は
よ
り
高
次
の
意
識
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
」
、
自
由

の
実
現
と
い
う
政
治
的
歴
史
的
発
想
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
一
八
二
〇
年
に
は
、
哲
学
は
ほ
ぼ
現
存
す
る
も
の
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

弁
護
を
顧
慮
す
る
よ
う
に
変
形
し
た
」
（
H
曇
鼻
H
．
竃
）
。
へ
ー
ゲ
ル
は

『
法
哲
学
』
序
文
で
、
「
こ
の
論
文
は
、
国
家
を
含
む
か
ぎ
り
、
国
家
を

そ
れ
自
身
に
お
い
て
理
性
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
叙
述
す
る
こ
と
以
外

の
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
論
文
は
哲
学
論
文
と
し
て
、
国
家

を
、
そ
れ
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
構
成
す
る
こ
と
か
ら
は
最
も
か
け
離

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
昏
F
く
O
員
＆
①
）
と
語
っ
て
、
「
国
家
は

い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
の
叙
述
を
拒
否
し
て
、
い
か
に
認
識
さ
れ
る
べ
き

か
と
い
う
、
現
実
に
実
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
評
価
へ
と
叙
述
を
変
形
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
の
真
意
で
は
な
か
っ
た
。

へ
ー
ゲ
ル
自
身
に
と
っ
て
哲
学
の
課
題
と
は
、
時
代
精
神
と
結
び
つ
い
て

自
由
の
概
念
を
現
実
と
和
解
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
戦
い
に
耐
え
る

こ
と
、
こ
の
こ
と
の
う
ち
に
あ
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
最
初
の
一
八
一
八
年
の

講
義
の
、
「
序
文
」
か
ら
の
前
引
用
文
に
対
応
す
る
個
所
で
は
、
へ
ー
ゲ

ル
は
、
「
哲
学
は
、
理
性
的
な
も
の
の
み
が
生
起
し
う
る
こ
と
を
認
識
す

る
な
ら
ば
、
外
的
な
個
々
の
諸
現
象
は
、
そ
れ
に
対
し
て
は
な
お
頑
強
に

抵
抗
す
る
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
」
ρ
巨
温
一
H
、
竈
L
竃
）
と

語
っ
た
の
で
あ
る
。
外
的
諸
現
象
は
理
性
的
な
も
の
に
抵
抗
す
る
よ
う
に

み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
抵
抗
で
き
な
い
。
理
性
的
な
も
の

の
み
が
生
起
し
う
る
。
理
性
的
な
も
の
と
諸
現
象
の
運
動
の
場
が
ま
さ
し

く
「
現
実
」
だ
と
す
れ
ば
、
現
実
と
現
存
在
の
区
別
は
、
理
性
的
な
も
の

の
現
実
か
ら
現
存
在
の
非
理
性
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
中
性
化
の

試
み
で
あ
る
。

4



　
「
理
性
的
な
も
の
」
の
命
題
は
、
さ
ら
に
一
八
一
七
年
の
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
ク
講
義
録
で
は
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
表
現
で
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
注
意
を
促
し
て
い
る
。

理
性
的
な
も
の
は
生
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
憲
法

制
度
は
〔
民
族
精
神
の
〕
発
展
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
考
麸
く
雫

昌
自
｛
爵
昇
昌
；
①
・
8
o
臣
－
竃
L
邑
竃
箒
く
①
ま
ω
ω
昌
⑰
・
．
冒
⑦
］
向
昌
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
g
〕

耳
斥
巨
■
■
σ
q
　
〔
o
8
く
o
厚
ω
①
q
9
ω
言
ω
〕
　
庁
け
　
）

　
こ
の
直
前
に
「
民
族
精
神
が
実
体
で
あ
る
」
と
い
こ
と
ば
が
あ
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

れ
を
説
明
し
て
「
理
性
的
な
も
の
ぱ
生
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

く
。
「
理
性
的
な
も
の
は
「
現
実
的
で
あ
る
」
の
真
意
は
、
「
理
性
的
な
も

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
は
生
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
そ
し
て
、
「
理
性
的
な
も
の
は
現
実

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
ね
ば
な

ら
な
い
（
昌
；
）
に
関
し
て
、
そ
の
発
想
を
証
拠
づ
け
る
次
の
よ
う
な
報

告
が
あ
る
。
有
名
な
詩
人
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
の
報
告
で
あ
る
。

私
が
か
つ
て
「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
ば
に
っ
い
て
不
満
を
抱
い
た
と
き
に
、
彼
〔
へ
ー
ゲ
ル
〕
は
奇
妙

に
微
笑
を
浮
か
べ
て
こ
う
述
べ
た
。
「
こ
れ
は
ま
た
こ
う
い
っ
て
も
い

い
の
だ
よ
。
『
理
性
的
な
も
の
は
す
べ
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』

（
≧
雰
一
峯
易
き
昌
旨
巨
①
目
一
ω
戸
目
ら
邑
P
）
と
ね
」
。
彼
は
す
ば
や
く

あ
た
り
を
見
ま
わ
し
て
、
す
ぐ
に
落
ち
つ
い
た
。
。
と
い
う
の
。
も
、
こ
の

こ
と
ば
を
聞
い
た
の
は
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
べ
ー
ア
だ
け
だ
っ
た
か
ら

　
　
　
一
m
）

で
あ
る
。

　
こ
の
ハ
イ
ネ
の
報
告
を
信
懸
性
に
は
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

理
性
的
“
現
実
的
の
命
題
の
真
意
が
目
邑
で
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
と

す
れ
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
は
確
か
に
歴
史
的
に
考
え
て
い
る
。

　
さ
ら
に
こ
こ
で
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
依
拠
し
え
な
か
っ
た
全
く
新
し
い

資
料
に
ふ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
に
よ
っ
て
発
見
さ

れ
た
一
八
一
九
年
の
講
義
筆
記
録
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
命
題
は
次

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
に
な
る
。
そ
し
て
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性

的
に
な
る
。
（
考
曽
毒
；
旨
ま
σ
q
一
ω
戸
ま
『
〇
三
『
彗
員
昌
o
註
ω
峯
宇
庁
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

5
ぼ
三
a
く
①
；
冒
旨
咋
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
こ
こ
で
は
、
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
に
「
な
る
」
（
色
a
）
と
い
う
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

目
す
べ
き
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
」

　
　
、
　
　
、

が
「
な
る
」
と
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
命
題
の
意
味
は
は
っ
き

り
し
た
も
の
に
な
る
。
こ
の
命
題
は
、
理
性
と
現
実
の
一
致
あ
る
い
は
和

解
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
運
動
概
念
を
表
現
し
て
い
る
。

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
全
く
歴
史
論
的
意
味
で
語
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
〔
理
性
的
－
現
実
的
と
い
う
〕
二
重
化
は
、

現
実
と
理
念
の
統
一
か
ら
で
て
く
る
の
で
は
な
く
、
自
已
を
実
現
す
る
理

性
の
抗
し
が
た
い
力
に
よ
っ
て
現
実
は
そ
の
固
有
の
形
態
に
到
達
す
る
と

い
う
」
発
想
か
ら
で
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
思
想
は



「
理
性
形
態
の
現
実
へ
の
運
動
と
現
実
的
な
も
の
の
理
性
形
態
の
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竈
）

を
、
理
性
過
程
の
二
つ
の
側
面
と
し
て
把
え
る
」
思
想
で
あ
る
。
理
性

と
現
実
の
両
者
を
流
動
化
さ
せ
る
こ
の
二
重
の
運
動
が
ま
さ
し
く
「
現
実
」

そ
の
も
の
の
姿
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
命
題
が
現
実
の
美
化
、
聖
化
を

あ
ら
わ
す
と
か
理
念
の
流
出
を
意
味
す
る
と
い
っ
た
解
釈
は
、
意
味
を
失

な
う
で
あ
ろ
う
。
理
性
的
－
現
実
的
の
関
係
が
、
「
ね
ば
な
ら
な
い
」
あ

る
い
は
「
な
る
」
と
語
ら
れ
る
時
も
っ
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、
四
巻
本
講
義
集
編
集
の
時
点
で
は
知
ら
な

か
っ
た
ヘ
ン
リ
ヒ
編
集
の
新
資
料
を
の
ち
に
読
み
こ
み
、
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

　
「
へ
ー
ゲ
ル
は
憲
法
制
度
を
…
…
一
つ
の
体
系
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、

理
性
的
な
も
の
の
諸
原
理
に
単
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
る
べ
き
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
民
族
の
歴
史
的
発
展
の
過
程
で
こ
の
諸
原
理
に
必
然
的
に
次
第
に

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ふ
さ
わ
し
く
な
っ
て
い
く
体
系
と
し
て
考
え
て
い
る
。
理
性
的
で
あ
る
の

は
、
単
に
法
の
諸
原
理
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
展
開
も
ま
た
、
こ
の
諸
原

理
の
実
現
の
過
程
と
し
て
理
性
的
な
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
確
信

の
根
拠
を
…
…
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
・
民
の
歴
史
に
お
け
る
自
由
な
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

己
意
識
の
形
成
の
う
ち
に
み
て
い
る
。
…
…
理
性
的
な
も
の
が
生
起
し
な

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
自
由
の
意
識
の
発
展
は
一
民

族
の
う
ち
に
と
ど
め
お
か
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
に
、
そ
の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
売
〕

拠
を
も
つ
の
で
あ
る
」
と
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、
こ
の
命
題
は
本
来
、

高
次
な
自
由
意
識
を
根
拠
と
す
る
よ
り
完
全
な
社
会
形
態
の
出
現
を
要
求

す
る
、
き
わ
め
て
歴
史
的
政
治
的
な
発
想
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ

し
て
、
こ
れ
が
へ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
の
基
本
旋
律
一
9
冒
串
8
實
）
を
な
す

と
考
え
る
。

　
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
『
法
哲
学
』
で
は
こ
の
発
想
が

明
確
な
形
を
と
っ
て
登
場
し
な
い
の
か
。
む
し
ろ
、
「
国
家
を
そ
れ
自
身

に
お
い
て
理
性
的
な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
」
を
め
ざ
し
て
、
「
現

存
す
る
も
の
の
擁
護
を
顧
慮
す
る
こ
と
へ
と
変
形
し
た
よ
う
に
み
え
る
」

事
態
は
、
な
ぜ
生
じ
た
の
か
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
こ
う
し
た
こ
と
を
問
い

つ
つ
、
へ
ー
ゲ
ル
の
立
場
の
変
化
が
、
へ
ー
ゲ
ル
が
単
に
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ

ム
に
転
向
し
た
り
、
あ
る
い
は
へ
ー
ゲ
ル
に
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
抱
か
せ

る
ほ
ど
に
時
代
が
改
良
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、

実
は
、
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
基
本
旋
律
を
堅
持
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か

く
も
短
か
い
問
に
「
現
存
す
る
も
の
の
擁
護
」
を
装
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
、
特
異
な
「
或
る
驚
き
を
含
む
」
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
語
る
の
で

あ
る
。
そ
の
理
由
と
は
、
一
八
一
九
年
の
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
協
約

（
5
『
尿
σ
邑
胃
思
ω
o
巨
身
ω
①
）
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

三

　
ド
イ
ツ
・
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
望
易
g
實
ω
g
津
）
は
対
仏
解
放
戦

争
後
、
ド
イ
ツ
の
「
自
由
と
統
一
」
を
掲
げ
て
、
一
八
一
五
年
六
月
に
イ

エ
ナ
大
学
で
結
成
さ
れ
た
学
生
団
体
組
織
で
あ
る
が
、
一
八
一
七
年
一
〇

月
の
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
祭
の
祝
典
の
際
に
全
ド
イ
ツ
学
生
連
盟
説
立
を
宣

言
し
、
翌
一
八
年
、
全
ド
イ
ツ
・
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
創
立
し
た
。

へ
ー
ゲ
ル
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
就
任
の
数
ヶ
月
後
の
一
八
一
九
年
五
月
に



ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
催
し
た
ピ
ッ
ヒ
ェ
ル
ス
ベ
ル
ク
の

祝
典
に
、
同
僚
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
、
デ
・
ヴ
ェ
ッ
テ
、
・
「
体
操

の
父
」
ヤ
ー
ン
な
ど
と
共
に
招
か
れ
た
が
、
こ
の
べ
ー
ゲ
ル
の
参
加
は
、

「
へ
ー
ゲ
ル
と
そ
の
同
僚
が
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
精
神
的
指
導
者
と

み
な
さ
れ
た
こ
と
の
し
る
し
」
で
あ
り
、
「
へ
ー
ゲ
ル
が
当
時
の
学
生
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
〕

動
と
い
か
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
か
」
を
物
語
っ
て
い
る
（
自
旨
⑰
・
一

H
．
畠
）
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
問
題
と
す
る
の
は
、
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
主
導

の
ウ
ィ
ー
ン
体
制
下
に
あ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
が
こ
の
ド
イ
ツ
・
ブ
ル
シ
ェ
ン

シ
ャ
フ
ト
の
急
激
な
政
治
的
運
動
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
、
一
八
一
九
年

三
月
の
ブ
ル
シ
ェ
ン
シ
ャ
フ
ト
員
C
・
L
・
ザ
ン
ト
に
よ
る
コ
ッ
ツ
ェ

ブ
ー
殺
害
事
件
を
契
機
に
し
て
次
第
に
危
機
感
を
強
め
、
そ
の
結
果
、
君

主
制
の
維
持
、
出
版
物
の
検
閲
、
デ
マ
ゴ
ー
グ
に
対
す
る
措
置
、
大
学
教

授
に
対
す
る
監
視
な
ど
を
内
容
と
す
る
「
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
協
約
」
に
よ

る
反
動
政
策
を
と
る
に
到
っ
た
時
代
の
状
況
に
対
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
が
い

か
に
対
応
し
、
ま
た
そ
れ
が
「
法
哲
学
」
に
お
け
る
へ
ー
ゲ
ル
の
立
場
に

い
か
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
一
八
一
九
年
夏
か
ら
急
変
し
て
い
く
政
治
的
事
態
は
、
改
革
派
官
僚
ハ

イ
デ
ン
ベ
ル
ク
や
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
　
　
へ
ー
ゲ
ル
が
プ
ロ
イ
セ

ン
の
政
治
改
革
を
期
待
し
て
い
た
の
は
、
彼
ら
啓
蒙
的
官
僚
に
対
し
て
で

あ
っ
た
1
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
カ
ー
ル
ス
バ
ー
・
ト
協
約

の
公
布
は
九
月
で
あ
る
が
、
し
か
し
現
実
的
に
は
す
で
に
そ
れ
を
先
取
り

す
る
形
で
事
態
は
進
行
し
て
い
た
。
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
協
約
は
、
次
の
よ

う
に
き
わ
め
て
性
急
に
決
め
ら
れ
実
施
に
移
さ
れ
た
。

七
月
十
日
　
大
学
に
お
け
る
自
由
抑
圧
に
っ
い
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

　
提
案
を
ラ
ロ
イ
セ
ン
は
実
質
的
に
受
諾
。

八
月
一
日
　
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
と
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
・

　
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
が
テ
プ
リ
ッ
ツ
で
予
備
会
談
。

同
日
　
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
と
プ
ロ
イ
セ
ン
宰
相
ハ
イ
デ
ン
ベ
ル
ク
は
「
テ

　
プ
リ
ッ
ツ
仮
協
約
」
に
署
名
。

八
月
六
～
＝
：
日
　
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
会
議
。
プ
ロ
イ
セ
ン
は
留
保
条

　
件
を
放
棄
。
協
約
を
決
議
。

九
月
一
六
日
　
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
協
約
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
連
邦
議
会

　
へ
提
出
さ
れ
る
。

九
月
二
十
日
　
議
会
は
万
場
一
致
で
協
約
を
可
決
。

十
月
一
八
日
　
施
行
規
則
を
定
め
協
約
は
実
施
。

　
す
で
に
七
月
は
じ
め
に
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
警
察
査
問
委
員
会
が
設
置

さ
れ
、
「
デ
マ
ゴ
ー
グ
狩
り
」
（
O
竃
轟
o
①
・
8
き
ユ
o
掃
昌
σ
・
①
目
）
が
開
始
さ
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
直
後
に
、
へ
ー
ゲ
ル
の
最
も
親
し
い
弟
子
た
ち
が
次
々

と
逮
捕
さ
れ
る
。
七
月
七
日
早
朝
、
フ
ォ
ン
・
ヘ
ニ
ン
グ
が
、
七
月
一
四

日
に
は
ウ
ル
リ
ヒ
が
、
翌
一
五
日
の
夜
に
は
ア
ス
ヴ
ェ
ル
ス
が
逮
捕
さ
れ
、

カ
ロ
ヴ
ェ
も
嫌
疑
を
受
け
て
予
定
さ
れ
た
ボ
ン
大
学
の
職
を
奪
わ
れ
る
。

そ
し
て
九
月
に
は
、
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
協
約
を
ま
た
ず
に
、
同
僚
の
デ
・

ヴ
エ
ッ
テ
が
、
コ
ッ
ツ
ェ
ブ
ー
殺
害
犯
ザ
ン
ト
の
母
親
に
宛
て
た
、
「
こ

の
純
粋
な
敬
虞
な
若
者
に
よ
る
、
信
念
と
確
信
か
ら
な
さ
れ
た
行
為
は
、

わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
美
し
い
し
る
し
」
と
記
し
た
手
紙
が
発
覚
す
る
に
お

よ
ん
で
、
大
学
を
解
職
さ
れ
る
。
十
二
月
に
は
へ
ー
ゲ
ル
の
知
ら
な
い
と

7



こ
ろ
で
、
ベ
ル
リ
ン
の
或
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ

ハ
ー
、
へ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
そ
の
仲
問
」
が
政
府
の
敵
対
者
で
あ
る
旨
の
密

告
が
、
警
察
大
臣
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
文
部
大
臣
ア
ル
テ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
に
な
さ
れ
も
す
る
。
事
態
の
急
激
な
変
化
が
へ
ー
ゲ
ル
の
身
辺
に

も
押
し
よ
せ
せ
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
協
約
が
実
施
に
移
さ
れ
た
す
ぐ
後
の
十
月
三
十
日
付

の
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
宛
の
手
紙
の
中
で
、
へ
ー
ゲ
ル
は
事
態
の
悪
化
を
憂
え

る
と
と
も
に
、
『
法
哲
学
』
の
印
刷
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
五
十
歳
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
三
十
年
間
を
果
て
し

な
く
動
揺
す
る
恐
れ
と
希
望
の
時
代
の
中
で
す
ご
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
．

て
、
い
っ
か
こ
の
恐
れ
と
希
望
が
終
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
私

は
今
、
こ
う
し
た
事
態
が
ま
す
ま
す
続
く
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ひ
と
び
と
は
憂
う
つ
な
時
間
の
中
で
、
い
よ
い
よ
悪
化

し
て
い
く
と
考
え
て
い
ま
す
。
…
…
私
は
連
邦
議
会
の
協
約
が
届
い
た
ら
、

た
だ
ち
に
印
刷
さ
せ
る
つ
も
り
で
お
り
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
検
閲
の
自
由
が
ど
う
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
る
か
知
っ
て
い
る
の
で
す

　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

か
ら
、
私
は
こ
れ
を
近
い
う
ち
印
刷
に
付
す
で
し
ょ
う
」
（
卑
．
『

胃
o
。
－
昌
o
）
。
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
見
本
市
に
は
あ
る
は
ず
に
な
っ
て
い
た
『
法

哲
学
』
は
、
延
期
さ
れ
て
、
こ
の
夏
の
終
り
に
は
印
刷
の
手
は
ず
に
な
っ

て
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
刊
行
は
延
ば
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
刊
行
延

期
の
理
由
は
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
「
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
協
約
が

ま
ず
こ
の
公
刊
を
不
可
能
に
し
た
」
（
－
巨
長
一
H
．
震
）
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
「
近
い
う
ち
に
印
刷
に
付
す
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
す
る
も
の
に

つ
い
て
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
「
へ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
協
約
が

周
知
に
な
る
前
に
公
刊
を
決
定
し
て
い
た
の
と
同
じ
草
稿
を
前
も
っ
て
変

更
し
よ
う
と
し
た
。
も
し
、
印
刷
の
で
き
上
っ
た
草
稿
を
改
稿
す
る
よ
う

に
へ
ー
ゲ
ル
を
導
い
た
も
の
が
ヴ
ェ
ッ
テ
の
解
雇
で
あ
る
と
仮
定
す
る
な

ら
ば
、
道
を
誤
ま
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
改
稿
は
、
へ
ー

ゲ
ル
が
当
初
予
定
し
て
い
た
よ
り
も
は
る
か
に
長
く
続
く
こ
と
に
な
っ

た
L
（
旨
鼻
H
．
雷
）
と
語
る
。
こ
の
多
難
な
一
八
一
九
年
冬
学
期
に
再

び
「
法
哲
学
」
を
講
義
し
つ
つ
、
へ
ー
ゲ
ル
は
「
自
分
の
草
稿
を
根
本
的

に
完
成
さ
せ
る
の
に
好
都
合
な
機
会
」
を
も
つ
が
、
し
か
し
実
際
に
完
成

し
た
の
は
、
序
文
に
署
名
を
入
れ
た
一
八
二
〇
年
六
月
二
十
五
日
で
あ
っ

た
。　

『
法
哲
学
』
は
、
一
八
一
九
年
の
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
協
約
に
よ
る
デ
マ

ゴ
ー
グ
狩
り
の
危
機
に
直
面
し
て
、
そ
の
公
刊
が
「
延
期
」
さ
れ
、
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
一
1
5
一

「
改
作
」
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
の
改
作
は
、
手
段
と
し
て
の
改
作
で
あ
っ

た
と
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
重
大
な
発
言
を
す
る
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は

時
代
の
危
機
を
、
改
作
と
い
う
「
彼
流
の
や
り
方
」
で
無
事
克
服
し
た
、

あ
る
い
は
、
改
作
は
危
機
克
服
の
手
段
で
あ
っ
た
と
い
う
発
言
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
デ
・
ヴ
ェ
ッ
テ
事
件
、
デ
マ
ゴ
ー
グ
狩
り
の
犠
牲
者
の
運
命
、

当
局
の
活
発
な
策
動
の
体
験
か
ら
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
「
白
分
の
政
治
的
立

場
は
警
察
に
追
わ
れ
た
者
の
側
に
で
は
な
く
、
政
府
の
側
に
あ
る
の
だ
と

い
う
教
訓
」
を
得
て
、
こ
れ
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
危
機
を
脱
し

た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
H
巨
長
一
H
．
①
O
。
－
8
）
。
し
た
が
っ
て
『
法

哲
学
』
序
文
に
お
け
る
激
し
い
フ
リ
ー
ス
批
判
も
、
そ
こ
に
、
長
年
の
ラ

イ
バ
ル
で
あ
る
フ
リ
ー
ス
に
対
す
る
人
格
的
批
判
や
フ
リ
ー
ス
の
宗
教
的

非
合
理
主
義
に
対
す
る
思
想
的
批
判
が
当
然
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、



か
か
る
過
激
な
批
判
の
表
出
白
体
に
は
、
時
代
の
危
機
に
対
す
る
へ
i
ゲ

ル
の
自
覚
的
自
衛
の
態
度
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
デ
・
ヴ
エ
ッ
テ

の
解
雇
を
め
ぐ
る
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
と
〃
争
い
も
、
「
明
ら
か
に

自
衛
か
ら
自
覚
的
に
行
な
わ
れ
た
立
場
変
更
の
表
現
」
曾
ま
①
・
一
H
・
雷
）

で
あ
っ
た
。
「
へ
ー
ゲ
ル
が
…
…
騒
乱
の
精
神
的
指
導
者
フ
リ
ー
ス
、
シ
ュ

ラ
イ
エ
ン
マ
ッ
ハ
ー
、
デ
・
ヴ
ェ
ッ
テ
か
ら
一
線
を
画
し
た
こ
と
は
、
自

分
を
非
当
事
者
と
し
て
格
付
け
す
る
た
め
の
…
…
手
段
」
（
H
巨
温
一
H
．

べ
o
）
で
あ
っ
た
。

　
へ
ー
ゲ
ル
の
真
意
は
、
ホ
ー
マ
イ
ア
の
筆
記
録
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
理

性
的
法
の
実
現
、
自
由
の
実
現
に
あ
っ
た
が
、
し
か
し
『
法
哲
学
』
に
お

い
て
そ
れ
ら
の
表
現
は
慎
重
に
削
除
さ
れ
、
そ
し
て
、
手
段
と
し
て
政
府

の
側
に
立
場
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
已
の
立
場
を
、
い
わ
ば
カ
ム
フ

ラ
ー
ジ
ュ
し
た
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
そ
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
『
法
哲
学
』
に
お
い
て
、
理
性
的
な
も
の
の
実
現
の
希
望
が
現
存

の
正
当
化
の
よ
う
な
表
現
を
と
り
、
ぞ
れ
が
ま
た
、
へ
ー
ゲ
ル
の
「
法
哲

学
」
像
を
長
い
間
歪
め
て
き
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
の

真
意
を
覆
う
外
被
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
－
「
こ
の
現
存
す
る
も
の

の
肯
定
は
、
『
順
応
』
と
い
う
上
衣
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ

れ
は
、
講
義
筆
記
録
の
公
刊
以
前
に
は
、
へ
ー
ゲ
ル
学
派
の
『
学
派
機
密
』

　
　
　
　
売
〕

で
あ
っ
た
」
。

イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
（
一
）
へ
ー
ゲ
ル
は
時
代
に

迎
合
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
公
認
の
哲
学
者
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
へ
ー

ゲ
ル
像
は
、
薪
資
料
が
相
次
い
で
公
け
に
な
っ
た
い
ま
で
は
、
も
は
や
維

持
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
（
二
）
『
法
哲
学
』
は
時
代
の
危
機
に
強
い
ら

れ
て
改
作
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
、
へ
ー
ゲ
ル
の
真
の
理
論
の
記
述
で

あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
こ
と
、
（
三
）
し
た
が
っ
て
、
今
後
の
へ
ー

ゲ
ル
「
法
哲
学
」
研
究
は
講
義
筆
記
録
を
含
む
総
合
的
研
究
が
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
問
題
と
な
る
一
八
一
九
年
の
状
況
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

全
く
未
知
で
あ
っ
た
新
資
料
、
一
八
一
九
年
冬
学
期
の
講
義
筆
記
録
が
、

前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
た
。
こ
れ
は
カ
ー

ル
ス
バ
ー
ト
協
約
実
施
後
の
激
動
の
時
代
に
直
接
か
か
わ
り
、
『
法
哲
学
』

の
「
改
作
」
が
練
ら
れ
た
と
す
る
問
題
の
時
期
の
真
只
中
の
講
義
録
で
あ

り
、
し
か
も
、
『
法
哲
学
』
の
完
成
に
直
結
す
る
記
録
で
あ
る
だ
け
に
、

き
わ
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
「
法
哲
学
」
研
究
の
う
え
で
鍵
を
に
ぎ

る
不
可
欠
の
文
献
で
あ
る
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
問
題
も
、
『
法
哲
学
』
に
関

し
て
こ
れ
ま
で
論
議
の
や
む
こ
と
の
な
か
っ
た
諸
問
題
も
、
こ
れ
に
よ
っ

て
新
し
い
光
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