
多
く
の
楊
合 、

マ

グ
ネ
シ
ア
の

国

マ

グ

ネ
シ

ア
の

国
ー
—
そ
の
一

五
0
年
前
に
ハ
ー

ネ
ッ
ト

が
プ
ラ
ト
ン
に
捻
け
る
『
注
律』
の
重
要
性
を
指
摘
し

て 、
そ
の
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
あ
ま
り
に
ら
少
な
い
の
を
嘆
い
て
以
来 、
五
0
年
の

方
は
『
法
律』
の
す
ぐ
れ
た
研
究 、
翻
訳 、
注
釈
を
生
ん
だ 。

と
は
い
え 、
そ
の
重
要
性
か
ら
み
れ
ば 、
ハ
ー
ネ
ッ
ト

の
嘆
き
は
い
ま
た
に
解
消
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い

。

『
法
律』
は
そ
の
資
料
的
価
値
の
ゆ
え
に
霊
視
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り 、

の
附
録
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る 。

そ
の
未
整
理
で
断
片
的
な
記
述 、

晦
渋
な
表
現 、

哀
え
を
指
摘
す
る 。

た
し
か
に
そ
の
表
現
に
は 、
か
つ
て
の
文
体
の
持
つ
力
強
さ
や
流
麗
さ
は
失
わ
れ 、
そ
の
記
述
は
頗
る
断
片
的
で
前
後
の
脈
終
を
欠
く

場
合
応
多
い

。

そ
れ
は
作
者
の
老
齢
か
ら
く
る
衰
え
に
よ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し 、
ま
た
こ
の
作
品
が
作
者
の
最
終
的
仕
上
け
を
経
て
い
な
い
と
い
う

事
情
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
も
あ
ろ
う 。

し
か
し

表
現
の
衰
え
は
そ
の
ま
ま
思
想
の
衰
え
を
意
味
す
る
も
の
て
は
あ
る
ま
い 。

そ
の
思
想
的
価
伯
に
閲
し
て
は 、

そ
こ
に
し

ば
し

ば
み
ら
れ
る
繰
返
し

や
前
後
の
矛
盾
に 、

万
般
に
わ
た
っ
て
の 、

農
か
な
経
験
に
裏
づ
け
ら
れ
た
老
人
の
楽
し
い
知
的
お
し
ゃ

へ
り

に
あ
っ

て 、

や
そ
う

で
は
な
い

。

わ
れ
わ
れ
は
『
法
律』
は
お
け
る
さ
ま
さ
ま
な
具
体
的
提
言
の
背
後
に 、

の
す
べ
て
の
思
想
が
そ
こ
に
流
れ
こ
み 、

侶
々
の
問
屈
が
緑
返
し

間
い
直
さ
れ
考
え
直
さ
れ
て

い
。

そ
れ
は
『
法
律』
を
証
む
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ

て
見
出
記
さ
れ 、

L

一

ブ

『
国
家』
の
陰
に
隠
れ
て

に 。
フ
ラ
ト
ン
哲
学

曰
常
生
活
等、

人
生
の

そ
こ
に
体
系
的
思
想
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
に
ろ
う

か 。

＿
つ
の
統
一
的
世
界
観
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か 。

作
者
の
そ
れ
ま
で

一
見
雑
然
と
し
た
記
述
の
背
後
に
厳
然
と

し
て
机
た
わ
っ

て
い
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か 。

た
だ
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
背
後
に
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て 、

作
品
そ
の
も
の
の
う
ち
に
語
ら
れ
て
は
い
な

に
代
っ

て
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る 。

そ
し
て
こ
の
『
法
律』
に
お
い

て
プ
ラ
ト
ン
が
到
迂
し

た
究
極
的
立
場
に
立
っ

て 、

初
期
以
来
の
訊
対
詰
篇
を
振
り

返
っ

て
み
る
と
き
r

わ
れ
わ
れ
は
時
閏
的
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
に
お
い
て
そ
れ
ら
の

し
た
―
つ
の
世
界
観
が

『
法
律』
の
魅
力
は
政
治 、

法
律

教
育 、

道
徳 、

宗
教 、

也
、

1

田

ひ
と
は
作
者
の
老
い
の

声ヽI.!..ヽ



こゞ
、

力込
こ

キー
カ4r
l̀

っ ま
廿
）
、

つ
②．

ー、
1一
り
し'r4
じ

シ
ケ
リ
了
で
の

と
づ
く
応
の
で
は
衣
く 、
同一
の
間
題
を
扱
う

際
の
扱
い
方
の
相
迎
に
よ
る
も
の
で
あ
る 。

,_). 

江
？ 豆）

に
赴
か
せ
た
も
の
が
何
で
あ
る
か

さ
て

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず 。フ
ラ
ト
ン
自
身
の

に
み
え
る
彼
自
身
〇

プ
ラ
ト
ン

ら
か
じ

め

つ
て

,,
� 

'ヽ—

そ
れ
を
国 (!) 

つ
く
り

の
政
治
的
立
場
を
そ
の
中
に

こ、
つ
し
つ
し
主

�'
，74
i 1刀
ふ
�ヽ

しこ

に
よ
っ

て

し
J

ち
よ
り
応
占
か
に
弧
力
て
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
っ

た 。

て
分
析
し、

数
々
の

し
て
で
は
な
く 、

概
念
の
骨
糾
み

に
お
け
る
行
政

0) 
る
と
こ
ろ
を 、

と
を
比
較
して 、

0〉

）

、
灼 、ャーun
卜

r

°
ょ
う
に
此
りr1
f

鱈
く

多
く
の

こ
ん
で 、
そ
れ
と
矛
盾
ず

い
ま
さ

っ
た 。
そ
れ
は
置
の
人
の
限
に
は
敗
北
者
と
映
じ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
現
実
の
ポ
リ
ス
の
中
に
遂
に
生
き
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か

ソ
ク
ラ
テ
ス
か
そ
こ
で
生
ぎ
る
こ
と
の
で
ぎ
る
場
所
へ
と
予
リ
ス
を
改
革
しな
け
れ
は
な
ら
紅
い 。
こ
の
た
め
に
プ
ラ
ト
ン
は

政
治
思
想
が
根
本
的
に
変
化
した
と
は
息
わ
れ
な
い 。

ドこ

0) 

、
こ

カ
1̀1

こ
し
ふー

ひ
と
は
し
ば
し

こ119

べ
て
罪
祖
して
しま
い
が
ち
で
あ
る
．
ど
ち
ら
の

し
て
非
郊
し

た
り 、
あ
る
い
は
逆
に 。フ
ラ
ト
ン
を
ネ
可
侵
の
祭
壇
に

る
こ
と
か
ら
始
め
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い

。
『
法
律』
は

に
取
り

糾
ん
だ 、
そ
の

）
ろ
か 、
む
しろ

七
0
オ
を
過
ぎ
て
か
ら、
み
ず
か
ら
の

の
山ー
で
な
ら
応
っ
と
う
ま
く
飛
へ
る
応
ろ
う
と

と

に
矛
盾
して
い
る
よ
う
に
み
え
る

可し
片
巳
し

I
ノ
ー
1
J 9
ー・

か
な
内
付
げ
を
信
え
ら
九
て 、
万
人
に

旦
頻
る

で
心
な
い
が 、
プ
ラ
ト
ン
は
『
芥
明』
に
お
い
て
自
分
を
哲

っ
て
い
る 。 こ

と 。

，了

ぷ
仁

つ

コニ
こ119.

 に
お
い
て
哲
人
政
治
の

tこ

、
に
と
え
そ
れ
九
明
白
に

j

と

0) 

る 。
た
に
そ
の
た
め
に
は ：
ま
ず
彼
自
身
を
して

て
イ
テ
了
ー

の
而
目
を
見
る
こ
と
が
で
ぎ
る 。
『
法
律』
は

き
得
る
姿
に
お
い
て

る
こ
と
が
ぐ
ぎ
る
℃
あ
ろ
う 。

外
に
『
怯
祁』
に
お
い
て 、
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の

しか
し現

象
形
態
に
芯
け
る

、
し
カし

州
解
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

て
い
て
も
佃
視
す
る
こ
と
に
よ
っ

て

の
出
間
度
と
い
う
よ
う
菜
も
っ
と
も
具
休
的
な
加
に
認
い
て
述
へ
て
い
る 。
こ
こ
て
は

で、ヵ

鱈
息
想
の
変
化
に
も

あ
い
元
に
お
い
て 、

。フ
ラ
ト
ン
の

。フ
ラ
ト
ン
は

で
応
な
い 。

て 、
そ
の
神
聖
を
犯
す
か り）

に
仙
象
的
な
概
念
と

く
透
徹
しに

眼
を
も

に
抽
象
的＇な
即
念
に
終
ら
せ
る
こ
と
な
く 、
に
と
え
ロ
ゴ
ス
の
上
で
て
あ
る
に
せ
よ 、
具
体
的
な
国

設
れ
を
知
ら
ぬ
弧
靱
な
粕
神
力
を
示
す
ら
の
で
あ
る 。
こ
の 、
プ
ラ
ト
ン
が
わ
れ
わ
れ
に
残
した
い
わ
ば

に
そ
の
円
容
が
具
体
的
な
政
治
の
間
題
ぢ
る
か
故
に 、
そ
れ
を
読
む
人
び
と
は 、
しば
しば
あ

る
応
け
で
あ
る
こ
と

勝
利
者
で
あ
る
こ
と 、

ビ
ょ

な
く f
こ
の

｝
し

れ
て
い
る 。
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
げ

々
O)

の
息
索
と
体
験
を
こ
の

二
0

しめ、
そ
の

無
力
に
み
え
る

そ
の
後
の

の
支
配
に
よ
る

の
衰
え
を
示
す
ど

の
抵
抗
の
な
い
真

に
籾
集
しな
が
ら
f

し
か
も



な
い
。

わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で、

明
す
る
た
め
で
は
な
い
、

こ
ろ
で
は
な
い
。

C、
)

 

つ
つ

9
丁
＆

『
国
家
』

マ

グ

ネ
シ
ア
の

国

な
く
し
て
『
法
律
』

は
生
ま
れ
な
か
っ
た
し

味
し
吹
け
れ
ば
な
ら
ず、

の

失
敗
は
当
然
予
期
さ
れ

）
、
料
は
長
い

歳
月
を
必
要
と
す
る
労
苦
に
満，
ら
た

よ
う
ば
も
の
で
あ
る
か

(
1)
 

な
い

(
7
4
6
B
 ,__,
 C
)。

国
家
の

の

世
界
に
あ
っ
て
は、

自
由
は
つ
ね
に

放
縦
を
伴
い

い
な
む
し
ろ、

い
た
と
き
に、

理
想
は
あ
く
ま
で
も
理
想
で
あ
っ
て、

そ
れ
か
実
現
可
能
で
あ
る
か
否
か
は
問
う
と

そ
の
よ
う
な
国
家
が
現
実
に
は
不
可
指
で
あ
る
こ
と
を
彼
が
知
っ
て
い
た
の
は
言
う
ま
で
も

正
義
と
は
そ
れ
自
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か、

あ
る
か
を
探
求
し
て
き
た
の
は、

模
範

貪
a
p
o
8
翌
ミ
g
)

を
求
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て、

と
彼
は
明
瞭
に
述
べ
て
い
る
（
『
固
家
』
4
7
2
C
,,--..,
D
)。

刑
想
は
実
現
不
可
詣
な
る
が
故
に
理
想
な
の
で
あ
る
。

現
実
の
世
界
に
は
完
全
な
る
も
の
は
何
ひ
と
つ
と
し
て
存
在
し
得
な
い
。

現
実

べ

き
で
あ
っ
て、

ら
の
政
治
理
想
に
お
い
て

挫
折
し、

の
上
で
つ
く
っ
て
み
せ
た
。

あ
っ
て、

し
て
絶
望
的
と
も
言
う
状
況
の
中
に
あ
っ
て、

し
か
し
『
国
家
』

と

『
法
律
』

と
は
い
わ
は
表
裏
一

体
を
な
す
も
の
で

、

現
実
の
失
敗
は
彼
を

ま
た
完
全
に
正
し
い

人
間
が
い
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
人
間
で

つ
ね
に
野
獣
性
と
同
居
す
る
。

地
上
的
な
も
の
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
な
い
が
故
に
理
想
は
理
想
で
あ
り
得
る
の

で
あ
り、

同
時
に
人
間
が
こ
の
よ
う
な
超
越
的
価
値
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て、

現
実
認
讃
は
単
な
る
現
実
追
助
で
は
な
く
現
実
批
判
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン

は
イ
テ
ア
ー
の
超
越
性
を
知
る
が
故
に
r

現
実
を
直
祝
す
る
眼
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

『
法
律
』
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
も
、
。
フ
ラ
ト
ン
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
い
さ
さ
か
の
変
化
も
な
い
。

将
来
の
計
圃
を
た
て
る
に
あ
た
っ
て
は、

そ
の
際
た
と
え
実
現
不
可
能
で
あ
っ
て
も、

も
っ
と
も
立
派
な、

応
っ
と
も
真
実
な
点
を
何
ひ
と
つ

落
と
し
て
は
な
ら

に
つ
い
て
語
る
際
に
ら
っ
と
も
正
し
い
や
り
方
は、

目
差
す
理
想
が
ど
の

最
善
の
国
制、

第
二
の
国
制、

第
三
の
国
制
に
つ
い
て
語
り、

の

建
国
の

責
任
者
に
選
択
を
委
ね
る
こ
と
で
あ
る
(
7
3
9
A
,,._,
 B
)
。

そ
し
て
彼
は
『
国
家
』

に
お
い
て
理
想
を
迎
想
と
し
て
描
く
こ
と
に

霊
点
を
お
き、

い
て
視
実
の
ポ
リ
ス
を
少
し
で
も
理
想
に
近
づ
け
る
た
め
の
実
現
可
能
な
改
革
に
置
点
を
お
い
た
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば。
フ
ラ
ト
ン
が
シ
ケ
リ
ア
で
の
体
験
に
よ
っ
て
自

最
善
の
国
制
を
放
棄
し
て
次
善
の
国
家
の

建
設
に
向
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
理
解
は
成
り
た
た
な
い
。

そ
れ
は
彼
の
竹
学
に
何
ら
変
化
を
ら
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
に
筈
で
あ
る
。

強
い
て

再
度
自
ら
の
政
治
理
想
を
弁
護
せ
ん
と
す
る
勇
気
を
爾
い
た
た
せ
た
と
も
言
う
べ

き
か
。

で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
国

『
法
律
』

に
お

シ
ケ
リ
ア
で

い
ま
も
述
べ
た
よ
う
に、

理
想

は
現
実
の
批
判
を
生
み、

現
実
の
批
判
は
当
然
現
実
の
改
革
を
意
図
迂
し
め
る
。

こ
の
意
味
で
『
国
家
』

の
書
か
れ
た
時
点
に
お
い
て、

当
然
改
革
の
た
め
の
具
体
的
提

言
と
し
て
の

『
法
律
』

の
よ
う
な
作
品
は
白
か
れ
る
べ

き
で
あ
っ

た
。

た
だ
そ
の
執
叩
の
た
め
に
は、

多
く
の
国
々
の
既
存
の
諸
制
度
を
比
較
検
討
し
経
験
に
よ
っ
て
吟

ま
た
『
法
律
』

を
伴
う
こ
と
な
く
し
て
『
国
家
』

は
空
虚
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
完
全
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
膜
範
が
現
実
に
存
在
し
褐
る
と
い

う
こ

と
を
証



い
て、

彼
は
現
実
に

存
在
す
る
国
家
の

中
か
ら
―

つ
の
モ
テ
ル
を
選
ん
で、

第
一

に
政
治
体
制
の

問
題
で
あ
る
か

と
か
ら
始
め
よ
う。

世
の
い
わ
ゆ
る
現
実
主
義
者
た
ち
の

言
う
よ
う
に

さ
て
い
よ
い
よ

『
法
律
』

の

国
そ
の
も
の
の
考
祭
に
入
る
わ
け
で
あ
る
が、

設
に
あ
た
っ
て、

法
律
の
正
し
い
迎
用
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
諸
条
件
を
整
備
し
た
か
を、

政
治
体
制、

行
政
組
綬、

に

具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

る
も
の
で
は
な
い

学
は

）
 

'ヽ-衷
，［

で）
}

 

プ
ラ
ト
ン
は
彼
の
法
律
を
付
与
す
る
に
め
の
国
家
と
し
て、

ど
の
よ
う
な
国
を
考
え
て
い
た

の
て
あ
ろ
う
か
。

『
法
律
』

に
お
け
る
哲
学
的
知
性
は、

立
法
者
と
こ
の
国
に
お
け
る
そ
の
後
継
者
で
あ
る
夜
明
け
前
の
会

た
と
え
ど
の
よ
う
に
立
派
な
法
律
が
制
定
さ
れ
て
も
そ
の
連
用
を
誤
る
な
ら
ば、

法
律
は

そ
の
と
き、
と
き
の
樅
力
者
た
ち
の
道
具
に
な
る
か
ら
(
8
8
9
E
 ,...__,
g
g
o
 A
)'
 

法
の
支
配
が
哲
学
の
支
配
に
と
っ
て
伏
っ

た
わ
け
て
は
な
く、

司
法
制
度
の
三
つ
の

領
域
に
分
け
て

考
察
す
る
こ

そ
れ
を
考
祭
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

そ
の

国
と
は
ス
パ
ル
タ
で
あ
る
。

彼
の
ス
パ
ル
タ
へ

ま
ず
最
初
に
。
フ
ラ

ト
ン
が
こ

の
国
の

建

（
『
国
家
』
4
5
8
C
)。

法
律
は
哲
学
の
政
治
的
表
現
で
あ
り、

哲
学
の
支
配
は
法
徘
を
通
し
て
始
め
て
実
現
さ
れ
る
。

に
と
っ
て

本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。

筑
波
大
学

、

+5

。

9
げ
＇

フ
ラ

ン

に
お
い
て
そ
れ
を
捨
て
て
法
の

支
配
と
い
う
現
実
的
な
次
匹
の
策
を
取
る
に
至
っ

た
の
か
と
い
う
間
加
で
あ
る
。

き、

法
律
な
く
し
て
人
間
は

郷
猛
な
獣
と
少
し
も
変
ら
な
い、

他
方
『
法
律
』

に
お
い
て
ち

『
国
家
』

に
お
い
て
も
哲
学
の
支
配
は
法
律
の

支
配
を
拒
否
す

両
者
の
比
較
に
つ
い
て
も
う
一

っ

触
れ
て
お
き
た
い
点
か
あ
るc

そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
が
『
国
家
』

に
お
い
て
哲
学
の
支
配
と
い

う
竹
人
政
治
の
則
想
を
担
け、

『
止
律
』

衣
ぜ
た
ら
人
間
が
真
に
国
家
公
共
の

利
益
を
飼
人
の

利
益
に
優
先
す
へ

ぎ
こ
と
を
知
る
こ
と
は
頻
る
困
難

た
と
え
知
謹
と
し
て
こ
の
こ
と
を
知
っ

た
と
し
て
ら、

絶
対
の
樅
力
の

附
に
あ
っ
て、

な
お
か
つ
こ
れ
を
丈
行
し
得
る
ほ
ど
優
れ
に
素
質
に
恵
ま
れ
た
人
は、

そ
し
て
彼
は
さ
ら
に
言
葉
を
つ
づ
け
て、

応
し
神
の
恵
み
に
よ
っ

て
そ
の
よ
う
な
人
間
が
絶
対
的
支
配
者
の
地
位
に
つ

く
こ

そ
の
と
き
に
は
法
律
は
無
用
な
応
の
と
な
る、

知
性
は
す
へ
て
の
も
の
の

支
配
者
で
あ
る
か
ら
と
し
て
い
る
(
8
7
5
A
,---..,
D
)
。

こ
こ
で
知
性
の

支
配
は
明
ら
か
に
法
律
の
支
配
に
対
比
さ
れ、

前
者
が
現
実
に
は
不
可
能
な
る
が
故
に
次
恙
の

策
と
し
て
後
者
を
選
は
さ
る
を
術
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

と
法
律
と
は
そ
の
よ
う
に

対
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

法
律
と
は
知
性
の
行
な
う
規
制
で
あ
り
(
7
1
4
A
)、

操
り
人
形
の
比
喩
を
伶
り
る
な
ら
ば、

を
採
る
さ
ま
ざ
ま
の

糸
の
う
ち、

と
を
統
合
し
た
の
で
も
な
く、

と
か
で
き
た
と
し
た
ら

思
考
詣
力
と
い
う
災
金
で
つ

く
ら
れ
た
神
聖
な

も
と
も
と
法
律
と

祖
学
と
の
あ
い
だ
に

本
質
的
な
対
立
は
存
在
し
な
い
。

ひ
と
り
と
し
て
あ
り
得
な
い
か
ら
と 思

想
学
系
論
虹

こ
の

点
二
つ

の
で
あ
る
(
6
4
5
A
)
。

こ
の
意
味
で
法
律
が
哲
学
に

矛
盾
す
る
ど
こ
ろ
か、

哲

の

支
配
か
ら
法
律
の
支
配
へ
と
変
化
し
た
の
で
も
な
け
れ
ば、

対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
法
律
と
哲
学

\、
自
リ

At

le
 

t

よ

そ
オ
t

)
|

し
か
し
本
当
に

プ
ラ
ト
ン
は
人
間
に
と
っ
て

の
法
律
の

必
汲
性
を
説



決
し
て
彼
の
友
人、

は
な
い
と
か、

勇
気
が
唯
一

の
ス
。ハ
ル
タ
的
道
徳
で
あ
る
と
か
い
う
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

に、

ま
す
モ
テ
ル
と
し
て
ス
パ
ル
タ
を
取
り
あ
け
た
の
は
何
故
か
。

彼
が
評
価
す
る
の
は
ス
パ
ル
タ
の
政
治
の
安
定
性
で
あ
る
。

ル
タ
の
国
制
の
い
か
＇な
る
点
に
見
出
記
し
た
の
か
。

こ
こ
で
彼
は
ド
リ
ス
人
の

建
国
の
歴
史
を
振
り
返
え
る
。

彼
ら
は
ア
ル
ゴ
ス、

そ
の
際
に
支
配
者
と
被
支
配
者
と
の
あ
い
だ
に
現
状
紺
持
の

契
約
が
か
わ
さ
れ、

ネ
と
ア
ル
ゴ
ス
か
忽
ち
の
う
ち
に
そ
の
国
制
や
法
律
を
破
壊
し
た
の
に
対
し、

の
原
因
を
奈
辺
に
あ
り
と
す
る
の
か
。

王
国
が
覆
さ
れ
る
と
か、

よ
り
多
く
を
求
め
る
こ
と

ス
や
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
の
よ
う
な
人
々
に

対
し
て、

長
い
あ
い
だ
戦
い
つ
つ
け
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

す
へ
て
の
力
は
果
し
な
く
拡
大
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
自
ら

の
う
ち
に

陵
し
て
い
る
(
6
9
7
D
)。

こ
の
故
に
す
べ
て
の
力
は
破
滅
へ
の
萌
芽
を
自
ら
の
う
ち
に
宿
し
て
い
る
。

な
く、

果
し
な
い

拡
大
を
求
め
る
力
を
唯
一

絶
対
の
原
理
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る、

て
み
た
と
こ
ろ
で、

ゞヽ
1カ

し
立

し

こ
＇ィ
ー

J
 

二1-
r の

関
心
は

マ

グ

ネ
シ
ア
の

国

の

権
力
否
定
で
な
い
こ
と
は

方
の
背
後
に
あ
る
も
の
は

縁
者
の

中
に
親
ス
パ
ル
タ
派
が
多
か
っ

た
と
い
う
よ
う
な
卑
近
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
彼
の
ス
パ
ル
タ
ヘ
の
関
心
が
決

ス
バ
ル
タ
の

教
育
か
勇
敢
左
兵
士
を
つ
く
る
た
め
の
応
の
で
あ
っ

て
す
ぐ
れ
た
支
配
者
を
つ
く
る
た
め
の
も
の
で

(
6
6
6
E
,--...,
6
6
7
 A
)
。

あ
わ
せ
て、

で
は
彼
は
そ
の
安
定
性
の
秘
密
を
ス
パ

メ
ッ
セ
ネ、

あ
る
い
は
何
ら
か
の
支
配
権
が
か
つ
て
覆
さ
れ
た
と
か
い
う
と
き、

(
6
8
3
E
)。

貪
A
5
0
苫
念
a)、

(
6
91
A,
 
6
9
2
B
)。

そ
れ
は
王
や
支
配
者
自
身
以
外
の

す
な
わ
ち
飽
く
な
き
力
ヘ
の
意
志
の
肯
定
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
こ
そ。
フ
ラ
ト
ン
が
カ
リ
ク
レ

ア
テ
ナ
イ
帝
国
の

敗
北
は
力
の

衰
退
に
よ
る
も
の
で
は

と
プ
ラ
ト
ン
は
考
え
る
。

彼
の
権
力
意
志
と
の
対
決
は、

権
力
の
埓
外
に
あ
る
人
間

で
も
な
い
。

彼
の
権
力
と
の
対
決
は、

自
ら
の

外
に
あ
る
異
質
的
な
も
の
と
し
て
の
力
の
立
勘
と
の
対
決
で
は
な
く、

そ
れ
は
沿
稽
て
し
か
な
い
。

す
へ
て
の
戦
い
の
う
ち
で、

言
葉
は
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
か
で
ぎ
よ
う。

て
い
た
(
6
9
1
C
,..__,
D,

7
1
4
A
)。

お
よ
そ
人
間
の
身
で
瞬
り
や
不
正
に
満
に
さ
れ
る
こ
と
な
し
に、

誰
か
他
の
も
の
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
い

が
協
力
し
て
こ
れ
に
あ
た
る
こ
と
が
誓
わ
れ
た

も
っ
と
も
若
し
い

戦
い
は
自
己
と
の
戦
い
で
あ
る
と
い
う、

一

般
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば

(
6
8
4
A
,....,
B
)。

し
か
し
言
葉
の
上
で
の

し
て
単
な
る
ス
パ
ル
タ
一

辺
倒
で
な
か
っ
た
こ
と
は

自
己
自
身
の

内
な
る
も
の
と
の
対
決
で
あ
る
。

彼
は
権
力
政
治
の
た
に
な
か
に
あ
っ

て
権
力
を
担
否
し
た
。

最
初
か
ら
樅
力
と
無
閃
係
な
と
こ
ろ
に
お
か
れ
た
人
間
が
権
力
を
拒
否
し

た
び
た
び
繰
返
さ
れ
る
彼
の

一

国
の

統
治
に
あ
た
っ
て
支
配
者
の
知
性
に

頓
る
こ
と
が
い
か
に

不
確
か
で
あ
り、

支
配
者
が
権
力
を
濫
用
し
な
い
と
い
う
保
証
が
い
か
に

乏
し
い
か
を
彼
は
熟
知
し

人
の
世
の
こ
と
一

切
を
自
ら
の
力
を
応
っ
て
支

配
す
る
こ
と
の
で

一

国
の

級
亡
は
力
の
欠
亡
に
起
因
す
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え

ス
パ
ル
タ
の
み
が
国
家
と
し
て
存
続
し
得
た
の
は
何
故
か
。

、
S

な
ど
一

片
の
反
故
に
過
ぎ
な
か
っ
た

一

体。
フ
ラ
ト
ン
は
国
家
減
亡

で
は
メ
ッ
セ

一

国
に
お
い
て
こ
の

誓
約
が
破
ら
れ
る
と
き
に
は
他
の
二
国

ス
パ
ル
タ
の
三
国
を
建

で
は
彼
が
『
法
律
』

の
国
の
国
制
を
考
え
る
際



て
い
た
ペ
ル
シ
ア
が

歴
史
の
う
ち
に
教
訓
を
求
め
る

。

ま

あ
る
か

命
叉
あ
る

。

の
均
衡
を
保
つ 、

ぎ
り

i‘
刃一
中
6

尻
ー
iv

こキー

に
従
属
す
る
の
で
は
衣
く 、

あ
ま
り
に
民
衆
か
ら
自
由
を
奪
い
限
度
以
上
に

ら
況
合
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
(
6
9
1
E
,__,

6
9
2
A
) 。

プ
ラ
ト
ン
が
ス
パ
ル
タ
か
ら
学
ん＇
冗
応
の
は
ス
パ
ル

タ
の
制
度
そ
の

こ
の
混
合
の
原
理
で
あ
る
。

複
数
の

勢
力
が
た
が
い
に
牽
制
し

合
う
こ
と
に
よ
っ

て 、

ま
た
支
配
者
の
知
性
に
頻
る
こ
と
が
い
か
に
不
価
か
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
り

抜
い
て
い
た。
フ
ラ
ト
ン
は 、

の
必
夏
性
を
網
感
し
て
い
た

。

弧
大
な
支
配
権
や
況
合
の
形
を
取
っ

て
い
な
い
支
配
樅
を

思
慮
あ
る
ら
の、

で
は
『
法
律
』

の
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
の
況
合
詞
か
考
え
ら
れ
る
べ

き
な
の
か

。

そ
こ
で
況
合
さ
れ
る
ヘ

ら
の
で
は
な
く 、

み
ず
か
ら
の
う
ち
に
友
愛
を
保
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
と
彼
は

い
わ
ゆ
る
チ
ェ
ッ
ク
・

ア
ン
ド
・

バ
ラ
ン
ス
の
原
連
が

力
と
い
う
翌
然
混
合
さ
れ
る
べ

ル
コ
ス
に
州
せ
ら
れ

の
国
に
お
い
て
彼
は
ど
の
よ
う
衣
形
で
実
現
し
よ
う
と
し

た
の
か

。

い
う
ス
パ
ル
タ
0
国
閏
の

る
。

徊
人
が

一

年
任
期
で
人
民
の
あ
い
茫
か
ら
選
出
さ
れ
る

”

、
。ヵ

、

5

可1

し｝
1
)

っ
こ
っ
r
ミ

rJ

こ

月
っ
ェ
る
べ

ー

ー

17
A

'ゞA

こー、
式
f

}

買
一
11

ー

人
間
性
に
内
在
す
る
こ
の
よ
う
な
弱
さ
の

1J4
ー

こ

ョロ
旧i
>

虞
、P

)
ー）
）

へ2

ヽ

ォ
0
オ
0

J

ラ
［
ン
:‘

 

を 、

フ

ペ
ル
シ
ア
の
歴
史
は
倍
主
制
の
功
罪
を
も
っ
と
も
端
的
に
示
し
て
い
る

。

キ
ュ
ロ
ス
の
下
に
お
い
て
隷
属
と
自
由
と
を
適
度
に
保

ご
い
人
閻
の
送
れ
郊
い
弱
さ

紅
る

ヽし
カ

L
、
‘

ズ
し

1
‘i
5

人
と
し

て

＇
 

ぎ
る
ぼ
ど
の
支
ー、
一

筑
被
大
学

ス
パ
ル
タ
国
家
の

―
つ
に
は
ス
バ
ル
タ
で
た
ま
尤
ま
双
生
児
に

っ
た
の
は
偶
然
ら
し
く
は
神
意
に
よ
る
応
の
で
あ
っ

て

哲
学
・

思
杞
学
系
論
集

に
立
っ

て 、

庄、
こ

ふ
し`

そ
れ
に
対
す
る

にー

の
立
法
者
は

た
人
間
か

の

に
述
べ
た
よ
う
に

に
よ
っ

て
設
定
し
て
は
な
ら
な
い 、

る

逆
に
す
へ
て
の
徳
も
悲
徳
応
ま
す
似
人
の
魂
の
中
に

る
の
で
あ
る
。

国
家
体
間
の
中
に
ど
の
よ
う
な
形
で

あ
っ

た。

そ
し
て
彼
は
ス
パ
ル
タ
の
国
間
の
中
に
そ
れ
に
対
す
る
鱈
答
を
見
出
し

た 。

し
か
し
ス
パ
ル
タ
が
そ
0
よ
う

と
り
と
し
て
そ
の
こ
と
を
予
知
し

得
な
か
っ

た
(
6
91
B
) 。

て
は
こ
こ
で

と
っ

て
こ
の
危
阪
は
特
に

(
6
9
3
B
) 。

の
秘
密
で
あ
る
こ
と
を
プ
ラ
ト
ン
は
発
見
し
允

。

で
は
こ
の
勢
力
均

―
つ
の
勢
力
が
限
度
を
越
え
て
弧
大
に
な
る
こ
と

よ
っ

て

ス
ノぐ
）レ
夕

が
た
が
い
に
そ
の
力
を
制
限
し
あ
っ

た
こ
と、

さ
ら
に
リ
ュ

ク

い
。

プ
ラ
ト
ン
に
と
っ

て

そ
の
才
能
の
故
に
い
か
に
椛
力
0

免
れ
る
す
べ
は
菜
い
の
て
あ
る
(
71
3
E
) 。

ひ
と
た
び

専
詞
化
へ
の
防
壁
を
制
度
と
し
て
確
立
す
る
こ
と

こ
み 、

ら
っ

て
国
家
内
部
の

上
で
の

は
何
な
の
か

。

こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
は

公
共
の
心
と
を

な
ぜ
な
ら
国
家
と
は
自
由
な
も
の、

た
い
か
に
あ
て
に
な
ら
紅
い
も
の
で

の

ベ

ぎ
か
と
い
う

の
が

民
主
的
勢

新
し
い
囚
家
の

ま
ず
似
人
の
魂
の
中
に
始
主

の
i

団
に
弱
い
ら
の
て
あ
る
か
の
数
多
く
の

(
71
3
C
)

。

ダ
イ
茫
ー
ン
が
支
配
し

た
と
い
う
ク
ロ
ノ
ス
0
11
1
を
別
に
し
て 、

神
て
二
左

手
に
ユ-

る
と
ぶ•,

死
す
べ

き
応
の
が

ニ

四

例

の
道
を
追
る
の
は
人
間
の
迎
け
難
い
連 ヵヽ



マ

グ

ネ
シ
ア
の

国

の
部
門
に
分
け
て
云
々

破
壊
し
た
こ
と
こ
あ
る
(
6
9
4
A
,...__,
6
9
5
E,

697
C
�、
D
)。

こ
九
に
反
し
ア
テ
ナ
イ
の
現
状
は、

何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
完
全
な
自
由
が、

他
者
に
よ
る
適
当
な
限

度
を
も
っ
た
支
配
よ
り
も
迩
か
に
劣
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
(69
8
A
,.....,
B
)。

し、

さ
ち
に
ペ
ル
シ
ア
の
脅
威
は、

れ
が
絶
望
的
と
も
言
冗
べ
ぎ
戦
い
に
お
い
て
彼
ら
に
肪
利
を
得
さ
せ
に
所
以
の
も
の
で
あ
る。

そ
の
後
ア
テ
ナ
イ
は、

ら
せ
た
が
故
に
減
び
た
。

恥
を
知
ら
ぬ
者
と
な
っ
た。

そ
し
て
こ
の
無
詞
限
の
自
由
は
遂
に
は
法
に
服
従
し
な
い
自
由、

神
を
信
じ
な
い
自
由
と
な
っ
た。

以
上
の
歴
史
の
教
訓
か
ら、

艮
を
寺
ち、

r

じ'

i
13
、

立
2

一

丁
／
イ

(
9
4G
C
)

と
云
わ
れ
て
い
る
が

か
つ
て
法
律
の
従
僕
で
あ
っ
た
民
衆
は
法
律
の
主
人
と
な
っ
た
。

人
ひ
と
は
自
分
が
一

切
の
尺
度
で
あ
る
と
思
い
込
み、

二
在
の
監
査
官
と
で
あ
る
。

る
。

は
『
法
律
』

の
国
の
国
制
は

そ
の
分
け
方
如
何
に
よ
っ
て
は

国
民
の
怯
と
支
配
者
と
に
対
す
る
版
従
を
強
め、

に
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
官
職
も
か
な
り
あ
る
も
の
と
み
な
さ
な
け
れ
ば

ペ
ル
シ
ア
政
争
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
人
は、

槙
し
み
の
心
か
ら
自
発
的
に
法
に
服
従

そ
の
結
果
と
し
て、

王
制
と
民
主
制
と
の
混
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
(
75
6
£
)。

お
い
て
悩
主
制
へ
の
転
落
を
防
ぐ
た
め
に、

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば、

法
が
支
配
陪
級
の
利
益
に
奉
仕
す
る
の
で
は
な
く
全
体
の
利
益
に
奉
仕
す
る
た
め
に、

行
政
お
よ

び
司
法
の
諸
機
図
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ、

そ
れ
ら
が
相
互
に
牽
制
し
合
い
な
が
ら、

ま
ず
行
政
組
織
の
間
頌
か
ら
取
り
あ
け
よ
う。

こ
の
国
に
は
ど
の
よ
う
な
且
類
の
官
賎
ぶ
あ
り、

ま
た
そ
の
力
か
ど
の
よ
う
に
し
て
規
制
さ
れ
る
の
か。

本
祖
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
官
靡
の
う
ち
主
な
も
の
は、

策
六
巻
の
護
法
官、

軍
事
関
係
の
役
人
（
将
軍、

騎
兵
隊
長、

部
族
騎
兵
隊
長、

部
族
歩
兵
隊
長）、

宗
教
関
係
の
役
人
（
男
女
の
神
官、

神
事
解
釈
者、

神
殿
の
財
務
官）、

警
察
関

係
の
役
人
（
都
市
保
安
官、

市
楊
保
安
官、

地
方
保
安
官）、

教
育
閲
係
の
役
人
（
教
育
監、

音
楽
お
よ
び
体
育
の
教
育
お
よ
び
競
技
の
担
当
者）、

選
抜
裁
判
官
と、

し
か
し
以
上
で
こ
の
国
に
お
け
る
官
職
の
す
べ
て
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

監
府
官
に
閲
す
る
箇
所
で、

官
職
全
体
を
十
二

な
ら
な
い
。

ま
た
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
官
職
に
つ
い
て
も、

政
組
織
全
般
に
わ
に
っ
て
体
系
的
に
記
述
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
は
な
く、

た
っ
て
改
革
の
必
要
を
認
め
て
い
る
も
の
の
み
に
つ
い
て、

ど
の
よ
う
に
近
営
さ
れ
る
べ
き
か、

二

五

罠
れ
を
知
ら
ぬ
者、

。
フ
ラ
ト
ン

そ
れ
が
次
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
屈
で
あ

そ
れ
ぞ
れ
の
役
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
選
出
さ
れ、

政
務
審
議
会
と
そ
の
執

r
う

一
買
寸

そ
の
記
述
は
詳
細
な
部
分
も
あ
れ
ば
省
略
さ
れ
て
い
る
部
分
も
多
い
。

こ
の
こ
と
は
プ
ラ
ト
ン
が、

行

ア
テ
ナ
イ
の
現
行
の
制
度
に
は
な
い
も
の、

あ
る
い
は
あ
っ
て
も
そ
の
連
営
に
あ

比
較
的
詳
述
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る。

こ
こ
で
は
先
に
述
べ
た
薗
制
の
二
つ
の
要

索、

す
な
わ
ら
国
家
に
お
け
る
民
衆
の
自
由
の
保
仰
と
自
由
の
行
き
過
ぎ
の
防
止
と
か、

制
度
の
上
で
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
に
立
っ
て、

特
に

い
か
に
な
る
権

一

方
に
お
い
て
強
力
な
支
配
体
制
を
確
立
し
な
か
ら、

他
方
に

ペ
ル
シ
ア
と
反
対
に
民
衆
を
全
く
の
自
由
へ
と
走

国
民
相
互
の
あ
い
だ
に
強
い
親
愛
の
情
を
生
ぜ
し
め
た。

こ



れ 名
式
と
罪
記
名
式
と
に
分
か
れ
る
。

『
法
律』
の
国
の
諸
役
人
の
う
ち 、

純
粋
に
く
じ

て

(
5)

 

市
場
保
安
官
が
あ
り 、

す
(763
D
,...__,

E
) 。

音
楽・
体
育
餞
技
の

に
よ
る
ら
の
と 、

国
あ
ら
か
め
じ

判
官
は

、」
r

-' 
<'.!... 

h"fr 
;4 

ジにf

の
四

る 。

次
に

ま
た
専
門
戦
で
あ
る

五
0
オ
以
上
と
さ
れ
る 。

ま
土
神
官
お
よ

つ
い
て
は

も
あ
る
か

役
人
の

に
各
間
級
か

愛
好
者
と
し

咋〈
こ

一
舟
l'

い
う
よ
り
は
む
し
ろ

ま
ず
役
人
の

に
つ
い
て 。

忍
わ
九
る
次
の
三
つ
の

筑
波
大
学

11� ぃ、一

同
様
に
挙
手
選
出
と
く
じ
を
併
用
す
る
(764
E
,._,755

 C) 。

(
6)

 

の
指
名
が
行
わ
れ 、
五
日
目
に
こ
れ
ら
の
侯
罰
者
リ
ス
ト

の
中
か
ら

r

投
票
に
よ
っ

て
各
督
級
毎
に
上
位
一
八
0
名
す
つ

、こ
れ
ら
は
全
市
民
が
あ
ら
か
じ

め

ら
一
名
す
つ
選
ば
れ
る
と
い
う

制
限
が
あ
る
の
み
で 、

に
よ
っ

て

(
4)

 

ヽ

を
借
り

れ
ば 、

ミ
ミ衷
良to～

誓

嬰
ミ
さ
詞
翌

に
閲
し
て
は

1298
 b
 9)
で
あ
る 。

た
者
た
ち
に
よ
っ

て
選
は
れ
る 。

部
族
罰
兵
隊
長
は

に
つ
い
て
も 、

被
返
挙
人
と
同
様
原
則
的
に
は
全
由
民
が

肛
る 。

そ
の
他
〇
貧
格
詞
阪
と
し
て
は 、

先
の
コ
ロ
ス
の

は
六
0
オ
以
上 、

―-
0
オ 、

女
子
四
0
オ
以
上
と
さ
れ 、

特
に
息
慮
と

と
し
て
ず
べ
の 。

よ
る

l

ヽ

丁
こ

ょA↓ー

、
すノ＼

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

v
-

ヽ,,— 

に
よ
っ

て
候
補
者
を
選
出
し 、

で
は
謡
が
詭
を
ど
の
よ
う
な
仕
方
で

て
‘

/, 寸
‘

、o、

t,-o、

し、

こ
の
国
で
は

れ
る
の
は
神
官
の
み
で
あ
る
(759
C) 。

れ
た
も
の
の
う
ち
か
ら 、

さ
ら
に
く
じ
に
よ
っ

て

の
方
法
は
大
別
し
て
二
つ
に
分
け
ら
れ
る 。

す
な
わ
ち
曰
選
挙
に
よ
る
ら
の
と 、

口
く
じ
に
よ
る
も
の
と
が
あ
り

r

前
者
は
さ
ら
に
二
分
さ
れ 、

田
飩
粋
に

の
手
段
は
挙
手
に
よ
る
も
の
と
投
票
に
よ
る
も
の
と
が
あ
り 、

後
者
は
さ
ら
に
記

ら
れ
て
詞
り 、

店
干
の
官
職
に
限
っ

て 、

年
齢 、

財
鮨
そ
の
他
の
制
限
が
設
け
ら
れ
る 。

年
齢
制
限
に

コ
ロ
ス
の

(
3)

 

に
つ
い
て
は 、

神
殿
の
財
務
官
と
都
百
保
安
官
は
第
一
屈
級
に
限
ら
れ 、

市
場
保
安
官
は
第
一

、

と
を
必
翌
と
す
る(

2)
 

の
審
判
官
心
専
門
の
知
誠
が
必
要
と
さ
れ
る
た
め
四
0
オ
以
上
と
さ
れ
て
い

の
審
判
官
が
専
門
の
知
識
を
持
つ
こ
と
が
要
求
さ
れ 、

教
育
監
が
護
法
官
か
ら 、

そ
の
他
の
官
職
に
つ
い
て
は 、

つ
。

例
外
と
し
て 、

教
育
監
は
政
務
審
議
会
と
そ
の
執
行
部
を
除
く

全
役
人
が
こ
れ

役
人
の
う
ち

適
当
な
役
人
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
な
ら
ば

し
よ
う 。

そ
れ
は
口
役
人
の
選
出
方
法 、

0) 

の
と
が
あ
る 。

の
場
合
は

二
段
隊
に
分
か

-
b
に
あ
た
る
ら
の
と
し
て
は 、

後
者
凶
は
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
用
語

、

部
族
歩
兵
隊
長
は
重
装
歩
兵
が
こ
れ
を
選
び

コ
ロ
ス
の

の
か 。

ま
ず
被
選
挙
資
格
で
あ
る
が 、

役
人
の
候
補
者
に
な
る
権
利 、

の
審

す
へ
て
の
市
民
が
候
罰
者
と
し
て
の
資
格
を
持
つ 。

ま
た

そ
の
中
か
ら
さ
ら
に
く
じ
に
よ
っ

て
半
数
を
選
び
出

二
階
級
か
ら 、

体
育
競
技
の
審
判
官
は
第

し
て

の
乏
し
い
も
の
は

）
 

ヽ
7

ヽ

に
力
ぎ
l
'

の
上
司
が
自
分
で
任
命
す

よ
く

治
め
ら
れ
る 。

従
っ

て
民
衆
の
政
治
へ
の
参
加
は

に
つ
い
て
で
あ
る 。

二

六

ー乙選



あ
り、
投
票
ぱ
媒
頭
制
的
で
あ
っ
た

は
役
人
の
選
出
は
く
じ
に
よ
る
の
が
辺
例
で
あ
っ
た
が

い
う
よ
う
＇な
一
般
的
立
審
査
に
と
ど
ま
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る。

び、

さ
ら
に
く
じ
に
よ
っ
て
そ
の
半
数
を
取
る
(756
B
 ,,__,
 E)。
次
に
純
粋
に
選
挙
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が、
軍
職
は
ア
テ
ナ
イ
で
も
く
じ
に
よ
ら
な
か
っ
た
が
（『
ア
テ
ナ

ノー・
人
の
匡
罰』

第
四
＝

祉
者
リ
ス
ト
か
ら、
そ
れ
そ
れ
挙
手
に
よ
っ
て
選
は
れ
る
(755
B
 ,.._,755
 B)。

神
殿
の
財
務
官
の
選
出
方
法
も
将
軍
の
場
合
と
同
様
と
さ
れ
て
い
る
(760
A)。

次
に
護

(
8)
 

法
官
は
全
市
民
に
よ
っ
て
三
回
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る。

監査
官
の
選
出
方
法
は
さ
ら
に
複
雑
て
あ
り、

第
一
回
の
投
票
に
よ
っ
て
選
は
れ
た
者
の
半
数
を
残
し、

こ
の
半
数
に
つ
い
て
さ
ら
に
投
票
を
行
な
っ
て
ふ
た
た
び
そ
の
半
数
を
残
し、

同
様
の
投
票
を
繰
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
最
後
に
三
名
を
選
ぶ
(945
E
,,___,946
C)。

こ
れ
ら
の
役
人
は
近
は
れ
る
と、

す
べ
て
資
格
審
査
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

こ
の
審
査
は
誰
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
か。

議
会
ら
し
く
は
陪
審
廷
で
行
わ
れ
た
が、

最
終
的
に
は
陪
審
廷
が
決
定
権
を
持
っ
た
（『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制』

第
五
十
五
章
二
節）。
『
法
律』
で
は
資
格
審
査
の
機
関
が

(
9)

(
10)

（

11)
 

何
て
あ
る
か
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
は、

教
育
監
の
選
挙
と、

建
国
当
初
の
調
法
官
の
選
挙、

お
よ
び
遥
抜
裁
判
官
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
が、

は
い
す
れ
心
選
挙
母
体
が
審
査
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る。

特
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
他
の
場
合
に
つ
い
て
忍、

も
し
以
上
の
三
例
か
ら
類
推
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な

や
は
り
迄
学
母
体
に
よ
っ
て
客
査
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う。

し
か
し
選
挙
母
体
は
多
く
の
場
合
市
民
全
体
で
あ
る
か
ら、

実
際
閂
障
と
し
て
は
熙
理

で
あ
り、

ぶ
ふt̀
 

ら

二
七

の
近
ん
記
候
補
者
リ
ス
ト
か
ら、
部
族
閉
兵
隊
長
と
部
族
歩
兵
隊
長
と
は
将
軍
の
選
ん
三
候

ア
テ
ナ
イ
で
は
資
格
審
査
は
政
務
審

こ
れ
ら
の
場
合

選
挙
の
管
理
に
あ
た
る
政
務
審
議
会
な
い
し
そ
の
執
行
部
が
護
法
官
と
協
力
し
て
こ
れ
に
あ
た
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う。

ま
た
審
査
内
容
で
あ
る

が、

神
官
に
つ
い
て
彼
自
身
お
よ
び
父
母
が
神
事
に
か
か
わ
る
犯
罪
に
汚
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

能
力
が
問
駈
に
さ
れ
る
こ
と
(765
B
)
1

を
除
い
て
は
特
に
明
示
さ
九
て
い
な
い
。
こ
の
点、

ら
類
推
す
九
ば、

以
上
こ
の
国
に
沿
け
る
役
人
選
出
の
方
法
の
大
要
を
連
へ
た
が、

の
と
同
じ
よ
う
に
愚
か
な
こ
と
で
あ
る。

政
治
が
技
術
的
知
識
で
あ
る
以
上、

マ
グ
ネ
シ
ア
の
国

（『
政
治
学』
1294
b
 8)。

し
か
し。
フ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば、

、
こ
の
国
で
ら
将
軍
と
騎
兵
院
長
は

(759
C)、

音
楽
競
技
の
審
判
官
に
つ
い
て
専
ら
そ
の
鄭
門
家
と
し
て
の

ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
そ
れ
（『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制』

都
五
五
章
三
節）

か

遥
出
さ
れ
た
者
が
正
当
な
市
民
で
あ
る
か、

市
民
と
し
て
の
義
務
を
果
し
て
い
る
か、

ま
た
そ
の
品
性
に
お
い
て
非
難
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
か、

次
に
特
に
注
目
す
べ
き
い
く
つ
か
の
点
を
あ
げ
よ
う0

70フ
ラ
ト
ン
の
時
代
に
お
い
て、

『
法
律』
の
国
で
は
く
じ
は
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
る。

当
時
の
社
会
通
念
か
ら
す
れ
ば、

法
に
対
す
る
忠
誠
心
に
お
い
て
衆
に
抜
ぎ
ん
で
た
も
の
で
な
け
れ
は
な
ら
な
い。

役
人
を
く
じ
に
よ
っ
て
決
め
る
の
は、

レ
J

ア
テ
ナ
イ
で

く
じ
は
民
主
制
的
で

国
家
の
役
人
た
る
も
の
は
そ
の
性
格
と
知
識
と
に
お
い
て
特
に
す
ぐ
れ、

医
者
や
船
の
蛇
取
り
を
く
じ
に
よ
っ
て
決
め
る

役
人
の
選
出
は
く
じ
で
は
な
く
選
挙
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
し、

そ
の
選
挙
は
専
門
の
知
識



官
職
の
選
出
に
は
く
じ
を
加
味
す
る
が

こ
の
国
に
お
い
て
く
じ
を
残
し
た
の
か。

そ
れ
に
は
二
つ
の
皿
由
が
苫
え
ら
れ
る
。

主
制
の、

政
治
的
平
等
の
シ
ン
ホ
ル
と
す
る
一

般
氏
衆
の
感
恰
に
対
す
る
妥
協
で
あ
る
。

彼
は
二
種
類
の
平
等
を
区
刈
す
る
。

え
る
平
等
で
あ
り、

他
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
そ
の
本
性
に
応
じ
て
適
当
な
も
の
を
与
え
る
平
等
で
あ
る
。

人
間
に
と
っ
て
後
者
の
判
定
能
力
は
ほ
ん
の
僅
か
し
か
与
え

ら
れ
て
い
な
い
が、

政
治
的
正
義
と
は
正
に
こ
の
意
味
で
の
平
等
を
目
差
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
の
を
防
ぐ
た
め
に
は、

こ
と
に
よ
っ
て、

と
き
と
し
て
前
者
の
意
味
で
の
平
等
を
用
い
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
と
彼
は
言
う
(
7
5
7
B
 ,..__,
 E
)。

こ
れ
は
民
衆
の
愚
か
さ
に
対
す
る
妥
協

で
あ
る
。

こ
の
故
に
彼
は、

教
育
監、

護
法
官、

監
査
官
と
い
う
も
っ
と
も
璽
娑
な
役
人、

な
ら
び
に
特
に
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
軍
関
係
の
役
人
を
除
い
て
、

他
の

こ
の
場
合
に
も
ま
ず
選
挙
に
よ
っ
て
適
任
者
を
選
ん
だ
上
で、

不
適
格
者
が
役
人
に
な
る
こ
と
の
弊
害
を
防
い
で
い
る
。

＜
じ
を
用
い
る
も
う
―

つ
の
意
味
は、

え
方
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
(
7
5
9
B
,...__,
C
)
。
こ
の
故
に
。
フ
ラ
ト
ン
は
神
官
の
選
出
に
あ
た
っ
て
は
専
ら
く
じ
を
用
い
る
。
し
か
し
宗
教
関
係
の
役
人
で
あ
っ
て
も、

そ

の
任
務
が
頻
る
広
汎
で
世
俗
の
領
域
に
も
か
か
わ
り
を
持
つ

神
事
解
釈
者
の
選
出
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
挙
に
よ
っ
て
遠
ば
れ
に
者
た
ち
の
う
ち
か
ら、
デ
ル
弔

イ
の
神
託
に
よ
っ
て
最
終
的
に
決
定
す
る
(
7
5
9
D
,_,
E
)
。
な
お
退
挙
に
閲
し
て
も
う
一
っ
注
目
す
べ

ぎ
点
は
対
立
候
袖
の
指
名
(
a
呉べ
m
po
6
0
ぷ）
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た

よ
う
に
、

年
齢
そ
の
他
の
裔
格
制
限
が
あ
る
と
し
て
も、
一

般
に
市
民
全
員
が
被
選
挙
権
を
持
つ
。
で
は
、

こ
の
有
資
格
者
全
員
が
候
補
者
リ
ス
ト
に
の
せ
ら
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
選
挙
の
都
度、

そ
の
中
か
ら
若
干
名
を
選
ん
で
候
補
者
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
後
者
だ
と
す
れ
ば
、

誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
候
補

者
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
の
か
。

選
挙
の
際
に
あ
ら
か
じ
め
候
補
者
指
名
が
な
さ
れ
、

指
名
さ
れ
た
候
補
者
に
対
し
て
選
挙
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

次
の
四
つ
の
場
合
で
あ
る。

日
都
市
保
安
官
と
市
場
保
安
官
(
7
6
3
D
,-...,
E
)

D
音
楽
の
競
演
の
審
判
官
(
7
6
5
B
)

昌
将
軍、

ろ
う
か
ら
。

ト‘9

ろ
う
JfJ

で
は
付
故
彼
は
く
じ
に
よ
る
方
訳
を
残
し
た
の
か
。

手
に
委
ね
る
普
通
選
挙
の
形
を
取
っ
た
。

筑
波
大
学

こ
れ
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。

を
布
す
る
特
定
の
鈴
衡
機
閃
に
委
ね
る
の
が
も
っ
と
も
叩
ま
し
い
笠
て
あ
る
3

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

一

方
は
す
べ
て
の
人
に
等
し
い
も
の
を
与

―
つ
は
こ
れ
は。
フ
ラ
ト
ン
の
一

種
の
妥
仙
で
あ
る。

す
な
わ
ち、

選
平
人
が
多
数
で
あ
れ
ば

く
じ
を
も
っ
て
民

に
も
か
か
わ
ら
ず
民
衆
の
不
悩
を
班
け、

国
内
に
内
紛
の
起

そ
の
中
か
ら
さ
ら
に
く
じ
に
よ
っ
て
選
ぶ
と
い
う
方
法
を
取
る

く
じ
に
よ
っ
て
役
人
を
選
ぶ
の
を
愚
か
な

く
じ
が
神
意
を
知
る
方
法
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
考

騎
兵
隊
長
(
7
5
5
C
)

詞
部
族
騎
兵
隊
長、

不
当
な、

加心
平
苫
の
妓
た
る
も
の
だ
と
し
な
が
ら、

何
故

る
(
9
5
0
B
)
と
い
う
考
え
方
か
ら
、

彼
は
敢
え
て
粋
辿
選
学
を
選
ん
忙
。

役
人
の
選
出
に
あ
す
か
る
こ
と
な
く
し
て
r

国
民
は
以
に
国
氏
た
る
の
白
党
を
持
ち
得
な
い
で
あ

根
本
的
に
は
大
多
数
の
人
び
と
は
み
ず
か
ら
す
ぐ
れ
て
布
徳
で
あ
る
こ
と
は
で
ぎ
な
く
て
も、

他
人
か
善
き
人
で
あ
る
か
否
か
を
見
分
け
る
能
力
を
持
っ
て
い

買
収
そ
の
他
の
不
正
工
作
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
卑
近
な
刑
由
も
あ

ノ
よ
以
し
こ
メ
9-）
よ
う
こ

A

 

r
7
、

i‘
l�

了
t̀

J

f

ì

し

）

し

フ
＿
ご

ー
、

ー
J

 

若
干
の
例
外
を
除
い
て、

選
挙
を
全
市
民
の

ニ

八



で
は
監
査
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ

な
栄
誉
と
充
分
な
身
分
保
間
と
が
与
え
ら
れ
て
い
る。

て
が

マ

グ
ネ
シ
ア
の

国

合
祠
旦porf
0

ぷ

ま
た
監
査
官
が
そ
の
絶
大
な
椛
力＇

�
監
査
官
は
最
詞
死
刑
を
含
む
判
決
を
下
し
得
る—
—
ー
を
悪
用
し
て
偏
向
し
た
監
査
を
行

で
お
る。
こ
の
対
立
候
捕
の
指
名
と
は
と
の
よ
う

五
0
オ
以
上
で
選
出
さ
れ
七
五
オ
に
至
る
ま
で
と
そ
の
任
貼
は
長
く、

全
員
ア
ポ
ロ
ン
に
仕
え
る
神
官
と
し
て

部
族
歩
兵
隊
長
(756
A)。
こ
の
場
合
候
補
者
指
名
を
意
味
す
る
言
葉
は
塁℃
臭PO60A
苦
日0
合
ざ)
旦Po
6c{AAC2
、9
g
で
あ
る
が、

市
民
は
誰
で
も、
候
補
者
リ
ス
ト
に
あ
け
ら
れ
て
い
る
う
ち
の
誰
か
（
た
と
え
ば
A)
よ
り
も
も
っ
と
適
当
だ
と
思
う
人(
B)
が
あ
れ
ば、
宣
崎
の
上
で
A
の
代
り
に
B
を

し
て
異
議
あ
り
と
さ
れ
た
札
を、

B
い
ず
れ
を
候
袖
者
リ
ス
ト
に
加
え
る
か
は
選
挙
人
た
ち
の
挙
手
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
(755
C
,..__,
D)。

な
お
こ
の
対
立
候
補
の
指
名
に
似
た
も
の
に
異
議
の
申
し
立
て
が
あ
る。
こ
れ
は
護
決
官
の

に
お
い
た
投
票
札
に
対
し、
希
望
者
は
訛
で
も、
そ
の
中
か
ら
異
論
の
あ
る
名
前
が
書
か
れ
て
い
る
札
を
取
り
出
し
て
ア
ゴ
ラ
ー
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
(753
C)。
こ
う

ど
の
よ
う
に
処
迎
す
る
か
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
が、

先
の
将
軍
の
場
合
の
対
立
候
補
の
扱
い
方
か
ら
推
測
す
れ
ば、

異

議
を
認
め
る
か
否
か
は、

選
挙
人
た
ら
の
挙
手
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る。
こ
の
よ
う
な
対
立
候
補
の
指
名、

こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
以
外
の
場
合
に
も
行
わ
れ
る
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が、

と
こ
ろ
で、

(761
E)。

た
と
え
い
か
に
役
人
選
出
の
方
注
に
関
し
て
工
夫
が
こ
ら
さ
れ、

権
力
の
座
に
つ
い
た
と
き、

誘
惑
に
か
ら
れ、

孔
を
惹
き
起
ず
ら
と
と
な
り、

(945
E
 ,...__,946
C)。

な
せ
な
ら、

も
し
諮
役
人
の
執
務
監
査
が
正
し
く
行
わ
れ
な
い
な
ら
ば、

二

九

ら
れ、

そ
の
名
は
末
永
く
記
悦
に
と
ど
め
ら
れ
る

に
閃
し
て
で
あ
る
が、

第
一
回
の
記
名
投
票
の
際、

各
返
挙
人
が

お
よ
び
候
補
者
に
対
す
る
異
議
の
申
し
立

と
も
か
く
も
そ
れ
は
頗
る
民
主
的
な
方
法
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

す
ぐ
れ
た
役
人
が
民
意
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
と
し
て
も、

彼
ら
が
い
っ
た
ん
何
ら
か
の

過
ち
を
犯
さ
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い。

そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
策
が
請
じ
ら
れ
て
い
る
か°
。フ
ラ
ト
ン
は
現
行

の
ア
テ
ナ
イ
の
執
務
監
査
の
制
度
を
取
り
い
れ
る。

す
な
わ
ち
い
か
な
る
裁
料
官
も
役
人
も、

そ
の
退
任
に
あ
た
っ
て
執
務
監
査
を
う
け
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る

（
立）

し
か
し
ア
テ
ナ
イ
の
そ
れ
が
監
査
を
最
終
的
に
民
衆
の
手
に
委
ね、

本
来
の
目
的
を
逸
脱
し
て
政
敵
追
放
の
手
段
と
し
て
悪
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
た

め
、
プ
ラ
ト
ン
は
最
終
的
監
査
権
を
民
衆
の
手
か
ら
癒
っ
て、
監
査
の
た
め
に
特
別
な
機
関
を
設
隠
し
た
。
こ
の
監
査
官
は
役
人
の
中
の
役
人
と
し
て
(945
C)、
そ
の
選

国
家
を
急
述
に
破
滅
さ
せ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
恥
る
(945
D
,--..,
E)。

監
査
官
は
そ
の
職
責
の
重
狸
性
に
対
応
し
て、

絶
大

在
職
中
は
ア
ボ
ロ
ン
と
ヘ
リ
オ
ス
の
神
域
内
に
居
仕
し、

出
に
は
特
別
の
配
慮
が
払
わ
れ
た

生
前
も
冗
後
も
数
々
の

う
危
険
性
に
対
し
て、

ど
の
よ
う
な
対
策
が
諧
じ
ら
れ
て
い
る
の
か。

ま
ず
監
査
官
の
意
見
は
す
べ
て
文
書
に
し
て
ア
ゴ
ラ
ー
に
掲
示
さ
れ
る。

ま
た
監
査
を
う
け
た
役

候
補
者
と
し
て
推
咄属
す
る
こ
と
が
で
き
る。
こ
の
場
合
A

の
て
あ
ろ
う
か。

しゞ
4

月
ミ

t
r)
、
る

そ
1月
力
廿，·-
刀）0,
1-
し

(946
 E
'""947
 E)。

そ
れ
は
国
家
の
統
一
を
損
な
い

の
選
挙
の
協
合
に
つ
い
て
み
る
と

ニ
の

ミPo60
ぷ

「
4
ノ

に
対
す
る
の
が



法
者
の
残
し
に
仕
事ぇ．
を
完
成
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い

一
般
的
に
言
っ
て

明
ら
か
で
あ
る。

-

）

a,
‘
,

 

,
r

 

そ
の
主
な
も
の
を
列
挙
す
れ
ば

さ
れ
て
い
る
(947
£
)。

こ
の、

監
杏
官
に
対
す
る
怯
廷
は、

調
怯
官、

は
開
免
さ
れ
一
切
の
栄
誉
を
蒋
わ
れ
る。

他
方
告
発
者
は、

次
-

1

第
三
の
点
で
あ
る
護
法
官
の
問
題
に
移
る。

要
視
さ
れ
て
い
る
か
は、

そ
れ
が
『
法
律』
の
国
の
成
立
に
あ
た
っ
て
最
初
に
選
出
さ
れ、

人
の
執
務
ふ
り
を
監
督
す
る。

権
限
を
過
度
に
強
大
な
ら
し
め
る
結
果
と
な
り、

つ
の
見
本
を
示
し
て、

無
罪
と
泣
っ
に
こ
と
に
溝
足
し
て

人
の
中
で
そ
り
判
決
に
不
服（八
ら
心
は

筑
波
大
学

0) 

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

（『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制』

第
四
三
章
四
節）

坦
職
お
よ
ひ
辿
職
し
た
監
査
官‘

こ
の
裁
判
に
認
い
て
も
し
五
分
の
一
以
上
の
票
を
獲
得
し
得
な
い
と
5

詞
金
を
科
せ
ら
れ
る。

か
つ
て
の
ア
レ
イ
オ
ス
・
パ
コ
ス
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
さ
れ
る
こ
の
官
職
が、

プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
い
か
に
重

そ
の
任
務
が
以
下
に
見
る
よ
う
に
国
政
全
般
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

口
護
法
官
は
そ
の
名
の
と
お
り
法
律
の
吝
人
で
あ
り、

い
て
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
か
否
か
を
監
督
す
る
こ
と
に
あ
る。

王
要
民
会
に
お
い
て
役
人
の
執
務
ふ
り
に
関
し
て
挙
手
に
よ
る
採
決
を
行
っ
た
が

で
は
彼
ら
は
役
人
の
不
正
を
発
見
し
た
場
合、

彼
を
寵
免
し
あ
る
い
は
罰
金
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か。

こ
の
国
で
は
す
べ
て
の
役
人
は
そ
の
管
帖
す
る
分
野
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
裁
判
権
を
持
つ
か
ら、

護
法
官
も
彼
ら
が
他
の
役
人
と
共
同
し
て、

も

し
く
は
単
独
で
行
な
う
さ
ま
ざ
ま
の
分
野
の
仕
事
に
関
し
て、

自
ら
裁
判
を
行
う
場
合
が
あ
る。

裁
判
を
行
っ
之
事
例
は
―
つ
も
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
彼
ら
が
役
人
の
不
正
を
発
見
し
た
場
合、

法
廷
へ
告
発
す
る
か
監
査
官
に
迂
報`
す
る
に
と
ど
ま
り、

彼
ら
自
身
直
接
に
裁
判
を
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う。

こ
れ
は、

謹
法
官
の
役
人
に
対
す
る
監
査
権
が
裁
判
権
を
伴
な
う
と
す
れ
ば、

そ
れ
を
恐
れ
て
の
配
慮
と
み
ら
れ
る。

□
こ
の
国
の
成
立
に
あ
た
っ
て、

立
法
者
は
最
初
か
ら
す
へ
て
の
法
律
を
細
部

に
至
る
ま
で
完
全
な
も
の
と
し
て
つ
く
り
あ
け
て
は
い
な
い
。

彼
は
あ
る
場
合
に
は
単
に
輪
邪
応
け
を
描
い
て、

類
似
の
場
合
に
つ
い
て
は
後
か
ら
く
る
も
の
た
ち
の
補
足
に
委
ね
る。

こ
れ
ら
の
場
合
に
は
護
法
官
が
他
の
役
人
た
ち
と
共
同
し
て、

最
初
の
立

彼
は
監
査
官
を
告
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
(946
D)。

(772
A
,...___,
D,
 
828
B,
 
835
A
,,.....,
B,
 
846
B
,......,,
C,
 
855
D,
 
957
A
,...___,
B)。

し
か
も
こ
の
告
発
は

そ
れ
以
上
追
求
し
な
い
な
ら
は

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が、

も
し
無
罪
と
さ
れ
れ
〗＼
放
免
さ
れ
る。

ぇ
じ
リ・ーー

こ
）
し
C
ウ
き、

，
ー•
/
A}
し

恙
応
円 ＇’
ご
柑
T
r
;‘、

rt.
L
り

も
し

じ
Jtr,i,
1f/，．
ヽ

ー

i1
11‘‘
'
（

しよ

ま
に
最
初
の
立
法
者
が
そ
の
法
律

間
わ’
訊
な
い
。
し
か
し
も
し
当
の
役
人
が
希
岨
す
る
な
ら
ば、

そ
の
第
一
の
任
務
は、

ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
は
政
務
審
議
会
の
執
行
部
が、

役
人
が
与
え
ら
れ
た

そ
れ
ぞ
れ
の
在
任
期
間
に
一
回
ず
つ

し
か
し
謹
法
官
の
役
人
に
対
す
る
監
督
権
に
関
連
し
て、

彼
ら
が
自
ら

そ
の
肉
付
け
は
将
来
に
残
し、

お
よ
び
選
抜
裁
判
官
か
ら
構
成
さ
れ

不
当
な
判
決
を
う
け
に
本
人
に
限
ら
ず、

こ
の
場
合
叩い
っ
た
判
決
を
ぷ
し
に
監
蒼
官
の
責
任
は
ど
う
な
る
の
か。

ま
た
あ
る
場
合
に
は

そ
こ
で
有
罪
と
さ
れ

そ
れ
は
護
法
官
の

『
法
律』
の
国
で
は
護
法
官
が
常
時
役

に
も
と
づ

誰
で
も
欲
す
る
者
は
監
査
宜
を
告
兌
し
得
る
と

も
し
誤
客
を
う
け
た
役
人
が

も
し
彼
が
そ
こ
で
も
打
罪
と
さ
れ
た
な
ら
ば、

先
の
判
決
の
二
倍
の
罰
を
う

゜



を
講
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん

を
で
き
る
だ
け
完
全
な
も
の
と
し
て
つ
く
っ
て
も、

時
の
経
過
と
と
も
に
つ
く
ら
れ
た
法
律
か
実
地
に
あ
た
っ
て
試
さ
れ
て
み
る
と、

多
く
の
改
正
す
へ

き
点
が
見
出
だ

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
場
合
に
護
法
官
は、

法
律
の
番
人
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く、

法
律
の
制
定
者
と
も
な
っ
て、

第
二

の

法

律
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
7
7
0
A,
 
8
4
0
E
)。

て、

す
へ
の
役
人、

で
は
こ
の
法
律
改
正
の
仕
車
は、

護
法
官
に
全
権
が
委
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か。

祭
礼
に
お
け
る
供
犠
や
歌
舞
の
規
則
の
改

正

に

関
し

す
べ
て
の
民
衆、

す
べ
て
の
神
託
の
一

致
し
た
承
認
が
必
要
条
件
と
さ
れ
て
い
る
が
(
7
7
2
D
)、

こ
の
国
で
は
法
律
の
改
正
は、

も
し
こ
の
必
要
条
件
が
法
律
の
改
正
一

般
に
適
用

民
衆
に
よ
っ
て
発
議
も
し
く
は
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が、

少
な
く
と
も
民
衆
に
よ
る
承
認
を
必
要
と
す
る
こ

と
に
な
る
。

国
以
上
の
二
点
に
つ
づ
き、

護
法
官
か
単
独
で、

あ
る
い
は
他
の
役
人
と
共
同
し
て
管
理
す
る
実
に
さ
ま
さ
ま
の
仕
事
が
あ
る
。

そ
の
主
な
も
の
を
あ
け
れ

(
13)
 

ば

り
選
挙
の
管
理
(
75
5
E,

7
6
5
A
)

図
神
官
と
と
も
に

神
事
に
関
す
る
こ
と
の
監
督

③
特
に
そ
の
た
め
に

そ
の
管
轄
す
る
分
野
に

の
審
査
(
8
01
D,

8
2
9
D
)
 
3'.:
 国
外
旅
行
の
認
可
や
外
国
貿
易
の
管
理
(
8
4
7
C
,,__,
D,

9
5
1
A
,..._,
C
)

固
市
場
保
安
官、

都
市
保
安
官
と
と
応
に
市
場
の
管
理
お
よ
び
経
済

(
14)
 

活
動
全
般
に
わ
た
る
監
督
(
8
4
9
E,

9
1
7
E
_,
9
1
8
A,
 
9
2
0
A
,..._,
C
)

囮
家
庭
生
活
に
関
す
る
こ
と
の
監
督。

国
護
法
官
が
他
の
役
人

と
同
様、

そ
れ
と
は
別
に、

彼
ら
は
国
家
に
お
け
る
も
っ

と
も
重
大
な
裁
判
に
か
か
わ
る
裁
判
官
で
も
あ
る
。

こ
れ

ら
の
裁
判
と
は
□
個
人
の
登
録
財
辟
を
超
え
た
不
当
利
得
に
関
す
る
裁
判
(
7
5
4
D
,.....,
E
)

§:
選
抜
裁
判
官
に
よ
る
第
三
審
の
決
定
に
対
す
る
異
議
申
し

立
て

の

裁

判

(
7
6
7
E
)

§:
 他
の
監
査
官
お
よ
び
選
抜
裁
判
官
と
と
も
に
監
査
官
に
対
す
る
裁
判
(
9
4
8
A
)

�
選
抜
裁
判
官
と
と
も
に
死
刑
か
科
せ
ら
れ
る
べ

き
串
件
の
裁
判
(
8
5
5
C
)

(
15)
 

固
裁
判
を
う
け
た
も
の
が
そ
の

判
決
を
下
し
た
法
廷
の
職
務
執
行
を
防
害
し
た
場
合
の
裁
判
(
9
5
8
C
)

:;s
国
家
公
共
に
対
す
る
罪
の
裁
判
(
7
6
7
E
)
。

で
は
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、

立
法、

行
政
、

司
法
の
三
櫛
を
掌
握
す
る
護
法
官
の
絶
大
な
樅
力
に
対
し
て
、

プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
濫
用
を
防
ぐ
た
め
に
ど
の
よ
う
な
対
策

こ
の
国
で
は
す
べ
て
の
役
人
は
そ
の
任
期
満
了
に
際
し
て
執
務
監
査
を
う
け
る
と
い
う
規
定
か
ら
す
れ
ば、

護
法
官
も
当

然
監
査
を
う
け
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、

七
0
オ
ま
で
と
い
う
そ
の
長
い
任
期
の
最
後
に
お
け
る
監
査
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
ら
な
い
。

彼
ら
が
、

単
独
で
行
動
す
る
こ
と
も
稀
に
は
あ
る
が
(
9
5
9
E
)
、

多
く
の
場
合
グ
ル
ー。
フ
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
は

の

濫
用
を
防
ぐ
役
割
を
果
す
で
あ
ろ
う。

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一

つ
の
具
体
的
な
場
合
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
孤
児
の
後
見
に
関
し
て
、

監
督
の
任
に
あ
る
渡
法
官
が
孤
児
に
関

す
る
法
律
に
違
反
し
た
場
合
に
は、

マ
グ
ネ`
ゾ
ア
の
国

お
い
て
あ
る
程
度
の
裁
判
権
を
持
つ
こ
と
は
既
に
述
べ

た
が

さ
れ
る
と
す
れ
は

(
7
8
4
B,
 
8
6
7
E,
 
91
6
C,
 
9
2
6
C,
 
9
2
9
E,
 
9
3
2
B
)
、
監碑
IsN

し
か
し
選
抜
裁
判
官
や
監
査
官
に
対
す
る
告
発
の
方
法
が
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、

護
法
官
に
対
す
る
そ
れ
も
明
示
さ
れ
て

孤
児
の
後
見
人
は
彼
を
選
抜
裁
判
官
の
法
廷
へ

告
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ、

ま
た
孤
児
が
成
人
に
達
し
て
か
ら、

自
分
が
護

れ
た
審
査
官
と
と
も
に
音
楽
詩
歌
の
作
品
お
よ
び
作
者



の
手
か
ら

裁
判
の

か
な
り

縮
小
さ
れ
た
も
の
と

軍
そ
の
他
の

行
部
に
よ
っ

て
冒
わ
れ、

(764
A) 、

こ
よ
っ
て 、

ヽ
り‘ 会

と
そ
こ
で
は

で
あ
る

役
人
が

0) 

し
か
も
多
人
数
の

そ
れ

そ
の

、f、
こ
n

つ
こ
。

j

と
い
方
力

↑

の
た
め
に
あ
ら
か
じ

め

し
t
ギ

,
1
え
L'

殊
に ！ ‘・ヤ、 e、

了11王ド
）n13

2こ
1
9..
 9
 

9r,1
1

 

筑
波
大
学

O) 上
位
二

(758
A
,--...,

D ,
 
953
C
) 、

な
か
っ

た
（
『
ア
テ
ナ
イ
人
の

あ
り

い 、

そ
の
力
を
大
い
に

こ
と
f
 

手
に
移
さ
れ 、

民
会
は
そ
れ
に
対
し

て
単
な
る

女
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

民
衆
で
は
な
く
怯
律
が

に
わ
之
っ

て
国
家
の
中
枢
的
役
割
を
演
じ
る
か
ら

の

に
選
出
さ
九． 、

そ
の

あ
る。

し
か
し
『
法
律』

の
囚
て
は 、

ア
テ
ナ
イ
と
洒犀
い

＝ 

がコ
月

買
＞

は

い
う
ふ
八口
が
育
つ

ャ
5

,
l
し

し
応

J

.
＇
?

 

j
 

に
よ
っ

て
不
当
な
扱
い
を
う
げ
に
と

に
よ
る
と
判
定
さ
れ
九
は

暫
学
・

思
化
学
系
諭
集

こ
の
よ
う
に
弧
大
で
広
汎
な
怖
限

へ
の

役
人
の
選
出
で
あ
る。

つ

か
にこ し、 (767

E
Y
 

主
頌
る
乏
し
い

。

＇
げ�',l

之
し
く 、

で
あ
る
と

の
ら
の
応
あ
る
が

ぃQ
よ
び
他
の
役
人
記
ち
と
侶
力
し
て

〇
縦
糸
と
し
て

0) 

け
ら
れノ
る
力:

（文

心
二い
こ
）
こ
ら
こ

)1
7

0
↓ー
I
\
C

!‘

に
よ
っ

て
あ
ら
か
じ

め

関
し
て
ら
認
め
ら
れ
る
と
す
れ ｀
は

、
彼
の
椛
力
濫
川
に
対
し
て
は

こ
JIi
え
て

t
µ、
)

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

ヽ

y

の
で
あ
る
こ
の
国
で
は 、

打
政
府
と
し
て
の

）
の
国
で
は ら

れ
る。

殊
に

そ
の
他
の

L'
|

‘、
J

J
、
、0
-r
jヽ

、
訂
ー

d

7
し

）：
入．．．．．

 

0
り
↑
バ，
I

る
応
ら 、

彼
を
告
訴
ず
る
こ
と
が
で
ぎ 、

し
て
の
地
位
に
と
ど
ま
る 。

殊
に
次
に
述
へ
る
裁
判
側
度
の
改
革
は
民
衆

二
年
さ
ら
に
も
っ
と

(734
 E
 ,,__,735
 A) 、

す
ぐ
れ

O) 

に
記
め
ら
れ
た
も
の
と

、

そ
0

fr

?-
Jj
ギ

�/

[
iト
、

つ
こト入

犬。
IIf
r
ナ八
カ

↑
JfJ

L.！
柑｝

オ
i
,

1、
l•

•

 

ト
ì

し
る
と

↓}
 

」
の

の

叡
知
と
に
加
え
て
そ
の
長
い
任
期

、

充
分
紅
教
育
を
う

け
た
優

に
わ
た
る
応
の
も
多
く 、

こ
．．

 
1
j

 

4
ご‘

-

LL

11、

の
仕
書

同
ll
1̀1

の
そ
汎
応 、

こi
H̀

 

外
国
か
ら
の
使
節
の

の
ら
の
と
が
あ
り 、

そ
の

ア
テ
ナ
イ
の
現
状
と
比
べ
て

に
場
合
以
外
は
任
意
で
あ
り

〇
閃
係
は
ど
の
よ
う
冠
応
の
で
あ
る
の
か 。

が
仇
力
に
な
り

す
ぎ
て

に
詞
い
て
さ
主
〗 ‘C
K5̀
OJ

一
般
に
は
役
人、
11丁
く
じ
に
よ
っ

て

の
よ
う
な
閃
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か。

の

間
凶

に
対
す
る

1� 
t 、

し 、

そ
れ

に
こ
と
て
な
け
れ
ば

-
JL)
凰`ィ'()
し
こ。

●:

＇プ"
f

-‘
 
11、
タ
ー＇、

九
て
い
る
(928
B
 ,...__,
 D) 。

か
認
め
ら
れ
れ
ば 、

団
の

の

こ
C、｝ょ
な
く

f

(
)

し

れ
任
期
も

J

れ
ら
の
役
人
は

、

そ
九
が

1,
� 

(、 国
内
か
ら
の
陳
梼
や

の
J

と
で

と
そ
の
執

に
ぢ
い
て 、

民

c

し
直
ぅ

)
 

こ
し

_
l
じ

＇）
と
を

）

、
つ

ヵ
r̀

；
っ
こ

J
ふ

キ
ー＇

同
様
〇
附
ど
め
が
か
け
ら
九
て
い
る
と

れ

会
は
民
会

ア
テ
ナ
イ
に
注
い
て
も
将

る
。

の
他
の
分
野
で ｝

 

に
よ
る
と
罪



少
数
の
専
門
家
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

裁
判
官
た
る
も
の
は、

生
ま
れ
つ
き
の
能
力
に
加
え
て、

を
経
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
(876
C
)、

ま
た
彼
ら
は
つ
ね
に
法
律
の
研
究
に
親
し
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
よ
っ
て、

廷
や
民
衆
法
廷
に
最
終
的
決
定
を
委
ね
る
現
状
を
拒
否
し
て
も、

彼
は
民
衆
の
裁
判
へ
の
参
加
を
拒
否
し
は
し
な
い
。

む
し
ろ
裁
判
に
参
加
す
る
権
利
に
あ
ず
か
ら
な
い

者
は、

自
分
が
国
家
の
一

員
で
あ
る
と
考
え
な
い
が
故
に、

マ

グ
ネ
シ
ア
の

国

っ
く
り
と
た
び
た

制
度
の
改
革
を
提
唱
し
た
か。

76
4
B
,...,,
C,
 
846
A
 \
 B
)。

(766
D
,.....,
E,
 
85
5
D
,,.___,
856
A)

が
裁
判
に
は
不
可
欠
で
あ
る。

す
ぺ
て
の
国
民
が
裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
が
彼
の
信
念
で
あ
る
(76
8
B
)。

双
方
の
争
点
を
明
瞭
に
す
る
こ
と

改
革
の
原
則
は
以
上
の
批
判
か
ら
お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
る。

法
の
支
配
す
る
国
に
お
い
て、

第
一
に
問
題
と
す
べ
き
は
法
に
従
っ
て
国
務
を
遂
行
す
る
行
政
組
緑
の
問
屈
で
あ
っ
た
が、

第
二
に
閂
犀
に
す
べ
き
は
法
が
犯
さ
れ
た

場
合
に
ど
う
す
る
か
と
い
う
裁
判
制
度
の
問
題
て
あ
る。

こ
の
国
で
は、

先
に
述
べ
た
よ
う
に、

用
か
ら
国
民
を
守
る
た
め
に
次
の
三
つ
の
措
置
が
諧
じ
ら
れ
て
い
る。

日
役
人
か
ら
与
え
ら
れ
た
判
決
に
不
服
な
も
の
は
法
廷
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る。

し
か
応
こ

の
提
訴
は
当
の
本
人
忙
け
で
は
な
く、

官
が
法
律
の
番
人
と
し
て
常
時
役
人
の
執
務
ぶ
り
を
監
督
す
る
。

国
退
官
に
際
し
て
の
監
査
官
に
よ
る
執
務
藍
査。

次
に
行
政
官
に
附
閾
す
る
裁
判
権
と
は
別
に、

の
司
怯
官
は
存
在
し
な
い
。

た
し
か
に
ソ
ロ
ン
の
ヘ
ー
リ
了
イ
ア
ー
の
設
定
に
始
ま
る
裁
判
椋
の
民
衆
へ
の
移
譲
が、

た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
が、

し
か
し
役
人
が
裁
判
権
を

し
て）
も、

あ
る
限
度
ま
で
は
法
廷
に

つ
と
き、

裁
判
が

し
か
し
陪
審

(9
57
B
)。

こ
の
よ
う
な
裁
判
官
が
時
間
を
か
け
て
ゆ

に
店
門
的
知
議
を
必
翠
と
す
る
仕
事
で
あ
る
以
上、

そ
れ
は

い
か
な
る
国
家
も
法
廷
が
し
か
る
べ
く
構
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
国
家
と
は
い
え
な
い
(766
D
)

の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
役
人
は
そ
の
管
儲
す
る
領
域
に
お
い
て
裁
判
権
を
有
す
る。

彼
ら
は
刑
事
事
件
だ
け
で
な
く
市
民
相
互
の
紛
争
に
関

る
こ
と
な
く、

自
分
た
ち
で
裁
く
こ
と
が
で
き
る
か、

彼
ら
の
科
す
る
こ
と
の
で
き
る
刑
罰
に
は
限
度
が
あ
る
(761
D
,,__,
E,

そ
の
濫
用
の
危
険
は
当
然
予
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
法
律
』

の
国
で
は
こ
の
公
稲
力
の
濫

訛
で
も
希
望
す
る
者
は
こ
れ
を
な
し
得
る。

さ
ら
に
役
人
の
不
正
は
天
下
に
公
表
さ
れ
る
(761
E
 ,..__,76
2
B,
 
84
6
 B)。

口
濯区
法

裁
判
制
艮
プ
ロ
バ
ー
に
つ
い
て
考
祭
す
る。

も
ち
ろ
ん
こ
の
国
に
お
い
て
も、

行
政
官
か
ら
独
立
し
た
即芥
門
職
と
し
て

民
衆
が
裁
判
権
を
手
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
行
政
を
も
支
配
し、

民
主
制
の
発
逹
に
と
っ
て
大
ぎ
な
役
口
を
果
た
し

遂
に
は
民
衆
が
偕
主
と
な
る
の
弊
害
を
生
じ
る
に
至
っ

た
こ
と
応
ま
た
事
実
で
あ
る
。

定
大
な
数
の
無
資
格
無
能
な
裁
判
宜
か
ら
成
る
法
廷
で
は、

充
分
な
征
拠
閻
べ
も
討
議
も
一

切
不
可
能
で
あ
っ
て、

係
争
者
た
ち
は
た
だ

ひ
た
す
ら
感
忙
に
訴
え、

弁
論
の
技
巧
を
弄
ぶ
の
み
で
あ
る
し、

多
数
の
裁
判
官
の
無
記
名
投
票
に
よ
る
判
決
は、

彼
ら
を
全
く
の
無
責
任
者
た
ち
の
集
団
と
す
る。

こ

の
よ
う
な
裁
判
の
現
状
に
対
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
告
発
は
『
弁
明
』

か
ら
『
法
律』

に
至
る
ま
で
一

貝
し
て
変
ら
な
い
。

で
は
『
法
律
』

に
お
い
て
彼
は
ど
の
よ
う
な
裁
判

す
ぐ
れ
た
教
育
と
充
分
な
経
験
と
を
禎
み、

厳
重
な
審
査



の

初
め
と

二
審 、

第
一

す
る
、

彼
の

ェ
る
。

,
1

 

と
さ

だ
け
す
べ
て
の

、}，6
（ょ

く

ーし ，ァー

こ
•

J

 

＇

か
が
国
家
に

対
し
て
不
正
を
行
な
っ

た
場
合 、

被
害
を
う
け
る
の
は
国
民
す
べ
て
で
あ
る
か
ら

以
上
は
私
的
訴
訟
に
つ
い
て
で
あ
る
が

）
の
法
廷
は
人
間
の

指
力
の

族
民
法
廷
は
上
告
可
能
で
あ
る
。

判
官
か
ら
構
成
さ
れ
る
ア
テ
ナ
イ
の

ヽ
9ヽカ

く
知
っ

て
い
る
人 、

た
と
え
は
医
学
の

以
上
の
諸
原
則
に
適
う
も
の
と
し
て

筑
波
大
学

な
が
ら 、

そ
の

中
間
の

と
さ
れ
る
(
7
6
6
E
 ,,.._,
7
6
7
 I3
) 。

原
告 、

紋
告
双
方
が
同
意
す
る
三
人
の

）
れ
と
区
別
さ
れ
て
国
家
公
共
に

対
す
る

抜
裁
判
官
の

判
決
が
不
当
だ
と
認
め
ら
れ
れ
ば

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

彼
は

す
な
わ
ち
二
審
の
判
決
に

不
阪
な
者
は

（
『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
詞
』

菜
六

す

に
つ
い
て
は

五
三
章
ニ
ー

六
節）

に
攻
ら
っ

て
つ

く
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

が 、

べ

き
で
あ
る
と
の

く
じ
に
よ
っ

て
選
は
れ
亡
裁
判
官
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
(
9
5
6
C
) 、

に
上
告
す
る
こ
と
が
で
き
る

プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は 、

し
て
も 、

大
筋
に
お
い
て
は
ア
テ
ナ
イ
の

制
度
を
う
け
い
れ
た
も
の
で
あ
る
が 、

ア
テ
ナ
イ
の

の
意
図
を
充
分
に
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
裁
判
は
公
開
で
あ
り
、

C
)

。

し
か
し

人
間
の
能
力
に
は
殴
度
が
あ
る
。

こ
の

最
終
審
に
お
い
て
な
お
不
服
な
も
の
は
さ
ら
に

に

対
し

て

賠
償
し 、

に
政
治
的
裁
判
に
な
り

膀
ち
で
あ
り 、

ま
た
デ
マ
ゴ
ー

グ
の

跳
梁
す
る
危
険
が
大
き
い
が 、

た
の
が 、

次
こ
述
べ

る
三
審
間
で
あ
る
。

第
一

審 、

の
役
人
の

罰
で

ご
い
に

対
す
る
―

つ
の

歯
ど
め
と
し
て 、

。
フ
ラ
ト
ン
は
こ
の

種
の
裁
判

(
7
6
7
E

,.....,
7
6
8
A
) 。

こ
の
よ
う
な
裁
判
は
往
々
に
し
て

の
ら
と
へ

提
訴
す
る
道
か
開
か
れ
て
い
る

。

そ
し
て
も
し

近

(
9
1
6
B
)

選
ふ
へ

き
て
あ
り 、

に
対
応
す
る
も
の
で 、

ン
の
裁
判
制
度
改
革
の
中
核
を
な
す
も
の
て
あ
り 、

裁
判
を
無
知
な
大
衆
の
手
か
ら
専
門
の
識
見
を
そ
な
え
た
少
数
者
の
手
に
移
し 、

徹
底
的
な

か
ぎ
り 、

外
か
ら
の
圧
力
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
も
っ
と
も
少
な
い
よ
う
に

つ

く
ら
れ
て
い

る
と

。
フ
ラ
ト
ン
は

自
負
す
る
(
7
G
8
B
,.._,

そ
の
上
他
の
裁
判
官
が
適
翌
と
認
め
る
罰
を
加
重
さ
れ
る
(
7
6
7
E
) 。

に
関
す
る
裁
判
が
あ
る
。

こ
の
裁
判
に
は
一

般
大
衆
が
参
加
す
る
こ
と
が
必
要

よ
び
他
の
す
へ

て
の
役
人
に
は
傍
応
の

(
7
6
7
A')
 9
5
6
D
) 。

こ
の
選
抜
裁
判
官
は
プ
ラ
ト

な
い

）
 

。
フ
ラ
ト
ン
。

ち
が
自
分
た
ち
て
自
分
た
ち
の
た
め
に
私
的
に
仲
裁
人
を
選
ぶ

。

仲
裁
人
と
し
て
は
隣
人
や
友
人 、

）
の

れ
る
も
の
と
す
る
。

で
は
こ
の
裁
判
は

)
0
 

芦3

つ

く
す
べ

し
と

あ
る
の
に
対
し 、

プ
ラ
ト
ン
の
部

ど
ち
ら
も
民
衆
の

声
を
代
表
す
る
心
の
で
あ
る

。

以
上
の
第
一

、

第一

細
部
の
祖
違
は
あ
る
に

―

二
の
部
放
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら

仲
裁
人
は
ア
テ
ナ
イ
に
芦
げ
る
よ
う
に
く
じ
に
よ
っ

て
選
は
れ
る
の
て

も
し
く
は
争
わ
れ
て
い

っ
と

も
本
来
的
意
味
で
の

の
判
決
に
不
限
衣
者
は
第
二
審
に
持
ち
こ
む
こ
と
か
で
き
る
。

こ
れ
は
部
族
民
法
廷
ら
し
く
は
公
共
の
法
廷
と
よ
It
れ 、

私
的

に
も
で
き
る

か
ら
設
け
ら
れ
た
ら
の
て
あ
る
(
7
6
8
B
) 。

そ
れ
は
一

0
の
部
放
の
そ
れ
そ
れ
か
ら
く
し
に
よ
っ

て
選
は
れ
る
裁

四

っ
と
も
よ

）
れ
は
ア
テ
ナ
イ
に
芦
け
る
仲
裁
々

判
（
『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
閲
』



ギ｛
'
ト

こ
れ
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

勢
力
で
あ
る
こ
と
は

合
ら
あ
る
わ
け
え
が

一

回
阻
り
の、

五 『
法
律
』

の
最
後
に
語
ら
れ
て

と
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
言
う
(
7
7
0
D
)。

上
告
を
認
め
な
い
l

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

プ
ラ
ト
ン
は
以
上
の
私
的
と
公
的
裁
判
の
他
に、

も
う
一

っ
死
刑
が
科
せ
ら
れ
る
へ

き
声手
柄
に
つ
い
て
の

裁
判
を

区
別
し
て
述
べ
て
お
り、

法
廷
に
代
っ
て、

そ
の
構
成
は
第
三
審
を
構
成
す
る
選
抜
裁
判
官
に
渡
法
官
が
加
わ
っ

た
も
の
と
す
る

そ
れ
と
先
に
述
へ
た
三
審
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。

死
刑
が
科
せ
ら
れ
る
よ
う
な
重
罪
の
場
合
に
限
り、

き
な
の
か
。

こ
の
点
も
明
瞭
で
は
な
い
。
゜
フ
ラ
ト
ン
自
身
こ
れ
ら
の
曖
昧
さ
に
気
つ
い
て
お
り、

以
上
が
『
法
律
』

の
国
の
裁
判
制
度
の
概
要
で
あ
る
が、

通
例
の
第
三

護
法
官
の
加
わ
っ
た
法
廷
に
お
い
て
裁
く
べ

き
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
死
刑
が
科
せ
ら
れ
る
犯
罪
の
多
く
は
国
家
公
共
に
対
す
る
罪
で
あ
る

国
家
公
共
に
対
し
て
犯
さ
れ
る
罪
を
扱
う
法
廷
に
つ
い
て
は、

既
存
の
制
度
を
参
考
に
し
な
が
ら、

護
法
官
が
適
当
な
制
度
を
設
け
る
べ

き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
(
9
5
7
A
,.....,
 B
)
 

諸
国
の

民
衆
が
僣
主
的
勢
力
を
持
つ
に
至
っ
た
了
テ
ナ
イ
の
現
状
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
が、

プ
ラ
ト
ン
に
課

せ
ら
れ
た
司
法
制
度
改
革
の
諜
題
で
あ
っ
た
。

彼
は
民
衆
の
裁
判
参
加
と
い
う
民
主
制
の
原
則
を
貫
き
な
が
ら、

民
衆
か
ら
裁
判
の
最
終
決
定
権
を
奪
い、

そ
れ
を
選
抜

裁
判
官
と
護
法
官
と
の
手
に
帰
し
た
。

他
方
民
衆
の
権
利
を
椀
護
す
る
た
め
に、

役
人
の
判
決
に
対
す
る
異
議
の
申
し
立
て
と
上
級
裁
判
所
へ
の
控
訴
の
制
度
を
つ
く
っ

遂
に
至
ら
な
か
っ
た
。

殊
に
国
家
に
対
す
る
反
逆
罪
を
裁
く
も
の
が
選
抜
裁
判
官
と
護
法
官
か
ら
成
る
法
廷
で
あ
る
こ
と、

す
な
わ
ち
国
家
体
制
の
ま
さ
に
要
と
し
て
の

反
逆
罪
で
っ
ち
あ
け
の
危
険
を
多
分
に
蔵
す
る
ら
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
鱈
な
ら
な
い
。

プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
危
険
に
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か。

彼
に
与
え
ら
れ
た
現
実
が
役
人
の
権
力
集
中
に
伴
う
専
制
化
の
危
険
よ
り
も、

人
間
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い

魂
の
徳
を
そ
な
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
善
き
人
と
な
る
こ
と、

そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の

魂
の
徳
を
育
て
る
た
め
の
国
家
の
建
設
を、

代
表
す
る
。

そ
の
構
成
員
は
設
庄
官
の
う
ち
年
長
者
一

0
名、

監
査
官、

む
し
ろ
民
衆
の
権
力
集
中
に
伴
う
民
主
間
の
堕
落
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え

そ
れ
が
唯
一

の
目
的
で
あ
る、

自
由
を
め
ぐ
る
制
疫
の
間
題
と
し
て
考
祭
し
て
き
た
。

最
後
に、

い
る
夜
明
け
前
の
会
議
に
つ
い
て
一

言
し
よ
う。

そ
れ
は
こ
の
国
の
建
設
に
あ
た
っ
て
の
立
法
者
の
役
割
を
う
け
つ
ぐ
も
の
と
し
て、

祠）

現
在
お
よ
び
か
つ
て
の
教
育
監
(
9
5
1
D
,,.....,
E,

9
61
A
,,....,,
B
)

で
あ
り、

0
オ
か
ら
四
0
オ
ま
で
の
若
者
を
一

名
ず
つ

伴
う。

こ
の
会
議
の
任
務
は
国
家
全
体
の
い
わ
は
錨
と
し
て

マ
グ
ネ
シ
ア
の
国

た
。

し
か
し。
フ
ラ
ト
ン
の
改
革
は

モ
ン
テ
ス
キ
ュ

ー
が
自
由
に
と
っ
て
必
須
の
条
件
と
し
た

が、

そ
の
場
合
最
初
か
ら
こ
の
重
罪
裁
判
に

委
ね
ら
れ
る
の
か

(
9
61
 C
)、

こ
の
国
に
お
け
る
帽
学
的
知
性
を

彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
三

国
の
法
律
の
保
全
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り、

（
『
法
の
精
神
』

第
一
―

巻
六
章）

あ
る
い
は
先
の
民
衆
に
よ
る
裁
判
(
7
6
7
E
)

を
第
一

審
と
し

そ
れ

司
法
権
の
行
政
権
か
ら
の
独
立
に
は

）
の
重
罪
裁
判
は
上
告
審
と
み
る
ヘ

(
8
5
5
C
)。

こ
の
種
の
裁
判
は
私
的
訴
訟
に
か
か
わ
る
場



(

4
)
 る 。

(

3
)
 

(

2
)
 

(

1
)
 

る。 、
C
l
-

『
法
律』
の
参
照
箇
所
は
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
す 。

筑
波
大
学

す
る
た
め
に
は
ヽ

足
っ

て
こ
の

/1‘
 

で
あ
る。

で
あ
る
た
め
に
は 、

こ
倅
士
す
る
こ
と
な
く 、

11,--N
i1

 に
分
け
ら
れ
る 。

研
究
と
将
来
の
指
尊
者
の
韮
戚
の
た
め
の
機
閃
で
あ
っ

て

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

は
い
っ

た
ん
で
き
あ
が
っ

た
法
律
を
ひ
た
す
ら
囚
守
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く 、

方
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
監
視
の
眼
を
ひ
か
ら
せ 、

自
国
の
法
律
の
考
祭
た
け
て
な
く 、

諮
外
国
の
怯
袢
と
の
比
較
研
究 、

の
改
正
を
提
案
し
た
り

す
る
わ
け
で
は
な
い 。
も
む
ら
ん
こ
の
会
議
の
構
成
日
が
同
闊
に
国
家
の
中
枢
に

の
成
果
が
当
然
国
政
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
怠
味
し

て
は
い
る
が 。
ま
た
恙
き
後
継
者
の
養
成
と
い
っ

て
も 、

役
人
は
す
へ
て
国
民
に
よ
っ

て
選
出
さ
れ
る
こ
の
国
に
お

こ
の
会
議
に
列
挙
し
た
こ
と
が
後
継
者
と
し

て
の
地
位
を
約
束
す
る
わ
け
で
も
な
い 。
プ
ラ
ト
ン
は
決
し

て
『
法
律』
の
最
後
に
捻
い
て 、

団
と
し
て
の
こ
の
会
議
を
設
定
し 、

必
要
に
応
じ

て
改
正
お
よ
び
連
川
に
あ
に
っ

て
の
配
応
を
行
う
こ
と
を
意
味
す
る 。
こ
の
任
務
を
遂
臼

さ
ら
に
怯
の
本
質
に
つ
い
て
の
間
解
を
深
め
る
に
め
の
孟
学
間
の
研
究
が
必
須

そ
れ
に
統
治
椛
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ

て 、

法
の
支
配
を
く

つ
が
え
し

て

そ
う

て
は
な
く 、

怯
の
支
配
が
本
来
の
意
味
に
お
け
る
注
の
支
配
で
あ
る
た
め
に
は 、

わ
は
頭
脳
と
し

て
存
在
し

て
い
な
け
れ
且
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る。

は 、

法
の
支
配
が

つ
ね
に
当
初
の
立
法
の
栢
神
に
立
ち
か
え
り 、

法
律
が
そ
の
本
来
の
あ
り

）

15

こ
こ
）

よ
う
笑

/
オ
i

o

i

い
か
な
る
梱
力
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
真
に
自
由
な
探
究
の
機
関
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
が 、

こ
こ
で
審
判
官
と
訳
し
て
い
る
だ
0
2
0

謎
塁の
＇を 、
菜P[tss
と
区
別
し
て
音
楽
や
体
育
競
技
の
運
営
に
あ
た
る
も
の
（
貪
ミt
応trの
の
意）
と
す
る
解
釈
も
あ
る
が 、
そ
の
選
出

に
あ
た
っ
て
特
に
忠
門
的
能
力
が
問
屈
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら 、
迎
営
に
あ
た
る
だ
け
で
な
く
弗
判
官
(6pa
吟
宮）
で
も
あ
る
と
解
す
る 。

こ
の
固
で
は
分
記
地
の
評
価
狛
を
最
低
限
と
し
て 、
そ
の
四
倍
ま
で
の
財
産
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ 、
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
の
額
に
従
っ
て
第一
（
最
高）
附
級
か
ら
第
四
階
級
ま
で

誓

ミ各
厄
と
い
う

言
葉を
プ
ラ
ト
ソ
は
あ
ら
か
じ
め
候
補
者
を
選
ぶ
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
慈
味
に
用
い
て
い
る
場
合
〈
7
5
3
D,

9
4
6
A
)

と 、
単
に
選
出
す
る
と
い
う
意

味
に
用
い
て
い
る
場
合
(
7
6
5
E
)

と
が
あ
る 。
ま
た

塁
旦
忍
苫
ビ
の
前
者
の
窓
味
に
あ
た
る
言
葉
と
し
て
は 、
他
に
図
()
0

ct

心
葛
は
ぎこ
(
7
5
9
E
),

誓
踪
T
CC
e
(
7
5
6
£
)

な
も
用
い

い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

の
支
配
に
対
立
す
る
応
の
で
は
な
く 、

ヌ
ー
ス
の

こ
こ
で
の
研
究

た
え
さ
る
法
の
研
究
を
仕
事
と
す
る
機
関
か 、

国
家
の
い

法
は
つ
ね
に
訓
か
れ
た
体
系
で
な
け
れ
は
な
ら
な
い 。

間
凶
は
固
象
の
支
配
的
地
位
に
あ
る
役
人
か
ら
成
る
こ
の
会
議
が 、

の
支
配
を
回
復
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い 。

あ
る
特
定
の
固
家
目
的

い
わ
は
哲
学
者
の
集

最古臼
の
役
人
で
あ
る
こ
と
は

ニ
の
会
議
自
身
か
直
按
り
政
や
可
法
に
閃
打
す
る
法
的
椛
限
を
持
っ

に
り

t
、

一

1

ノ



マ
グ
ネ
シ
ア
の
国

構
成
員
と
み
る
よ
り
ie
そ
の
と
き
ど
ぎ
に
報
告
の
た
め
に
出
席
す
る
も
の
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う 。

七

つ
い
て
は
内
き
お
と
し
と
み
る
ぺ
き
か 。
ま
た
晶
外
国
に
お
け
る
法
作
闊
笈
研
究
の
た
め
に
面
外
旅
行
を
し
た
方
が
こ
の
会
議
に
加
わ
る
べ
ぎ
だ
と
さ
れ
て
い
る
が

そ
れ
は
正
式
の

(

16

)

夜
明
け
韮
の
会
設
の
構
成
員
に
閃
し
て
は
951
D
r-/

 E
と
961
A
,__,

 B
 と
の
畠
述
に
沿
干
の
粗
違
が
み
ら
れ
る 。
す
な
わ
ち
後
名
で
は
教
育
監
が
含
ま
れ
て
い
な
い 。
こ
の
点
に

て
お
く 。

(

15
)
 で-→『

O

倣
P

(

14
)
 

（

口

）

(

12
)
 

よ
っ
て
行
わ
れ
る
が 、
敢
終
的
決
定
権
は
陪
審
廷
に
あ
っ
た 。

貪
旦）

(

10
)
 が

選
挙
な
ら
び
に
資
格
審
査
を
行
う

〈754
C
,---.,
D)

(

9
)
 

(

8

)
 

(
7
ー
）

(

6
)
 

(

5
)
 

地
方
俣
安
官
の
迅
出
に
つ
い
て
は
特
に
出
さ
れ
て
い
な
い
が 、
他
の
俣
安
宜
の
そ
れ
に
準
じ
て
考
え
て
ャロ

い
で
あ
ろ
う 。
た
だ
し
地
方
保
安
官
は
各
部
放
別
に
選
出
さ
れ
る 。

第一
日 、
第
二
IJ
の
第一
陪
級 、
第
二
附
級
か
ら
の
指
名
に
は
全
市
民
が
参
加
す
る
が 、
第
三
日
の
第
三
附
級
か
ら
の
そ
れ
に
は
第
四
附
級
ぱ 、
第
四
日
の
第
四
附
級
か
ら
の
そ
れ

に
は
第
三 、
第
四
陪
級
は
欠
席
す
る
こ
と
も
可
指
で
あ
る 。

裳
法
官
の
選
出
方
止戸
1

閲
し
て
は
テ
キ
ス
ト

に
か
ら
ん
で
間
題
が
あ
る 。
岩
被
版
プ
ラ
ト
ン
全
集
第
ニ―一
巻
『
注
律』
補
注
参
照 。

も
し
選
ば
れ
た
候
罰
者
の
数
が
奇
数
な
ら
ば
最
少
の
得
票
数
を
得
た一
人
を
除
い
て
二
分
す
る 。
ま
た
当
落
線
上
に
同
点
の
も
の
が
何
人
も
い
る
場
合
に
は
年
の
若
い
順
に
削
る
こ

と
に
よ
っ
て
半
数
と
す
る 。

テ
ナ
イ

教
育
監
は
政
務
審
議
会
と
そ
の
執
行
部
を
除
く
全
役
人
が
殴
法
官
の
中
か
ら
阻
記
名
投詞か
に
よ
っ
て一
名
を
選
び 、
そ
の
資
格
蒋
許
は
護
注
官
を
除
く
選
挙
厨
体
た
る
全
役
人
が
行

う 。
(766
8
,..._,
C)

こ
れ
は
江
囚
当
初
の
特
別
な
場
合
で
あ
る
が 、
諮
法
官
の
選
挙
に
あ
た
っ
て 、

ア
テ
ナ
イ
の
執
務
藍
査
は
政
務
審
議
会
か
ら
選
ば
れ
た
十
人
ず
つ
の

人
の
口
制』
第
四
八
章
三
ー

五
節）

ク
ノ
ソ
ス
人
と
入
机
者
の
双
方
か
ら一
0
0
名
ず
つ
を
選
ん
で
選
拳
吟目
理
委
員
会
を
組
織
し 、
彼
ら

選
抜
裁
判
官
は
苺
年
全
役
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
か
ら
最
碧
と
日
す
る一
名
ず
つ
を
選
び 、
選
ん
だ
人
々
自
身
に
よ
っ
て
資
格
審
査
が
行
わ
れ
る 。
(767
C
----
D)
 

た
と
え
ば
祭
典
暦
を
つ
く
り 、
そ
れ
そ
れ
の
祭
典
に
お
け
る
供
儀 、
歌
舞 、
音
楽
の
競
演
笠
の
竹
迎
を
行
い
〈722
A ,
816
 C ,
 828
 B
 ,__,
 C ,
 835
A)
ま
た
定
め
ら
れ
た
も
の
以

外
の
歌
や
踊
り
を
導
入
す
る
者
を
祭
礼
か
ら
追
放
し 、
こ
れ
に
従
わ
な
い
布
は
不
敬
罪
で
侶
発
す
る 。
(799
B ,
 8001
ご

た
と
え
ば 、
孤
兄
の
投
育
(924
8
,..._.,

C ,
926
C
_,.__,
E ,
 927
C
,.._,,
D ,
 928
Ar
 (D)
冠
婚
葬
祭
の
監
竹
〈775
B ,
 959
D
�
960
A)

家
庭
内
の
紛
争
の
謁
停 、

督
お
よ
び
離
婚
酉
婚
の
世
語
(78
、l

B
_____,

戸
929
E)
親
子
閃
係
の
直
停
(929
E
 

,
 932
 I3)
奴
は
と
自
由
民
と
の
あ
い
だ
の
子
供
の
処
置
〈930
£)
相
統

夫
婦
牛
活
の
監

(877
D ,
 878
A)

こ
の
裁
判
の
初
め
と
終
り
は
民
衆
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
が 、
中
間
の
廂
迎
は
被
告
肌
告
双
方
が
同
意
す
る
三
人
の
最
高
の
役
人
の
前
で
行
わ
れ
る
と
あ
る 。
こ
の
最
古詞
の
役
人
が
誰

を
指
す
か
は
明
ら
か
で
な
い
が 、
蔑
法
官
を
指
す
か 、
あ
る
い
は
少
く
と
も
そ
の
巾
に
悶
怯
宜
が
含
主
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て 、
こ
れ
も
護
江
官
の
任
務
の
う
ち
に
加
え



(

17
)
 

て
の
理
論
と
神
学
と
が
加
え
ら
れ
る
。

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

こ
の
学
間
と
し
て
は
『
国
家
』

第
七
巻
に
お
け
る
哲
学
の
予
仙
学
と
し
て
の
数
論、

平
面
・

立
体
幾
何
学、

天
文
学、

音
楽
迎
論
と、

デ
ィ
ア
レ
ク
テ
イ
ケ
ー、

さ
ら
に
魂
に
つ
い

一

八




