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始
め
に

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
は
二
〇
二
四
年
九
月
二
八
日
に
名
古
屋
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
法
制
史
学
会
中
部
部
会
第
九
四
回
例
会

で
、「
社
会
秩
序
と
規
範
」
の
テ
ー
マ
の
下
で
行
な
わ
れ
た
報
告
内
容
の
再
録
で
あ
る
。
但
し
各
人
説
明
が
簡
単
す
ぎ
た
場
合
に
は
補

足
す
る
と
い
う
こ
と
等
は
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
責
任
者
は
松
田
で
あ
り
、
名
城
大
学
の
西
村
貴
裕
氏
と
と
も
に
報
告
を
担
当
し
た
。
今
回
名
城
法
学
編

集
委
員
の
厚
意
に
よ
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
内
容
を
名
城
法
学
に
掲
載
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

趣
旨
説
明

　

法
が
社
会
の
秩
序
維
持
機
能
を
も
ち
、
そ
れ
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
秩
序
維
持
の
た
め
に
必

要
で
あ
る
と
し
て
次
々
と
法
が
制
定
さ
れ
、一
方
で
そ
の
反
作
用
と
し
て
人
々
の
自
由
の
空
間
が
狭
め
ら
れ
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
日
本
に
お
い
て
も
成
文
法
の
過
剰
が
「
法
化
」
の
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
ま
す
ま
す
法

を
制
定
す
る
必
要
が
叫
ば
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
歴
史
を
振
り
返
る
な
ら
、
人
々
は
必
ず
し
も
成
文
法
に
頼
ら
ず
と
も
、
社
会
の
秩
序
を
維
持
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
ど
の
よ
う
な
形
で
秩
序
を
維
持
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
え
る
こ
と
は
、
成
文
法
の
あ
り
方
を

考
え
る
に
有
用
な
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
た
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
中
国
と
い
う
三
つ
の
国
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
社
会
秩
序
維
持
の
た
め
に
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規
範
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
、
各
国
担
当
者
が
各
々
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
も
の
と
し
た
。

ド
イ
ツ
自
然
保
護
制
度
成
立
史
（1880-1935

）　
　

市
民
社
会
の
秩
序
と
自
然

 

西　

村　

貴　

裕　

は
じ
め
に

　

本
報
告
で
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
然
保
護
制
度
の
成
立
史
を
分
析
す
る
。
一
般
的
に
個
別
行
政
法
は
規
制
対
象
に
固
有
の
論
理
と
不

可
分
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
な
、
多
少
な
り
と
も
一
般
的
な
問
題
設
定
か
ら
論
じ
る
こ
と
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
一
・
自
然
保
護
と
所
有
権
と
の
関
係
、
二
・
既
存
の
行
政
機
関
の
枠
組
み
と
制
度
成
立
と
の
関
係
、
三
・
保
護
に
必

要
な
組
織
の
仕
組
み
、
で
あ
る
。

　

第
一
の
点
は
所
有
権
制
限
の
あ
り
方
と
そ
の
根
拠
に
か
か
わ
る
。
近
代
市
民
社
会
は
個
人
の
自
由
な
自
己
決
定
に
よ
っ
て
社
会
が
形

成
さ
れ
る
こ
と
を
理
念
と
し
、
そ
の
自
己
決
定
を
担
保
す
る
の
が
私
法
体
系
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
市
民
社
会
の
秩
序
へ
の
国
家
の
介

入
を
、
広
渡
清
吾
氏
は
二
種
類
に
区
分
し
て
論
じ
て
い
る
。
近
代
的
（
消
極
的
）
介
入
と
現
代
的
（
積
極
的
）
介
入
で
あ
る
。
危
険
防

御
の
た
め
の
介
入
を
典
型
例
と
す
る
近
代
的
介
入
が
市
民
社
会
の
秩
序
の
保
全
を
目
的
と
す
る
の
に
対
し
て
、
現
代
的
介
入
は
こ
の
よ

う
な
社
会
秩
序
の
部
分
的
修
正
を
目
指
し
て
な
さ
れ
る（

（
（

。

　

本
報
告
は
後
者
の
現
代
的
介
入
の
特
徴
を
、
自
然
保
護
法
を
素
材
と
し
て
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
市
民
社
会
の
自
律
性
に
任
せ
て
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い
て
は
、
自
然
へ
の
配
慮
が
社
会
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
難
し
い（

（
（

。
こ
こ
に
国
家
の
介
入
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
介

入
根
拠
が
「
自
然
」
の
た
め
で
あ
る
と
き（

（
（

、
そ
の
正
統
化
に
は
特
別
の
困
難
が
伴
う
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
困
難
は
、
特
に
法
律
の
制

定
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
で
よ
く
可
視
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
と
第
三
の
点
は
組
織
と
制
度
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
。
社
会
や
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
関
わ
る
が
ゆ
え
に
、
制
度
成
立
期
に

お
い
て
、
自
然
は
既
存
行
政
組
織
の
枠
組
み
に
収
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
組
織
の
あ
り
方
は
制
度
の
成
立
に
ど
う
影
響

し
た
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
国
家
的
な
課
題
が
認
識
さ
れ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
当
初
は
、
国
家
は
行
政
に
必
要
な
知
見
を

有
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
社
会
と
国
家
を
媒
介
す
る
組
織
の
必
要
性
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
本
報
告
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
「
企
画
趣
旨
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
論
じ
る
。
本
報
告
は
個
別
行
政
法
の
歴
史
研
究
で
あ

り
、
行
政
法
に
お
い
て
は
法
治
主
義
が
重
要
な
原
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
社
会
秩
序
と
規
範
」
に
お
け
る
「
規
範
」
を
非
法
的
な

も
の
と
考
え
る
の
が
企
画
趣
旨
な
の
で
あ
れ
ば
、
本
報
告
は
こ
れ
に
沿
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

し
か
し
あ
え
て
、
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
一
に
、
自
然
保
護
制
度
の
成
立
期
に
お
い
て
は
、
国

家
に
よ
る
介
入
の
正
統
化
が
困
難
で
あ
る
が
故
に
、
ま
さ
に
非
法
的
な
手
段
、
つ
ま
り
啓
蒙
と
説
得
に
よ
る
保
護
が
目
指
さ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
り
自
然
へ
の
配
慮
を
市
民
社
会
の
秩
序
に
組
み
込
む
と
い
う
課
題
が
達
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

　

第
二
に
こ
こ
で
論
じ
る
行
政
法
は
、
慣
習
法
の
近
代
法
体
系
に
お
け
る
代
替
物
と
み
な
さ
れ
う
る
。
自
然
の
持
続
的
利
用
を
含
む
社

会
秩
序
の
形
成
は
、
ま
ず
は
慣
習
法
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
力
を
失
う
と
す
れ
ば
、
無
制
限
な
自
然
利
用

を
も
た
ら
し
う
る
近
代
市
民
法
に
介
入
す
る
の
は
公
法
的
規
範
と
な
る
。
そ
の
代
替
は
十
分
な
形
で
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の

よ
う
な
文
脈
で
あ
れ
ば
、
本
報
告
も
ま
た
企
画
主
旨
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
関
心
か
ら
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自

然
保
護
制
度
の
発
展
史
を
分
析
す
る
。
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「
謙
抑
」
の
姿
勢
の
誕
生
─
─
フ
ー
ゴ
ー
・
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
の
天
然
記
念
物
保
全
論

　

ド
イ
ツ
自
然
保
護
制
度
の
成
立
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
と
し
て
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ド
ル
フ
（
一
八
四
〇
─
一
九
一
六
）、

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ェ
ー
テ
カ
ン
プ
（
一
八
五
九
─
一
九
四
五
）、
フ
ー
ゴ
ー
・
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
（
一
八
五
五
─
一
九
二
二
）
等
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
一
九
世
紀
後
半
か
ら
近
代
化
・
産
業
化
が
急
速
に
進
行
し
た（

（
（

。
ベ
ル
リ
ン
の
音
楽
教
授
ル
ド
ル
フ
は

一
八
八
〇
年
、「
近
代
的
生
活
の
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て（

（
（

」
に
お
い
て
、
近
代
化
に
よ
る
景
観
美
の
毀
損
を
批
判
し
た
。
彼
が
中
心

と
な
り
一
九
〇
四
年
に
は
「
郷
土
保
護
同
盟
」
が
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
運
動
は
広
義
の
自
然
保
護
制
度
、
す
な
わ
ち
対
象
の
指
定
を
必

ず
し
も
伴
わ
ず
、
一
般
的
に
景
観
の
改
変
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
各
種
制
度
の
発
展
の
駆
動
力
と
な
っ
た（

（
（

。

　

こ
の
動
き
と
並
行
し
て
狭
義
の
自
然
保
護
制
度
、
す
な
わ
ち
天
然
記
念
物
制
度
や
自
然
保
護
地
域
制
度
な
ど
、
対
象
を
指
定
す
る
こ

と
で
改
変
や
毀
損
か
ら
保
護
す
る
制
度
の
発
展
も
始
ま
る（

（
（

。
そ
の
発
端
と
な
っ
た
の
が
ヴ
ェ
ー
テ
カ
ン
プ
で
あ
る
。
彼
は
一
八
九
八
年
、

プ
ロ
イ
セ
ン
下
院
に
お
け
る
演
説
で
動
植
物
種
の
絶
滅
を
問
題
と
し
、「
自
然
の
発
展
史
に
つ
い
て
の
記
念
物
」
を
保
護
す
る
必
要
性

を
論
じ
た（

（
（

。

　

し
か
し
当
時
は
保
護
の
対
象
や
方
法
、
そ
の
他
の
利
害
と
の
衡
量
な
ど
、
す
べ
て
が
不
透
明
だ
っ
た
。
そ
こ
で
文
科
省
は
何
人
か
の

専
門
家
に
鑑
定
書
の
作
成
を
依
頼
し
た（

（
（

。
そ
の
一
つ
が
、コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
の
『
天
然
記
念
物
の
危
機
と
そ
の
保
存
の
提
唱
』（
一
九
〇
四

年（
（1
（

）  

で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
自
然
保
護
の
「
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
」
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

（（
（

。

　

こ
の
鑑
定
書
は
多
分
に
戦
略
的
な
考
慮
の
う
え
に
書
か
れ
て
い
た
。
以
下
の
よ
う
な
戦
略
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
天
然
記
念
物
の
概
念
を
相
対
的
な
も
の
と
し
、
明
確
な
定
義
を
後
回
し
に
す
る
こ
と
。

二
・
法
律
に
よ
る
規
制
を
一
つ
の
到
達
目
標
と
は
す
る
が
、
そ
れ
を
性
急
に
要
請
し
な
い
こ
と
。
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三
・
関
係
省
庁
、
関
係
者
を
啓
蒙
し
、
交
渉
と
説
得
に
よ
り
自
主
的
保
護
を
促
す
こ
と
。

四
・
保
護
が
国
庫
か
ら
の
支
出
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
（
補
償
、
買
い
上
げ
を
し
な
い
こ
と
）。

五
・
保
護
が
経
済
活
動
を
妨
げ
な
い
こ
と
。

六
・
既
存
省
庁
の
所
管
に
介
入
し
な
い
こ
と
。

七
・
研
究
、
助
言
機
関
の
設
置
。　

　

こ
れ
ら
を
一
言
で
ま
と
め
れ
ば
、
保
護
は
既
存
の
秩
序
に
権
力
的
介
入
を
し
な
い
こ
と
、
と
な
る
。
こ
れ
が
、
国
家
に
自
然
保
護
へ

の
第
一
歩
を
踏
み
出
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
。
鑑
定
書
の
構
成
も
こ
の
戦
略
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
「
天
然

記
念
物
の
概
念
の
解
説
」、「
天
然
記
念
物
の
危
機
」、「
維
持
の
提
唱
」
の
三
章
よ
り
な
る
。
記
述
の
中
心
は
「
維
持
の
提
唱
」
の
章
に

あ
り
、
維
持
の
実
施
に
つ
い
て
の
記
述
は
「
自
発
的
協
働
を
通
じ
て
」、「
行
政
を
通
じ
て
」、「
制
定
法
を
通
じ
て
」
の
三
節
か
ら
な
る
。

こ
の
う
ち
「
行
政
を
通
じ
て
」
に
全
二
〇
七
頁
の
う
ち
お
よ
そ
七
二
頁
が
割
か
れ
、「
制
定
法
を
通
じ
て
」
に
つ
い
は
七
頁
弱
が
割
り

当
て
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

鑑
定
書
の
主
眼
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
関
係
者
・
関
係
省
庁
に
保
護
対
象
の
存
在
を
知
ら
せ
、
保
護
の
意
義
を
説

き
、
説
得
や
交
渉
に
よ
っ
て
保
護
を
促
す
。
個
人
・
団
体
・
国
家
機
関
が
価
値
観
を
共
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
な
し
う
る
保
護
を
な
し
う

る
範
囲
で
な
す
と
い
う
構
想
で
あ
る
。

　
「
行
政
を
通
じ
て
」
の
節
で
は
、
邦
と
帝
国
の
省
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
業
務
に
お
い
て
自
発
的
に
な
し
う
る
保
護
へ
の
貢
献
が
、

微
に
入
り
細
を
穿
っ
て
列
挙
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
は
上
の
第
六
の
戦
略
に
も
か
か
わ
る
。
つ
ま
り
、「
自
然
」
は
必
然
的
に
多
く
の

行
政
機
関
の
所
管
に
関
わ
り
、
自
然
保
護
法
の
制
定
は
、
そ
れ
ら
の
行
政
活
動
の
法
的
統
制
を
目
論
む
こ
と
を
意
味
し
う
る
。
こ
の
よ

う
な
介
入
は
諸
省
庁
の
反
発
を
招
き
、
保
護
の
実
現
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
え
た
。

　

ま
た
制
定
法
が
必
要
と
な
る
の
は
、
所
有
権
と
保
護
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
保
護
の
た
め
に
は
所
有
権
の
制
限
あ
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る
い
は
収
用
が
必
要
と
な
る
。
当
時
適
用
さ
れ
て
い
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の「
土
地
所
有
権
の
収
容
に
か
ん
す
る
法
律
」（
一
八
七
四
年
）は
、

収
容
に
際
し
て
補
償
を
必
須
と
し
て
い
た（

（1
（

。コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
は
こ
の
よ
う
な
保
護
を
現
実
的
で
も
合
目
的
的
で
も
な
い
と
し
て
退
け
た
。

「
よ
り
目
的
に
か
な
っ
て
い
る
の
は
、
…
…
天
然
記
念
物
を
従
来
の
所
有
者
に
任
せ
、
そ
れ
ら
を
保
護
す
る
よ
う
奨
励
す
る
こ
と
で
あ

る（
（1
（

」。
こ
う
し
た
態
度
表
明
な
し
に
は
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
の
提
案
が
政
府
、
と
く
に
財
務
省
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

　

保
護
と
経
済
活
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
国
家
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
経
済
活
動
と
両
立
す
る
形
で
の
保

護
が
提
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。「
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
産

業
に
よ
る
自
然
の
諸
力
の
利
用
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
、
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
自
然
の
美
を
ま
っ
た
く
・
あ
る
い

は
ほ
ぼ
ま
っ
た
く
侵
害
し
な
い
よ
う
な
形
で
工
場
施
設
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
時
に
は
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
家
領
域
の
そ
こ
こ

こ
に
一
つ
の

0

0

0

滝
、
あ
る
い
は
一
つ
の

0

0

0

急
流
を
、
そ
の
周
辺
地
域
も
含
め
て
産
業
的
利
用
か
ら
排
除
し
、
そ
の
も
と
も
と
の
状
態
を
維
持

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い（

（1
（

」（
傍
点
は
報
告
者
）。

　

以
上
の
よ
う
な
戦
略
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
が
、
研
究
・
助
言
機
関
の
設
置
で
あ
っ
た
。
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
は
私
人
、
民

間
団
体
、
行
政
機
関
な
ど
の
努
力
を
「
束
ね
て
組
織
す
る
」、「
確
固
と
し
た
中
心
点
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
た（

（1
（

。

プ
ロ
イ
セ
ン
邦
立
天
然
記
念
物
保
全
局
の
設
置　

　

こ
の
提
言
を
う
け
て
一
九
〇
六
年
に
設
置
さ
れ
た
の
が
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
邦
立
天
然
記
念
物
保
全
局
」で
あ
っ
た（
以
下
で
は「
邦
立
局
」

と
略
記
）。
そ
の
設
置
の
検
討
に
際
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
財
務
省
は
次
の
よ
う
な
懸
念
を
示
し
た
。
ひ
と
た
び
こ
の
よ
う
な
独
立
し
た

機
関
を
設
置
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
行
政
の
様
々
な
重
要
領
域
に
深
刻
な
困
難
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
は
大
き
な
経
費
を
も
た
ら
す
」
で
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あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
な
機
関
は
、
当
初
に
与
え
ら
れ
た
課
題
を
越
え
て
天
然
記
念
物
が
所
在
す
る
地
所
を
購
入
す
る
こ
と
を

検
討
し
だ
す
だ
ろ
う
し
、
特
別
の
制
定
法
を
準
備
し
、
さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
公
共
事
業　
　

道
路
や
鉄
道
の
建
設
、
干
拓
、
河
川
改
修

な
ど　
　

に
際
す
る
意
見
表
明
権
あ
る
い
は
異
議
申
立
権
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
、
と（

（1
（

。

　

制
度
の
発
展
過
程
は
、
こ
の
財
務
省
の
懸
念
が
的
確
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
の
鑑
定
書
は
、
こ
の

よ
う
な
反
対
を
想
定
し
た
上
で
書
か
れ
て
い
た
。
財
務
省
は
最
終
的
に
同
意
し
、
一
九
〇
六
年
三
月
五
日
、
プ
ロ
イ
セ
ン
下
院
に
お
い

て
設
置
の
た
め
の
予
算
が
認
め
ら
れ
た（

（1
（

。

　

同
年
、
関
係
省
庁
と
の
調
整
を
経
た
う
え
で（

（1
（

文
科
省
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
邦
立
天
然
記
念
物
保
全
局
の
活
動
に
つ
い
て
の
諸
原
則（

（1
（

」
を

発
出
し
、
こ
れ
に
よ
り
邦
立
局
が
正
式
に
設
立
さ
れ
た
。
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
が
そ
の
局
長
に
就
任
し
た
。
上
の
経
緯
を
反
映
し
、
こ
の
諸

原
則
の
第
三
条
に
は
、
邦
立
局
が
あ
く
ま
で
研
究
・
助
言
機
関
で
あ
る
こ
と
、
保
護
自
体
の
た
め
の
支
出
は
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
記

さ
れ
た
。
ま
た
第
六
条
は
邦
立
局
の
監
督
官
庁
を
文
科
省
と
し
た
。
こ
こ
に
、
自
然
保
護
を
所
管
す
る
省
庁
の
下
に
専
門
性
の
高
い
研

究
・
助
言
機
関
を
置
く
と
い
う
仕
組
み
が
作
ら
れ
た
。
こ
の
仕
組
み
は
現
代
ド
イ
ツ
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
行
政
機

関
と
し
て
の
連
邦
環
境
・
自
然
保
護
・
原
子
力
安
全
省
と
、
そ
の
自
然
保
護
部
門
の
助
言
機
関
た
る
連
邦
自
然
保
護
局B

undesam
t 

für N
aturschutz

で
あ
る
。

　

こ
の
「
諸
原
則
」
は
関
係
省
庁
や
諸
団
体
等
に
配
布
さ
れ
た
。
各
省
庁
が
そ
の
下
位
の
部
局
に
こ
れ
を
送
付
し
た
際
の
指
示
書
が
、

ベ
ル
リ
ン
の
プ
ロ
イ
セ
ン
文
化
財
団
枢
密
国
家
文
書
館
に
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
の
構
想
が
具
体
化
さ
れ

て
い
く
様
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
農
林
省
が
西
プ
ロ
イ
セ
ン
州
及
び
ポ
ー
ゼ
ン
州
の
た
め
の
王

立
植
民
委
員
会
、
王
立
総
務
委
員
会
な
ど
の
下
位
部
局
に
送
付
し
た
指
示
書
を
と
り
あ
げ
る（

11
（

。

　

ま
ず
こ
こ
で
は
、
天
然
記
念
物
の
保
護
に
と
ど
ま
ら
ず
景
観
美
へ
の
配
慮
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
ル
ド
ル
フ
に
端
を

発
す
る
郷
土
保
護
運
動
・
広
義
の
自
然
保
護
の
論
理
が
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
耕
地
整
理
等
の
「
計
画
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策
定
に
際
し
て
技
術
的
な
点
の
み
に
配
慮
し
直
線
だ
け
を
標
準
的
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
主
目
的
が
妨
げ
ら
れ
な
い
限
り
に
お
い
て

…
…
自
然
の
美
や
希
少
性
の
維
持
あ
る
い
は
創
出
に
も
可
能
な
限
り
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」、
な
ど
の
記
述
で
あ
る
。
こ
う
し

た
広
狭
の
自
然
保
護
制
度
の
発
展
と
そ
の
交
錯
と
い
う
点
は
、
他
稿
に
て
論
じ
る
。

　

次
に
こ
の
指
示
書
は
、「
現
場
の
主
要
課
題
と
お
り
あ
う
限
り
に
お
い
て
、
邦
立
局
の
努
力
を
可
能
な
限
り
援
助
す
る
こ
と
」
と
し
、

し
か
も
そ
れ
ら
の
措
置
は
「
経
済
性
が
妨
げ
ら
れ
ず
、
…
…
関
係
者
が
了
承
の
意
を
表
明
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
」
実
施
さ
れ
る
も

の
と
し
た
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
保
護
が
農
林
省
の
所
管
の
範
囲
内
で
自
主
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

以
上
の
こ
と
は
、
邦
立
局
が
設
置
さ
れ
る
に
際
し
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
の
構
想
に
つ
い
て
省
庁
間
で
の
合
意
が
充
分
に
と
り
つ
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

邦
立
局
の
課
題
の
一
つ
は
、
地
方
委
員
会
の
設
立
に
よ
る
組
織
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
七
年
五
月
三
〇
日
の
プ
ロ

イ
セ
ン
文
部
省
令
は
、
邦
内
の
す
べ
て
の
州
に
州
委
員
会
、
そ
の
下
に
県
委
員
会
あ
る
い
は
広
域
行
政
区
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を

定
め
た（

1（
（

。
た
だ
し
実
際
の
設
置
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
と
現
地
の
専
門
家
と
の
関
係
な
ど
、
人
的
な
要
素
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
た
。

　

こ
こ
で
実
務
を
担
当
し
た
委
員
は
ほ
ぼ
自
然
科
学
を
学
修
し
た
者
で
あ
り
、
高
等
学
校
教
諭
や
大
学
教
授
、
と
き
に
薬
剤
師
や
博
物

館
長
な
ど
だ
っ
た
。
こ
の
仕
事
は
名
誉
職
で
あ
り
、発
生
す
る
費
用
は
各
委
員
会
自
体
が
工
面
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
委
員
が
、

国
家
と
民
間
の
自
発
的
活
動
と
の
結
節
点
と
な
っ
た
。
ま
た
邦
立
局
は
委
員
の
年
次
会
議
を
招
集
し
、
こ
れ
が
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る

自
然
保
護
の
現
況
、
自
然
保
護
へ
の
意
見
を
集
約
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
機
能
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
集
積
・
共
有
さ
れ
た
知
見

が
助
言
活
動
に
活
用
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
が
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

ま
た
邦
立
局
が
初
期
か
ら
取
り
組
ん
だ
の
は
、
天
然
記
念
物
の
所
在
把
握
と
目
録
化
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト（

11
（

を
関
係
機

関
・
団
体
等
に
送
付
し
そ
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
は
、
地
方
委
員
会
の
「
最
初
の
、
そ
し
て
最
重
要
の
」
課
題
と
さ
れ
た（

11
（

。
社

会
に
お
け
る
知
見
を
集
約
し
て
行
政
に
活
用
す
る
協
働
シ
ス
テ
ム
は
、
国
家
的
保
護
の
た
め
の
必
須
の
前
提
だ
っ
た
。
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以
上
の
よ
う
に
、
邦
立
局
の
活
動
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
の
当
初
の
意
図
に
の
っ
と
っ
た
抑
制
的
な
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な

姿
勢
は
、
地
方
委
員
や
自
然
保
護
に
関
心
を
持
つ
者
た
ち
か
ら
の
厳
し
い
批
判
に
晒
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

早
く
も
一
九
一
二
年
の
年
次
会
議
に
お
い
て
、「
私
的
所
有
権
の
も
と
に
あ
る
天
然
記
念
物
の
保
護
」
に
つ
い
て
二
本
の
報
告
が
も

た
れ
、「
諸
原
則
」
が
設
定
し
た
制
限
の
枠
を
超
え
て
い
こ
う
と
す
る
議
論
が
見
ら
れ
た
。
ハ
ン
ス
・
ク
ロ
ー
ゼ
の
「
従
来
の
措
置
と

そ
の
不
足
」、
ベ
ン
ノ
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
「
制
定
法
に
よ
る
保
護
へ
の
諸
提
案（

11
（

」
で
あ
る
。

　

ク
ロ
ー
ゼ
は
こ
こ
で
民
法
典
第
九
〇
三
条
の
所
有
権
規
定
を
批
判
の
俎
上
に
載
せ
た
。
保
護
が
所
有
者
の
善
意
に
依
存
せ
ざ
る
を
え

な
い
こ
と
に
、
ク
ロ
ー
ゼ
は
不
満
を
隠
さ
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
ク
ロ
ー
ゼ
は
、
の
ち
に
ヘ
ル
マ
ン
・
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
指
示
を
受

け
て
帝
国
自
然
保
護
法
を
起
草
し
、
帝
国
自
然
保
護
局
の
局
長
と
な
る
。

　

続
く
ヴ
ォ
ル
フ
の
報
告
は
、
実
際
に
天
然
記
念
物
保
全
法
を
制
定
す
る
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
規
定
を
考
察
す
る
も
の
だ
っ
た
。
本

報
告
と
の
関
係
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
天
然
記
念
物
保
全
の
利
益
は
公
益
で
あ
る
」
こ
と
を
宣
言
す
る
規
定
の
提
案
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
一
八
九
六
年
の
民
法
典
施
行
法
は
、
民
法
典
の
施
行
に
よ
っ
て
諸
ラ
ン
ト
の
私
法
に
か
か
わ
る
規
定
が
失
効
す
る
と
し
つ
つ
（
第

五
五
条
）、
第
五
六
条
以
下
で
そ
の
例
外
を
定
め
て
い
た
。
こ
の
う
ち
第
一
〇
九
条
は
「
公
益
」
の
た
め
行
わ
れ
る
所
有
権
の
収
容
や

制
限
な
ど
に
つ
い
て
の
ラ
ン
ト
法
の
規
定
を
、
第
一
一
一
条
は
同
じ
理
由
で
行
わ
れ
る
所
有
権
処
分
の
制
限
に
つ
い
て
の
ラ
ン
ト
法
の

規
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
例
外
と
し
て
い
た（

11
（

。

　

ヴ
ォ
ル
フ
は
こ
の
文
脈
で
、当
時
の
水
利
法
草
案
に
こ
の
概
念
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
こ
こ
で
は
「
植
物
、泥
、土
砂
、

砂
利
、
石
の
河
川
か
ら
の
採
取
は
、
公
益
が
要
請
す
る
場
合
に
は
、
水
利
行
政
官
庁
の
命
令
に
よ
っ
て
規
制
あ
る
い
は
制
限
さ
れ
う
る
」

と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
「
公
益
」
に
つ
い
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
は
「
公
共
の
福
祉öffentliches W

ohl

」
よ
り

も
広
く
正
当
な
る
一
般
的
利
益
を
包
括
す
る
概
念
で
あ
り
、
天
然
記
念
物
保
全
の
利
益
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
た
と
い

う
。
し
か
し
、「
天
然
記
念
物
の
よ
う
な
新
し
い
領
域
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
司
法
・
行
政
官
庁
の
実
務
に
お
い
て
、
容
易
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に
不
安
定
性
が
も
た
ら
さ
れ
う
る
」
し
、そ
の
逆
の
解
釈
が
な
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
防
ぐ
た
め
に
、「
事
実
上
の
法
状
態
」

を
単
に
確
定
し
宣
言
す
る
よ
う
な
規
定
が
提
案
さ
れ
る
、
と
。
諸
法
に
現
れ
る
公
益
概
念
の
解
釈
を
確
定
す
る
こ
と
で
、
諸
省
庁
に
よ

る
有
権
解
釈
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
謙
抑
」
を
旨
と
す
る
邦
立
局
の
設
置
か
ら
わ
ず
か
数
年
で
、
自
然
保
護
法
制
定
へ
の
要
求
は
強
ま
っ
て
き
て
い
た

の
で
あ
る
。ヴ

ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と
プ
ロ
イ
セ
ン
林
野
警
察
法
改
正　

　

一
九
一
九
年
に
成
立
し
た
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
第
一
五
〇
条
第
一
項
は
、「
芸
術
、
歴
史
及
び
自
然
に
関
す
る
記
念
物
並
び
に
景

観Landschaft

は
、
国
の
特
別
の
保
護Schutz

と
保
全Pflege

を
受
け
る
」、
と
定
め
た
。
こ
の
制
定
過
程
は
自
然
保
護
制
度
成
立

史
の
観
点
か
ら
も
特
別
の
関
心
を
惹
く
。
し
か
し
起
草
委
員
会
の
議
事
録
は
か
の
帝
国
議
会
議
事
堂
放
火
事
件
（
一
九
三
三
年
）
に
よ

り
焼
失
し
て
お
り
、
制
定
の
際
の
議
論
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（

11
（

。

　

こ
れ
に
よ
り
自
然
保
護
は
憲
法
上
の
地
位
を
獲
得
し
た
。
こ
れ
以
降
、
そ
の
利
益
が
公
益
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
議
論
は
、
本
来
必

要
が
な
く
な
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
で
検
討
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
自
然
保
護
法
草
案
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
主
張

は
引
き
続
き
な
さ
れ
た
。
自
然
保
護
の
利
益
が
他
の
公
益
に
優
先
す
る
よ
う
な
保
証
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
以
前
に
、
こ
の
憲
法
規
定

は
単
な
る
立
法
委
任
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
有
効
な
自
然
保
護
が
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
各
ラ
ン
ト
の
立
法
と
そ
の
法
律
の
有
効
性
如

何
に
か
か
っ
て
い
た
。

　

プ
ロ
イ
セ
ン
は
一
九
二
〇
年
、
林
野
警
察
法
改
正
に
よ
っ
て
こ
の
立
法
委
任
に
応
え
た
。
同
法
第
三
四
条
が
以
下
の
よ
う
に
改
正
さ

れ
た
の
で
あ
る
。「
所
管
大
臣
と
下
位
の
警
察
庁
は
、
動
物
種
、
植
物
、
自
然
保
護
地
域
の
保
護
の
た
め
の
命
令
、
有
害
な
動
植
物
駆
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除
の
た
め
の
命
令Anordnung

を
発
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
海
岸
・
領
海
に
つ
い
て
も
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
命
令
に

違
反
す
る
者
は
一
五
〇
マ
ル
ク
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
に
処
す
る（

11
（

」。
さ
ら
に
こ
の
法
改
正
に
際
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
議
会
は
「
自
然

と
郷
土
の
保
護
を
規
律
す
る
法
案
」
の
提
出
を
急
ぐ
よ
う
政
府
に
求
め
る
附
帯
決
議
を
可
決
し
た（

11
（

。

　

こ
の
改
正
第
三
四
条
は
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
、
具
体
的
な
保
護
対
象
の
選
定
や
命
令
発
出
の
手
続
き
、
そ
の
際
の
利
益
衡
量
の
開
始

な
ど
、
行
政
に
必
要
な
規
定
を
含
ん
で
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
同
年
に
発
出
さ
れ
た
法
律
施
行
の
た
め
の
指
図Anw

eisun

（
11
（g

、
す

な
わ
ち
官
庁
内
部
に
お
け
る
指
示
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
指
図
に
つ
い
て
本
報
告
で
注
目
し
た
い
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第

一
に
、
行
政
の
外
部
に
あ
る
専
門
知
識
が
行
政
へ
と
吸
収
さ
れ
る
道
筋
が
整
え
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
命
令
発
出
の
た
め
の
鑑

定
意
見
が
邦
立
局
と
地
方
委
員
会
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
発
効
し
た
命
令
は
す
べ
て
邦
立
局
に
報
告
さ
れ
る
も
の

と
し
、
そ
れ
ら
の
知
見
が
邦
立
局
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

第
二
に
、「
謙
抑
」
の
姿
勢
の
踏
襲
で
あ
る
。
ま
ず
「
経
済
生
活
へ
の
過
度
な
介
入
」
を
防
ぐ
た
め
、
発
出
前
の
命
令
は
す
べ
て
文

科
省
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
保
護
の
た
め
の
予
算
措
置
の
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
、「
こ
の
理
由
か
ら
し

て
す
で
に
、
経
済
生
活
へ
の
介
入
に
際
し
て
は
可
能
な
限
り
慎
重
に
手
続
き
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
」、
と
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
有

害
動
植
物
の
駆
除
以
外
の
命
令
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
に
極
度
な
不
利
益
、
特
に
極
度
な
経
済
的
損
失
を
与
え
る
場
合
に
は
、
発
せ
ら

れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。

自
然
保
護
法
制
定
の
要
請　

　

こ
の
林
野
警
察
法
改
正
に
よ
っ
て
も
自
然
保
護
家
た
ち
の
不
満
は
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
ず
上
の
指
図
に
よ
っ
て
邦
立
局
以
下
の

自
然
保
護
組
織
の
負
担
が
増
大
し
た
。
保
護
対
象
の
調
査
、
保
護
令
の
提
案
、
保
護
の
監
視
な
ど
の
役
割
が
課
せ
ら
れ
た
た
め
で
あ
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る
。
し
か
し
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
組
織
面
で
の
制
度
化
は
こ
れ
に
対
応
し
て
い
な
か
っ
た
。
時
間
と
金
の
不
足
に
つ
い
て
、
ク
ロ
ー

ゼ
は
再
び
不
満
を
率
直
に
語
り
、「
謙
抑
の
終
了
」
を
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
路
線
を
敷
い
た
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
が
死
去
し
た
翌
年
、

一
九
二
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た（

1（
（

。

　

不
満
の
最
も
大
き
な
原
因
は
、
や
は
り
私
的
所
有
権
と
経
済
活
動
の
前
で
の
自
然
保
護
の
「
謙
抑
」
的
姿
勢
だ
っ
た
。
そ
し
て
自
然

保
護
家
は
、
こ
れ
を
打
ち
破
る
た
め
に
こ
そ
法
律
制
定
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

エ
リ
ッ
ヒ
・
グ
リ
ー
ベ
ル
は
林
野
警
察
法
の
改
正
か
ら
四
年
ほ
ど
後
、
自
然
保
護
法
制
定
の
遅
延
を
批
判
し
、
そ
の
早
期
の
成
立
を

要
請
し
た
。
彼
は
こ
こ
で
三
つ
の
要
請
を
し
た
。
第
一
に
、「
景
観
そ
れ
自
体
」
の
保
護
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、「
景
観
像
あ

る
い
は
動
植
物
の
生
育
」
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
計
画
を
審
議
す
る
諸
官
庁
の
会
合
に
、
邦
立
局
を
対
等
な
立
場
で
参
加
さ
せ
、
こ

れ
に
計
画
へ
の
「
異
議
申
立
権
」
を
与
え
る
べ
き
こ
と
。
そ
し
て
第
三
に
、
国
家
が
所
有
権
に
介
入
す
る
こ
と
、
天
然
記
念
物
等
の
指

定
に
伴
う
国
家
の
補
償
義
務
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と（

11
（

。

　

同
じ
趣
旨
で
グ
リ
ー
ベ
ル
は
、邦
立
局
の
「
諸
原
則
」
の
立
場
も
批
判
し
た
。
彼
は
経
済
的
利
益
と
自
然
保
護
と
の
同
権
を
主
張
し
、

邦
立
局
は
そ
の
一
方
の
極
と
し
て
自
然
保
護
を
代
表
す
べ
き
こ
と
、
こ
の
意
味
で
「
謙
抑
」
の
姿
勢
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た（

11
（

。

ま
た
グ
リ
ー
ベ
ル
は
文
科
省
等
の
関
係
各
局
に
法
律
制
定
の
遅
延
に
つ
い
て
質
問
状
を
送
付
し
た
ほ
か
、
関
係
諸
団
体
を
束
ね
て
請
願

運
動
を
強
力
に
展
開
し
た（

11
（

。

　

他
方
で
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
に
お
い
て
草
案
作
成
を
任
さ
れ
た
文
科
省
参
事
官
の
レ
オ
・
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
は
、
法
律
学
的
な
観
点
か

ら
制
定
法
の
必
要
性
を
論
じ
つ
つ（

11
（

、
自
然
保
護
家
の
性
急
な
動
向
を
戒
め
た（

11
（

。
彼
は
四
つ
の
点
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に

自
然
保
護
法
の
出
発
点
あ
る
い
は
目
的
設
定
に
つ
い
て
、
第
二
に
競
合
す
る
利
害
の
調
整
に
つ
い
て
、
第
三
に
補
償
の
問
題
に
つ
い
て
、

第
四
に
自
然
保
護
の
組
織
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

第
一
の
点
に
つ
い
て
、
彼
は
目
的
と
対
象
の
限
定
を
重
視
し
た
。
郷
土
保
護
運
動
の
主
張
す
る
よ
う
な
景
観
美
の
保
護
は
、「
あ
ま
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り
に
も
主
観
的
感
性
…
…
不
安
定
性
の
も
と
に
あ
り
、特
に
紛
争
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
…
…
」。そ
の
た
め
こ
れ
が
保
護
さ
れ
る
の
は
、

そ
の
景
観
美
が
特
別
の
固
有
性
、
希
少
性
を
有
し
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
る
。「
自
然
保
護
の
目
的
を
制
限
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
明
確

に
画
す
れ
ば
画
す
る
ほ
ど
、
軋
轢
は
少
な
く
な
る
」。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、「
…
…
私
的
所
有
権
と
の
終
わ
り
な
き
闘
争
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
る
」。
そ
こ
で
、「
自
然
保
護
の
出
発
点
は
、
基
本
的
に
歴
史
的
、
学
問
的
、
郷
土
史
的
な
類
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

そ
の
ほ
か
の
目
的
、
た
と
え
ば
社
会
的
・
文
化
的
・
美
的
・
経
済
的
・
保
健
的
目
的
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
保
護
は
そ

れ
ら
の
効
果
を
も
つ
で
あ
ろ
う
が
、
あ
く
ま
で
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
自
然
保
護
法
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
導
入
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
そ
れ
を
す
れ
ば
諸
官
庁
の
所
管
の
混
乱
を
も
た
ら
す
。
つ
ま
り
自
然
保
護
の
対
象
は
、
そ
こ
か
ら
郷
土
の
歴
史
を
学
び
理
解
す

る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
法
律
的
な
形
式
で
言
う
と
、
保
護
の
対
象
は
「
歴
史
、
学
問
、
授
業
、
郷
土
史
に
と
っ

て
の
価
値
の
ゆ
え
に
、
そ
の
維
持
が
公
益
に
か
な
う
よ
う
な
自
然
の
形
象
」　

で
あ
る（

11
（

。

　

つ
ま
り
天
然
記
念
物
の
概
念
定
義
自
体
を
文
科
省
の
所
管
内
に
限
定
し
、「
行
き
過
ぎ
た
有
害
な
熱
意（

11
（

」
を
防
ぎ
、
同
時
に
社
会
秩

序
へ
の
介
入
を
最
小
限
と
す
る
こ
と
、
ま
た
他
の
省
庁
の
所
管
へ
の
介
入
を
避
け
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
。
法
律
の
意
義
は
、
こ
の
よ

う
に
目
的
・
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
た
。

　

第
二
に
、
自
然
保
護
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
利
益
は
、
そ
れ
自
体
が
同
等
の
公
益
で
あ
り
え
る
。
そ
の
た
め
利
益
衡
量
が
必
要
で

あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
然
保
護
が
退
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
法
律
に
よ
る
行
為
等
の
頑
な
な
禁
止
は
不
適
切
で
あ
り
、

十
分
な
裁
量
の
余
地
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
が
自
然
保
護
家
か
ら
特
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
シ
ュ
ニ
ッ

ツ
ラ
ー
は
自
覚
し
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
、「
こ
の
点
に
お
い
て
立
法
者
が
で
き
る
こ
と
は
、
対
立
す
る
利
害
の
調
整
を
…
…
諸
官
庁

に
信
頼
し
て
任
せ
る
こ
と
で
し
か
な
い
」、
と
し
た（

11
（

。

　

第
三
に
所
有
権
制
限
と
収
容
・
補
償
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、「
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
私
的
所
有
権
が
無
制
限
の

権
利
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、常
に
公
益
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
限
定
さ
れ
た
権
利
で
あ
っ
た
」。
こ
の
原
理
が
ヴ
ァ
イ
マ
ー
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ル
憲
法
第
一
五
三
条
第
一
項
・
第
三
項
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
で
第
一
五
三
条
第
二
項
は
、
収
用
が
「
制
定
法
的
根
拠
に
基
づ
い
て
」、「
適
切
な
補
償
の
も
と
に
」
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

定
め
る
。
し
た
が
っ
て
補
償
が
発
生
す
る
か
否
か
は
、
所
有
権
制
限
と
収
用
と
の
境
界
が
ど
こ
に
あ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

ろ
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
収
用
の
概
念
を
広
く
理
解
し
て
い
た 

。
例
え
ば
一
九
二
七
年
三
月
一
一
日
の
い
わ
ゆ
る
ガ
ル
ゲ
ン
ベ
ル
ク
判
決

は
、「
自
由
意
思
に
よ
る
処
分
が
第
三
者
の
た
め
に
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
収
容
が
な
さ
れ
た
」
も
の
と
見
な
し
た（

11
（

。

　

シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
は
こ
れ
を
批
判
し
、
利
用
が
不
可
能
と
な
る
こ
と
、
価
値
が
完
全
に
無
く
な
る
こ
と
な
ど
、
所
有
権
の
没
収
と
同

等
の
効
果
を
持
つ
制
限
の
み
が
収
用
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
論
じ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
収
容
の
概
念
自
体
に
不
確
定
性
が
残
り
、
こ

れ
を
規
律
す
る
こ
と
も
法
律
が
必
要
な
理
由
の
一
つ
と
さ
れ
た（

1（
（

。

　

第
四
の
組
織
の
問
題
に
関
し
て
、
ま
ず
法
律
に
基
づ
き
保
護
令
を
発
す
る
主
体
の
問
題
が
中
央
集
権
・
地
方
分
権
と
の
関
連
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
次
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
が
、
上
述
の
州
委
員
会
・
県
委
員
会
に
監
視
・
立
入
検
査
な
ど
の
た
め
の
執
行
権
を
与
え
る

べ
き
こ
と
で
あ
る（

11
（

。
つ
ま
り
こ
こ
で
も
、
邦
立
局
以
下
の
地
方
組
織
が
国
家
と
社
会
を
媒
介
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
が

シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
の
所
論
で
あ
る
。

　

グ
リ
ー
ベ
ル
と
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
の
所
論
に
お
い
て
、
法
律
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
懸
隔
は
極
め
て
印

象
的
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
現
代
の
環
境
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

プ
ロ
イ
セ
ン
自
然
保
護
法
草
案　

　

実
際
に
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
の
見
解
に
沿
う
自
然
保
護
法
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
文
科
省
を
中
心
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン

文
書
館
に
は
、
そ
の
草
案
と
こ
れ
を
受
け
て
の
関
係
省
庁
会
議
の
議
事
録
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。
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草
案
に
よ
る
と
、
保
護
対
象
は
動
植
物
種
、
天
然
記
念
物
と
そ
の
周
囲
、
自
然
保
護
地
域
で
あ
る
。
例
え
ば
天
然
記
念
物
は
「
学
問
、

教
育
に
と
っ
て
の
、
あ
る
い
は
歴
史
上
の
意
義
」
を
有
す
る
も
の
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
が
論
じ
た
よ
う
に
保
護
対

象
は
文
科
省
の
所
管
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
第
一
条
）。
指
定
に
よ
り
権
利
制
限
を
受
け
る
者
は
事
前
に
態
度
表
明
の
機
会
あ
る
い
は

異
議
申
立
権
を
与
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
に
よ
り
衡
量
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
（
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
第
三
項
）。
指
定
に
よ
っ
て
「
著

し
く
大
き
な
損
害
」
が
あ
る
場
合
、
天
然
記
念
物
に
つ
い
て
は
所
有
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
（
第
七
条
第
二
項
）、
自
然
保
護
地
域

に
つ
い
て
は
登
録
が
見
合
わ
せ
ら
れ
る
（
第
八
条
第
六
項
）。
天
然
記
念
物
の
改
変
・
除
去
・
破
壊
の
許
可
は
、
国
民
経
済
的
重
要
性

が
自
然
保
護
の
利
益
を
著
し
く
上
回
る
場
合
は
、
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
十
一
条
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
草
案
で
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
に
は
じ
ま
る
「
謙
抑
」
の
姿
勢
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、

た
と
え
こ
の
法
律
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
グ
リ
ー
ベ
ル
を
典
型
例
と
す
る
自
然
保
護
家
は
満
足
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
他
方
で
、
所
有
権
制
限
が
補
償
請
求
権
を
基
礎
づ
け
な
い
こ
と
も
明
示
さ
れ
て
い
た
（
第
二
条
第
三
項
、
第
七
条
第
六
項
、
第
八

条
第
六
項
）。
ヴ
ォ
ル
フ
が
提
案
し
た
よ
う
な
公
益
概
念
に
つ
い
て
の
規
定
も
見
ら
れ
た
（
第
二
三
条
）。
ま
た
法
律
の
執
行
機
関
は
文

科
省
と
農
林
省
と
さ
れ
（
第
二
八
条
）、
助
言
機
関
と
し
て
の
邦
立
局
は
法
律
上
の
地
位
を
得
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
（
第
二
〇
条（

11
（

）。

　

以
上
の
草
案
に
基
づ
き
関
係
省
庁
の
代
表
者
会
議
が
三
回
持
た
れ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
修
正
提
案
が
出
さ
れ
た
が
、
補
償
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
が
所
有
権
制
限
と
収
用
と
の
区
別
の
問
題
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
収
用
と
見
な
さ
れ
る
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
憲
法
に

も
と
づ
き
補
償
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
諸
省
庁
の
見
解
は
一
致
し
て
い
た（

11
（

。

　

こ
れ
ら
の
会
議
を
う
け
第
二
草
案
が
作
ら
れ
た（

11
（

。
し
か
し
そ
の
検
討
過
程
に
お
い
て
、
内
務
省
は
法
案
の
検
討
中
止
を
文
科
省
に
要

請
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
法
案
が
内
務
省
の
企
図
す
る
地
方
分
権
改
革
に
逆
行
し
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た（

11
（

。
こ
の
論
点

も
省
略
す
る
。
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帝
国
自
然
保
護
法
の
成
立　

　

こ
の
内
務
省
の
文
科
省
宛
文
書
か
ら
判
断
す
る
限
り
で
は
、
所
有
権
制
限
と
収
用
と
の
線
引
き
の
困
難
、
あ
る
い
は
所
有
権
制
限
自

体
が
忌
避
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
保
護
立
法
が
頓
挫
し
た
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
当
時
の
自
然
保
護
家
は
そ
の
よ
う
に
判
断
し

た
し
、
後
代
の
歴
史
家
も
そ
の
よ
う
な
判
断
を
継
承
し
た
。

　

こ
の
停
滞
状
況
の
突
破
が
ナ
チ
ス
の
功
績
で
あ
っ
た
と
す
る
当
時
の
評
価
も
、
ま
ず
は
こ
の
よ
う
な
判
断
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
帝
国

森
林
監
督
官
た
る
ヘ
ル
マ
ン
・
ゲ
ー
リ
ン
グ
が
自
然
保
護
の
所
管
を
掌
握
し
、
そ
の
指
示
の
も
と
、
一
九
三
五
年
に
帝
国
自
然
保
護
法

が
制
定
さ
れ
た（

11
（

 

。
一
九
三
三
年
の
全
権
委
任
法
に
基
づ
く
政
府
立
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
律
の
第
二
四
条
は
、「
こ
の
法
律
と
、
こ
の

法
律
の
た
め
に
公
布
さ
れ
た
移
行
規
則
、
施
行
規
則
、
補
遺
規
則
と
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
適
法
な
措
置
は
、
補
償
請
求
権
を
根
拠
づ

け
な
い
」
と
定
め
た
。

　

こ
の
規
定
に
つ
い
て
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
…
…
個
人
主
義
的
所
有
権
秩
序
の
作
用
と
、
民
族
全

体
へ
の
責
任
を
主
張
す
る
自
然
保
護
と
の
緊
張
関
係
は
、
極
め
て
強
く
支
配
的
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
有
意
義
な
自
然
保
護
業
務
の

拡
大
に
と
っ
て
の
唯
一
の
敵
は
、
個
人
主
義
的
生
活
・
経
済
秩
序
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
し
、
こ
の
敵
を
打
ち
負
か
し
さ
え
す
れ
ば
、

直
ち
に
自
然
保
護
業
務
は
妨
げ
な
く
展
開
し
う
る
は
ず
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
一
九
三
五
年
六
月
二
六
日
の
帝
国

自
然
保
護
法
が
、
第
二
四
条
で
す
べ
て
の
自
然
保
護
措
置
を
当
事
者
の
補
償
請
求
権
か
ら
解
放
し
た
こ
と
は
、
偉
大
か
つ
決
定
的
な
行

い
で
あ
っ
た（

11
（

」。

　

し
か
し
右
に
見
た
よ
う
に
、
収
用
と
区
別
さ
れ
る
所
有
権
制
限
に
補
償
が
伴
わ
な
い
と
い
う
理
解
は
、
少
な
く
と
も
プ
ロ
イ
セ
ン
政

府
に
お
い
て
一
般
的
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
帝
国
自
然
保
護
法
は
、「
帝
国
自
然
保
護
地
域
」
の
創
設
の
場
合
に
の
み
収
用
を
予
定
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し
て
い
た
（
第
一
八
条
）。
つ
ま
り
そ
れ
以
外
の
保
護
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
予
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
補
償
を
伴
わ
な
い
所
有
権
制

限
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
こ
の
法
律
が
収
容
や
補
償
請
求
権
否
定
と
い
う
文
脈
で
ナ
チ
ス
的
立
法
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、

疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
言
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
ナ
チ
ス
期
の
所
有
権
と
収
用
を
め
ぐ
る
議
論
に
分

け
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い（

11
（

。
こ
の
作
業
も
本
報
告
の
対
象
外
と
な
る
。

　

プ
ロ
イ
セ
ン
自
然
保
護
法
草
案
と
帝
国
自
然
保
護
法
と
の
相
違
は
、
む
し
ろ
後
者
が
、
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
が
原
則
的
に
は
否
定
し
た

景
観
美
の
保
護
を
制
度
化
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
ル
ド
ル
フ
以
来
の
要
請
、
す
な
わ
ち
「
広
義
の
」
自
然
保
護
へ
の
要
請

が
部
分
的
に
制
度
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

帝
国
自
然
保
護
法
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
草
案
に
お
け
る
三
つ
の
保
護
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
加
え
て
、「
カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ
ド
の
自
然
に
お

け
る（

11
（

そ
の
他
の
景
観
部
分
」
を
保
護
対
象
と
し
た
。
そ
の
後
の
運
用
に
お
い
て
は
、「
景
観
部
分
」
と
「
景
観
構
成
部
分
」
の
区
別
を

手
が
か
り
と
し
て
、
景
観
保
護
地
域
の
指
定
が
進
め
ら
れ
た（

1（
（

。

　

さ
ら
に
同
法
第
二
〇
条
は
、「
す
べ
て
の
帝
国
・
国
家
・
地
方
官
庁
は
、
カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ
ド
の
景
観
を
根
本
的
に
改
変
し
う
る
措

置
や
計
画
を
許
認
可
す
る
前
に
、
所
管
の
自
然
保
護
庁
を
適
時
に
参
加
さ
せ
る
義
務
を
負
う
」
と
定
め
た
。
す
な
わ
ち
帝
国
自
然
保
護

法
は
単
に
指
定
さ
れ
た
景
観
部
分
・
景
観
保
護
地
域
の
保
護
を
目
指
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
景
観
の
改
変
自
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ

う
と
し
た
。
先
の
グ
リ
ー
ベ
ル
の
主
張
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
も
郷
土
保
護
運
動
の
要
求
に
対
応
し
た
も
の
だ
っ
た
。
自
然
保
護

庁
へ
の
助
言
を
通
じ
て
景
観
改
変
の
許
認
可
手
続
に
参
画
す
る
可
能
性
を
得
た
こ
と
で
、
自
然
保
護
家
た
ち
は
、
経
済
優
位
の
論
理
が

よ
う
や
く
消
滅
し
、
自
然
保
護
の
価
値
が
「
そ
の
他
す
べ
て
の
民
族
共
同
体
の
課
題
と
同
等
の
も
の
と
認
め
ら
れ
」、
そ
れ
ら
の
間
で

し
か
る
べ
き
衡
量
が
行
わ
れ
る
も
の
と
期
待
し
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
が
景
観
美
の
保
護
を
原
則
的
に
否
定
し
た
の
は
、
一
方
で
「
…
…
私
的
所
有
権
と
の
終

わ
り
な
き
闘
争
」
を
避
け
る
た
め
で
あ
り
、
他
方
で
諸
省
庁
の
所
管
へ
の
介
入
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
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自
然
保
護
法
草
案
と
帝
国
自
然
保
護
法
と
の
相
違
は
、
所
有
権
制
限
を
正
当
化
す
る
「
公
益
」
が
景
観
美
に
ま
で
広
が
っ
た
点
、
そ
し

て
自
然
保
護
庁
が
他
の
省
庁
の
所
管
へ
と
介
入
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
点
に
あ
っ
た
。

　

所
有
権
制
限
に
際
す
る
補
償
請
求
権
の
否
定
と
と
も
に
、
景
観
保
護
を
め
ぐ
る
以
上
の
よ
う
な
変
化
が
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
「
政
治
的
・

世
界
観
的
前
提
」
の
変
革
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
た

0

0

0

0

0

（
帝
国
自
然
保
護
法
前
文
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
制

度
化
を
可
能
に
し
た
の
は
、
直
接
的
に
は
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
ナ
チ
党
内
で
の
権
力
で
あ
っ
た
。
ゲ
ー
リ
ン
グ
へ
の
所
管
の
移
管
は
、
実
質

的
に
は
文
科
大
臣
ル
ス
ト
に
対
す
る
ゲ
ー
リ
ン
グ
本
人
か
ら
の
高
圧
的
な
電
話
一
本
で
決
定
さ
れ
た（

11
（

。
こ
の
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
指
示
に
よ

り
帝
国
自
然
保
護
法
が
起
草
さ
れ
た
。
そ
の
草
案
を
審
議
す
る
関
係
省
庁
代
表
者
の
会
議
に
お
い
て
は
、
第
二
〇
条
へ
の
疑
念
が
示
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
意
見
は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
景
観
美
へ
の
公
益
の
拡
大
と
そ
の
た
め
の
所
有
権
制
限
と
い
う
点
に
つ

い
て
、
こ
の
会
議
で
は
ま
っ
た
く
議
論
さ
れ
な
か
っ
た（

11
（

。

　

ゲ
ー
リ
ン
グ
は
法
適
用
に
さ
ほ
ど
関
心
を
持
た
ず
、
し
た
が
っ
て
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
建
設
に
お
け
る
「
景
観
代
理
人
」
制
度（

11
（

が
端
的
に

示
す
よ
う
に
、
第
二
〇
条
は
お
お
よ
そ
無
視
さ
れ
た（

11
（

。
一
九
四
四
年
九
月
一
三
日
付
の
ゲ
ー
リ
ン
グ
の
布
告
に
よ
り
、
帝
国
自
然
保
護

法
の
執
行
は
停
止
さ
れ
た（

11
（

。

　

戦
後
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
帝
国
自
然
保
護
法
が
連
邦
法
と
し
て
効
力
を
持
ち
続
け
る
と
判
断
し
た
。
一
九
五
八
年
、
連
邦
憲
法
裁

判
所
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
問
題
の
あ
る
前
文
を
除
い
て
、
帝
国
自
然
保
護
法
は
連
邦
法
と
し
て
で
は
な
く
ラ
ン
ト
法
と
し
て
効
力

を
持
つ
と
判
断
し
た（

11
（

。
全
権
委
任
法
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
、
流
産
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
自
然
保
護
法
を
超
え
る
内
容
（
景
観
保
護
）
を

含
ん
だ
法
律
は
、
戦
後
も
そ
の
効
力
を
維
持
し
続
け
た
。
た
だ
し
、「
執
行
の
欠
缺（

11
（

」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
が
ど
こ
ま

で
適
用
さ
れ
た
か
は
ま
た
別
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
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お
わ
り
に　

　

以
上
、
冒
頭
に
掲
げ
た
問
題
設
定
に
沿
っ
て
ド
イ
ツ
自
然
保
護
制
度
成
立
史
を
分
析
し
て
き
た
。
確
認
さ
れ
た
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
行

政
組
織
に
関
わ
る
自
然
の
保
護
を
制
度
化
す
る
こ
と
の
難
し
さ
、
国
家
が
知
見
を
有
し
て
い
な
い
領
域
で
行
政
を
可
能
に
す
る
た
め
の

組
織
の
成
立
過
程
、
そ
し
て
自
然
保
護
と
い
う
公
益
の
た
め
に
私
権
を
制
限
す
る
こ
と
の
難
し
さ
で
あ
っ
た
。

　

縦
割
り
行
政
の
弊
害
は
、
環
境
に
か
か
わ
る
諸
法
に
お
い
て
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
農

林
省
発
出
指
示
書
に
示
さ
れ
る
諸
省
庁
の
態
度
と
、
そ
れ
が
暗
示
し
て
い
る
諸
省
庁
の
合
意
形
成
プ
ロ
セ
ス
が
、
さ
ら
な
る
研
究
の
起

点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
国
家
と
社
会
を
媒
介
す
る
組
織
（
邦
立
局
以
下
の
組
織
）
の
あ
り
方
も
、
日
本
に
対
し
て
有
益

な
示
唆
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
代
に
至
る
ま
で
の
通
史
的
・
比
較
史
的
研
究
が
必

要
で
あ
る
。

　

所
有
権
制
限
の
難
し
さ
に
つ
い
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
一
五
三
条
第
一
項
の
言
葉
を
使
う
な
ら
ば
、
本
報
告
は
ま
さ
に
法
律
に

よ
る
所
有
権
の
「
内
容
と
限
界
」
の
確
定
を
、
自
然
保
護
と
い
う
公
益
と
の
関
係
で
お
こ
な
う
プ
ロ
セ
ス
の
検
討
で
あ
っ
た
。
所
有
権

制
限
に
伴
う
「
損
害
」
の
著
し
さ
が
語
ら
れ
る
時
、
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
が
ド
イ
ツ
民
法
典
第
九
〇
三
条
に
お
け
る
所
有
権　
　

「
そ
れ
自
体
と
し
て
は
無
制
約
」
の
所
有
権
（
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト（

1（
（

）　
　

で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

カ
ー
ル
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
は
「
ゲ
ル
マ
ン
法
的
」
所
有
権
概
念
を
根
底
的
に
批
判
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ロ
マ
ニ
ス
ト
の
フ
リ
ッ
ツ
・

シ
ュ
ル
ツ
の
見
解
を
引
用
し
た
。
曰
く
、「
ゲ
ル
マ
ン
・
ド
イ
ツ
法
が
所
有
権
の
概
念
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
拘
束
を
も
ち
こ
ん
だ
の
は
、

私
法
と
公
法
の
峻
別
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
ロ
ー
マ
法
は
、
私
法
上
の
所
有
権
を
公
共
の
福
祉
に
よ
っ
て

制
限
す
る
こ
と
を
、
公
法
の
領
域
の
中
で
行
っ
た
の
で
あ
る
。『
こ
の
［
ゲ
ル
マ
ン
・
ド
イ
ツ
的
所
有
権
と
ロ
ー
マ
的
所
有
権
の
］
区
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別
の
実
益
は
な
い
。
ド
イ
ツ
法
学
者
（
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
）
た
ち
が
な
ぜ
そ
れ
を
か
く
も
大
切
だ
と
考
え
る
の
か
、理
解
に
苦
し
む（

11
（

』」。

　
「
公
法
と
私
法
の
峻
別
」
を
前
提
と
す
れ
ば
、
公
法
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
の
困
難
に
私
法
学
が
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
は
勿
論
な
い
。
た

だ
し
こ
の
よ
う
な
峻
別
の
も
と
に
他
方
を
考
察
の
埒
外
に
置
く
こ
と
が
「
学
問
的
」
態
度
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
何
を
も
っ
て
学
問

と
考
え
る
の
か
と
い
う
古
く
か
ら
の
議
論
と
関
連
し
て
い
よ
う
。

　

プ
ロ
イ
セ
ン
自
然
保
護
法
草
案
に
お
い
て
も
、
所
有
権
制
限
に
伴
う
補
償
請
求
権
は
否
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
限
り
で
は
、
自
然
の

た
め
に
所
有
権
の
限
界
を
画
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
制
限
を
め
ぐ
る
極
め
て
慎
重
な
態
度

は
、
そ
れ
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
特
に
景
観
美
の
た
め
に
所
有
権
の
限
界
を
画
す
る
こ
と
は
、
原
則
的
に
は
否
定
さ

れ
た
。

　

そ
の
困
難
の
突
破
は
「
公
益
は
私
益
に
優
先
す
る
」
と
の
原
理
を
綱
領
に
掲
げ
る
政
体
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
、
こ
の
原
理
か

ら
説
明
さ
れ
た
。そ
し
て
戦
後
、民
法
上
の
所
有
権
を
一
つ
の
柱
と
す
る「
自
由
の
体
系（

11
（

」 

を
再
び
中
心
に
据
え
た
社
会
秩
序
に
対
し
て
、

こ
の
法
律
は
有
効
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
こ
の
種
の
研
究
の
学
問
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
付
言
し
締
め
く
く
り
と
す
る
。
少
な
く
と
も
以
下
の
二
つ
の
視
角
か
ら
論

じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。　

　

第
一
に
、こ
の
研
究
を
行
政
法
史
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
環
境
法
は
行
政
法
理
論
の
重
要
な
参
照
領
域
で
あ
る
し
、

自
然
保
護
法
は
最
初
期
か
ら
存
在
す
る
環
境
法
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
で
は
、
本
報
告
に
お
け
る
分
析
は
行
政
法
理
論
の
歴
史
的

考
察
に
寄
与
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
二
に
、
各
種
法
制
度
の
特
徴
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
歴
史
的
淵
源
に
遡
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
自
然
保
護
制
度
も
そ
の

例
外
で
は
な
い
。
例
え
ば
日
独
の
自
然
保
護
制
度
の
違
い
は
極
め
て
大
き
く
、
そ
の
相
違
の
由
来
は
、
制
度
成
立
期
ま
で
遡
っ
た
分
析

に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
領
域
の
制
度
史
研
究
は
、
ド
イ
ツ
で
は
特
に
歴
史
学
者
に
、
日
本
で
は
国
立
公
園
史
を
研
究
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す
る
農
学
関
係
の
研
究
者
な
ど
に
任
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
個
別
の
点
は
指
摘
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
法
制
度
の

分
析
と
し
て
多
く
の
弱
み
を
抱
え
て
い
る
。
日
独
の
制
度
史
の
比
較
と
な
る
と
、
報
告
者
の
試
論
を
除
い
て
先
行
研
究
は
存
在
し
な

い（
11
（

。
報
告
者
は
こ
の
第
二
の
視
角
か
ら
研
究
を
続
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
が
ど
の
学
問
分
野
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
種
の
議
論

は
、厳
密
な
定
義
や
固
有
の
方
法
論
を
め
ぐ
る
議
論　
　

た
と
え
ば
法
制
史
学
と
は
何
か
、そ
の
固
有
の
方
法
論
と
は
何
か　
　

を
伴
っ

て
の
み
、
学
問
的
か
つ
生
産
的
な
も
の
と
な
り
う
る
。

　

・
本
研
究
はJSPS

科
研
費
（17K

0331, 21H
03726

）
の
助
成
を
受
け
た
。

注（
１
）　

広
渡
清
吾
『
ド
イ
ツ
法
研
究
─
─
歴
史
・
現
状
・
比
較
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）、
第
一
三
章
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
都
市
法
制
の
形

成
過
程
」、
四
二
九
─
四
六
〇
頁；

第
一
四
章
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
都
市
法
の
論
理
と
歴
史
的
発
展
」、
四
六
一
─
五
〇
八
頁
。

（
２
）　

新
古
典
派
経
済
学
な
ど
、
市
場
の
整
序
機
能
に
よ
っ
て
環
境
問
題
が
解
決
さ
れ
る
と
す
る
立
場
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
検
討
の
対
象
外
と
す

る
。
こ
の
種
の
学
説
の
批
判
的
考
察
と
し
て
、Stefan K

örner, Annem
arie N

agel, and U
lrich Eisel, eds., N

aturschutzbegrün-
dungen  （Bonn: Bundesam

t für N
aturschutz, 2003

）, 112-132.

（
３
）　

そ
も
そ
も
な
ぜ
自
然
を
保
護
す
る
の
か
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
自
然
保
護
の
基
礎
づ
けBegründungen

の
問
題
は
、
こ
こ
で
は
論
じ
な

い
。
制
度
分
析
・
研
究
の
み
な
ら
ず
制
度
設
計
に
と
っ
て
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
の
だ
が
、
日
本
で
は
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
の
議
論
が
低
調
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
の
そ
の
よ
う
な
議
論
と
し
て
、K

örner, N
agel, and Eisel, N

aturschutzbegründungen .

（
４
）　

ト
ー
マ
ス
・
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
『
ド
イ
ツ
史　

一
八
六
六
─
一
九
一
八　

労
働
世
界
と
市
民
精
神
（
上
）』（
白
水
社
、
二
〇
二
三
年
）、
三
四
三

─
三
七
一
頁
。
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（
５
）　Ernst Rudorff, “Ü

ber das Verhältnis des m
odernen Lebens zur N

atur,” Preußische Jahrbücher  45, 3. H
eft （1880

）: 
261-276.

（
６
）　

郷
土
保
護
同
盟
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
制
度
史
の
研
究
と
し
て
は
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。Andreas 

K
naut, Zurück zur N

atur. Landschafts- und H
eim

atschutz im
 w

ilhelm
inischen Zeitalter  （G

reven: K
ilda-Verl., 1993

）; 
W

illiam
 H

. R
ollins, A

 G
reener V

ision of H
om

e. C
ultural Politics and E

nvironm
ental R

eform
 in the G

erm
an H

ei-
m

atschutz M
ovem

ent, 1904-1918  （M
ichigan: U

niv. of M
ichigan Press, 1997

）; Friedem
ann Schm

oll, E
rinnerung an die 

N
atur. D

ie G
eschichte des N

aturschutzes im
 deutschen K

aiserreich  （Frankfurt am
 M

ain: Cam
pus Verlag, 2004

）.

（
７
）　

こ
の
発
展
系
統
の
通
史
と
し
て
、H

ans-W
erner Frohn, “N

aturschutz m
acht Staat – Staat m

acht N
aturschutz. Von der 

Staatlichen Stelle für N
aturdenkm

alpflege in Preußen bis zum
 B

undesam
t für N

aturschutz 1906 bis 2006 – eine 
Institutionengeschichte,” in N

atur und Staat. Staatlicher N
aturschutz in D

eutschland 1906-2006,  ed. H
ans-W

erner 
Frohn and Friedem

ann Schm
oll 

（B
onn: B

undesam
t für N

aturschutz, 2006

）, 85-313; M
ichael W

ettengel, “Staat 
und N

aturschutz 1906-1945. Zur G
eschichte der Staatlichen Stelle für N

aturdenkm
alpflege in Preußen und der 

Reichsstelle für N
aturschutz,” H

istorische Zeitschrift  257 （1993

）: 355-399

（
邦
訳
：
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ヴ
ェ
ッ
テ
ン
ゲ
ル
（
西
村

貴
裕 

訳
）「
国
家
と
自
然
保
護　

一
九
〇
六
─
一
九
四
五　
　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
立
天
然
記
念
物
保
全
局
と
帝
国
自
然
保
護
局
の
歴
史
」、『
大
阪

教
育
大
学
紀
要
・
第I

部
門
』
六
五
巻
二
号
［
二
〇
一
七
年
］、 

四
五
─
七
〇
頁
）.

（
８
）　Stenographische B

erichte über die Verhandlungen der durch die Allerhöchste Verordnung vom
 22. D

ezem
ber 1897 

einberufenen beiden H
äusern des Landtages. H

aus der Abgeordneten  3 （1898

）: 1958-1959. 

（
９
）　

以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
、W

ilhelm
 W

etekam
p, “Aus der G

eschichte der staatlichen N
aturdenkm

alpflege,” M
itteilungen 

der B
randenburgischen Provinzialkom

m
ission für N

aturdenkm
alpflege 7 （1914

）: 207-218.

（
（0
）　H

ugo Conw
entz, D

ie G
efährdung der N

aturdenkm
äler und Vorschläge zu ihrer Erhaltung  （Berlin: Borntraeger, 1904

）.

（
（（
）　Frohn, “N

aturschutz m
acht Staat,” 92.

（
（（
）　Foroud Shirvani, “Entw

icklung des Enteignungsrechts vom
 frühen 19. Jahrhundert bis zur W

eim
arer Reichsver-
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fassung,” in D
ie E

nteignung: H
istorische, vergleichende, dogm

atische und politische Perspektiven auf ein R
echtsinsti-

tut,  ed. O
tto D

epenheuer and Foroud Shirvani （Berlin: Springer, 2018

）, 38-39.
（
（（
）　Conw

entz, G
efährdung der N

aturdenkm
äler,  87.

（
（（
）　Ibid., 73.

（
（（
）　Ibid., 190-202.

（
（（
）　G

eheim
es Staatsarchiv Preußischer K

ulturbesitz, Berlin ［G
StAPK

］, I H
A Rep. 87B, N

r.3131. Bl.374-375.

（
（（
）　Stenographische B

erichte über die Verhandlungen der durch die Allerhöchste Verordnung vom
 22. D

ezem
ber 1897 

einberufenen beiden H
äusern des Landtages. H

aus der Abgeordneten,  20. Legisl., II. Sess. 1905/06, 2 （1906

）: 2689.

（
（（
）　G

StAPK
, I H

A Rep. 87B, N
r.3132. Bl.5-10.

（
（（
）　“G

rundsätze für die W
irksam

keit der Staatlichen Stelle für N
aturdenkm

alpflege in Preußen,” B
eiträge zur N

atur-
denkm

alpflege  1 （1910

）: 42-44.

（
（0
）　G

StAPK
, I H

A Rep. 87B, N
r.3132. Bl.72-73.

（
（（
）　B

eiträge zur N
aturdenkm

alpflege  1 （1920

）: 120-121.

（
（（
）　

以
上
に
つ
い
て
、W

ettengel, “Staat und N
aturschutz,” 367-372 （

邦
訳
、
五
二
─
五
三
頁
）.

（
（（
）　“Anlage a

） Staatliche Stelle für N
aturdenkm

alpflege, Allgem
einer Entw

urf für einen Fragebogen zur N
aturdenk-

m
alpflege,” B

eiträge zur N
aturdenkm

alpflege  1 （1910

）: 267-269.

（
（（
）　H

ugo Conw
entz, “Bericht über die Staatliche N

aturdenkm
alpflege in Preußen im

 Jahre 1908,” B
eiträge zur N

atur-
denkm

alpflege  1 （1910

）: 182.

（
（（
）　H
ans K

lose, “D
ie bisherige M

aßnahm
en und ihre U

nzulänglichkeit,” B
eiträge für N

aturdenkm
alpflege  4 

（1914

）: 
10-27; Benno W

olf, “Vorschläge zum
 gesetzlichen Schutz,” B

eiträge zur N
aturdenkm

alpflege  4 （1914

）: 28-37.

（
（（
）　K

arl-D
ieter Albrecht et al., Art 1, 2, 50-218 E

G
B

G
B

 （Inkrafttreten, Verhältnis zu anderen Vorschriften, Ü
bergangs-

vorschriften

）,  J. von Staudingers K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch: m
it E

inführungsgesetz und N
ebenge-
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setzen （Berlin: Sellier-de G
ruyter, N

eubearbeitung 2005

）, Art.109; 111.
（
（（
）　Frohn, “N

aturschutz m
acht Staat,” 124.

（
（（
）　G

esetz zur Änderung des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom
 1. Apr. 1880. Vom

 8. Juli 1920, Preußische G
esetz-

sam
m

lung  （1920
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一
九
二
六
年
一
月
二
一
日
の
改
正
以
降
は
第
三
〇
条
（PrG

S （1926
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（
（（
）　Frohn, “N

aturschutz m
acht Staat,” 125.
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）　H

ans K
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as neue G
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ir G
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eiträge für N
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aturschutz: M
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H
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）: 298-300.
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aturdenkm
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H
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o bleibt das preußische N
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tshefte für Freunde der deutschen H
eim
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）: 70-72; Erich G
riebel, “Zur Frage des preußischen N

aturschutzge-
setzes,” N

aturschutz: M
onatshefte für Freunde der deutschen H

eim
at  7 （1926

）: 192-202.

（
（（
）　Leo Schnitzler, “N

aturschutz und G
esetz,” B

eiträge für N
aturdenkm

alpflege  10

（1926

）: 431-435; Leo Schnitzler, 
“Problem

e eines Preußischen N
aturschutzgesetzes,” B

eiträge zur N
aturdenkm

alpflege  12 （1929

）: 340-353.

（
（（
）　Leo Schnitzler, “W
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 brauchen w

ir ein N
aturschutzgesetz?” N

aturschutz: M
onatshefte für Freunde der deutschen 

H
eim

at  9 （1927

）: 4-8.

（
（（
）　Schnitzler, “Problem

e eines Preußischen N
aturschutzgesetzes,” 341-342.

（
（（
）　Ibid., 343.

（
（（
）　Ibid., 344.
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（
（0
）　

こ
の
判
決
を
含
む
当
時
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
立
場
に
つ
い
て
は
、Shirvani, “Entw

icklung des Enteignungsrechts.” 
（
（（
）　Schnitzler, “Problem

e eines Preußischen N
aturschutzgesetzes,” 345-349.

（
（（
）　Ibid., 350-352.

（
（（
）　G

StAPK
, I. H

A Rep.90A N
r.1798, Bl.262-267.

（
（（
）　G

StAPK
, I. H

A Rep.90A N
r.1798, Bl.268-269; 276-280; 281-282.

（
（（
）　G

StAPK
, I. H

A Rep.90A N
r.1798, Bl.286-291.

（
（（
）　G

StAPK
, I. H

A Rep. 151 IV N
r.155, Bl.25-26.

（
（（
）　Reichsnaturschutzgesetz. Vom

 26. Juni 1935, R
eichsgesetzblatt,  Teil 1 （1935

）: 821-825. 

こ
の
法
律
の
制
定
過
程
、
内
容

等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、西
村
貴
裕
「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
自
然
保
護
（
１
）
─
─
帝
国
自
然
保
護
法
（1935

年
）
を
中
心
と
し
て
─
─
」、『
大

阪
教
育
大
学
紀
要
・
Ⅱ
部
門
』
六
二
巻
二
号 （
二
〇
一
四
年
）、
一
─
二
三
頁
。

（
（（
）　W

erner W
eber, “D

er N
aturschutz im

 Rahm
en der völkischen G

estaltungsaufgaben,” in D
er Schutz der Landschaft 

nach dem
 R

eichsnaturschutzgesetz,  H
ans K

lose, H
ans Schw

enkel, and W
erner W

eber 

（B
erlin: J. N

eum
ann-N

eu-
dam

m
, 1937

）, 41.

（
（（
）　

た
と
え
ばW

erner W
eber and Franz W

ieacker, E
igentum

 und E
nteignung  （H

am
burg: H

anseatische Verlagsanstalt, 
1935

）
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
論
考
は
、
帝
国
自
然
保
護
法
を
は
じ
め
と
す
る
ナ
チ
ス
政
体
成
立
後
の
諸
法
の
所
有
権
規
定
を
分
析
し
、
こ

こ
に
ナ
チ
ス
綱
領
に
整
合
す
る
よ
う
な
所
有
権
概
念
の
変
質
を
見
出
し
て
い
る
。

（
（0
）　

原
語
は”in der freien N

atur”

で
あ
り
、
こ
れ
は”O

rtschaft”

、
す
な
わ
ち
都
市
や
村
落
な
ど
の
居
住
空
間
の
反
対
概
念
で
あ
る
。
そ

の
た
め
意
訳
し
て
「
カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ
ド
」
と
し
た
。
参
照
、
西
村
「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
自
然
保
護
（
一
）」、
註
四
九
。

（
（（
）　N
achrichtenblatt für N

aturschutz  15 （1938

）: 195.

（
（（
）　H

ans Schw
enkel, G

rundzüge der Landschaftspflege （Berlin: J. N
eum

ann-N
eudam

m
, 1938

）, 7-14.

（
（（
）　W

ettengel, “Staat und N
aturschutz,” 383 （

邦
訳
、
五
九
頁
）.

（
（（
）　G

StAPK
, I. H

A Rep. 151 IV N
r.155, Bl.97-99.
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（
（（
）　

小
野
清
美
『
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
と
ナ
チ
ズ
ム　
　

景
観
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
誕
生
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
三
年
）。

（
（（
）　

西
村
「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
自
然
保
護
（
一
）」、
一
三
─
一
四
頁
。

（
（（
）　W

ettengel, “Staat und N
aturschutz,” 390-391 （

邦
訳
、
六
三
頁
）.

（
（（
）　M

ichael K
loepfer, Zur G

eschichte des deutschen U
m

w
eltrechts 

（Berlin: D
uncker &

 H
um

blot, 1994

）, 87-88 

（
邦
訳
：

ミ
カ
エ
ル
・
ク
レ
プ
フ
ァ
ー
（
清
野
幾
久
子 

訳
）「
ド
イ
ツ
環
境
法
の
歴
史
」、『
札
幌
法
学
』
二
〇
巻
一
・
二
号
［
二
〇
〇
九
年
］：
二
三
一
─

二
三
二
頁
）.

（
（（
）　G

ertrude Lübbe-W
olff, “Vollzugsproblem

e der U
m

w
eltverw

altung,” N
atur und R

echt  15 （1993

）: 217-229.

（
（0
）　

例
え
ば
自
然
保
護
に
つ
い
て
、
山
村
恒
年
『
自
然
保
護
の
法
と
戦
略
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）；

田
中
俊
徳
「
自
然
保
護
行
政
か
ら
考
え

る
新
し
い
政
治
」、『
政
策
・
経
営
研
究
』
二
〇
一
〇
年
一
号
、
一
〇
三
─
一
一
一
頁
。

（
（（
）　
「
そ
れ
自
体
と
し
て
は
無
制
約
」
の
所
有
権
と
は
、
制
約
が
許
さ
れ
な
い
所
有
権
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
理
念
の
上
で
」
の
み
無
制
約
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
「
無
制
約schrankenlos

」
の
語
を
「
制
限
の
否
定
態
」
と
説
明
し
た
と
い
う
。
以
上
の
点
、
さ

ら
に
は
こ
の
よ
う
な
形
式
的
・
抽
象
的
所
有
権
概
念
と
当
時
の
立
憲
主
義
・
自
由
主
義
的
思
想
と
の
親
和
性
に
つ
い
て
、
カ
ー
ル
・
ク
レ
ッ
シ
ェ

ル
「『
ゲ
ル
マ
ン
的
』
所
有
権
概
念
説
に
つ
い
て
」、
同
『
ゲ
ル
マ
ン
法
の
虚
像
と
実
像
』（
創
文
社
、
一
九
八
九
年
）、
二
七
四
─
二
八
五
頁
。

（
（（
）　

前
掲
、
三
〇
八
─
三
〇
九
頁
。

（
（（
）　

前
掲
、
二
八
一
頁
。

（
（（
）　

西
村
貴
裕
「
日
本
に
お
け
る
天
然
記
念
物
制
度
と
自
然
保
護
（1906-1944

）・
Ⅰ
」、
大
阪
教
育
大
学
歴
史
研
究
室
（
編
）『
歴
史
研
究
』

五
五
号
（
二
〇
一
九
年
）、
二
一
─
六
三
頁；

同
「
日
本
に
お
け
る
天
然
記
念
物
制
度
と
自
然
保
護
（1906-1944

）・
Ⅱ 

─
制
度
の
基
礎
づ
け

に
着
目
し
て
─
」、『
大
阪
教
育
大
学
紀
要　

人
文
社
会
科
学
・
自
然
科
学
』
六
七
巻
（
二
〇
一
九
年
）、
二
〇
一
─
二
二
〇
頁
。
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一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
衆
衛
生
学

 

波
多
野　
　
　

敏　

は
じ
め
に

　

一
七
八
九
年
人
権
宣
言
に
お
い
て
、
法
律
は
一
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
と
さ
れ
、
立
法
に
す
べ
て
の
市
民
が
関
わ
る
と
共
に
、
法
律

は
保
護
に
お
い
て
も
処
罰
に
お
い
て
も
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
一
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
（
第
六
条
）。
こ
の
こ
と
は
、
一
方

で
は
法
の
下
の
平
等
と
い
う
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
と
と
も
に
、一
般
意
思
と
い
う
発
想
か
ら
も
帰
結
す
る
も
の
で
あ
る（

１
（。

ア
ン
シ
ャ
ン
・

レ
ジ
ー
ム
の
法
は
特
権
の
体
系
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
に
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
要
請
さ
れ
な
い
。
こ
れ

に
対
し
、
社
団
の
特
権
を
廃
止
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
作
り
出
し
た
新
し
い
法
シ
ス
テ
ム
で
は
、
す
べ
て
の
人
に
同
じ
よ
う
に
適
用
さ

れ
る
と
い
う
一
般
性
は
、
そ
の
基
本
的
な
特
質
と
な
っ
た
。

　

革
命
期
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
現
実
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
不
平
等
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
現
実
の
不
平

等
に
対
し
て
法
が
個
別
的
な
保
護
を
与
え
る
こ
と
は
法
の
一
般
性
と
い
う
性
質
と
馴
染
ま
な
い
。
す
べ
て
の
人
を
同
じ
よ
う
に
扱
う
べ

し
と
い
う
こ
と
が
、
一
九
世
紀
末
か
ら
現
代
に
か
け
て
社
会
法
と
言
わ
れ
る
領
域
の
法
が
関
わ
る
よ
う
な
、
た
と
え
ば
貧
困
問
題
に
つ

い
て
法
的
に
対
応
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
き
た
。
革
命
期
に
も
社
会
保
障
的
な
法
制
度
を
作
ろ
う
と
し
た
試
み
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ

は
十
分
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た（

２
（ 

。
と
は
い
え
、
貧
困
の
問
題
は
放
置
し
て
お
け
る
問
題
で
も
な
い
。
一
九
世
紀
前

半
は
、
産
業
化
・
都
市
化
の
進
展
も
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
は
一
層
喫
緊
の
問
題
と
な
っ
て
い
く
。

　

本
稿
で
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
時
代
に
、
貧
困
の
問
題
に
非
法
的
な
形
で
取
り
組
ん
だ
博
愛
主
義
的
な
考
え
方
を
見
た
あ
と
、
博
愛
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主
義
と
も
関
連
し
な
が
ら
新
し
い
発
想
を
持
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
公
衆
衛
生
学
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、
公

衆
衛
生
学
の
成
立
・
発
展
が
法
的
な
思
考
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
以
下
で
は
、
キ

リ
ス
ト
教
博
愛
主
義
の
考
え
方
、
公
衆
衛
生
学
の
形
成
、
公
衆
衛
生
学
に
よ
る
社
会
や
人
間
へ
の
見
方
を
見
た
後
、
公
衆
衛
生
学
か
ら

の
貧
困
の
調
査
を
整
理
し
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
公
衆
衛
生
学
は
社
会
に
関
す
る
科
学
的
な
調
査
方
法
を
提
供
し
、
ま
た
新
し
い

社
会
観
・
人
間
観
を
提
示
し
、
あ
る
種
の
規
範
も
提
示
し
た
が
、
法
的
な
規
制
と
い
う
点
で
は
博
愛
主
義
の
枠
組
を
越
え
出
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一
．
自
由
主
義
と
博
愛
主
義p

h
ila

n
th

ro
p
ie

　

救
貧
に
つ
い
て
は
、
中
世
以
来
キ
リ
ス
ト
教
の
慈
善charité

と
い
う
考
え
方
を
基
礎
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
が
展
開
さ
れ
て
き
た
一

方
で
、
警
察
的
な
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
も
な
っ
て
き
た
。
近
世
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
事
業
に
徐
々
に
世
俗
の
権
力
も
関
わ
る
よ
う

に
な
り
、
一
八
世
紀
に
は
、
人
間
性hum

anité
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と
し
た
博
愛
主
義
的
な
流
れ
や
、
経
済
的
な
観
点
か
ら
救
貧

の
問
題
を
考
え
る
新
し
い
発
想
も
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
一
九
世
紀
前
半
の
貧
困
問
題
へ
の
取
り
組
み
も
大
略
こ
う
し
た
流
れ
の
延
長

線
上
に
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
救
貧
の
よ
う
に
社
会
的
な
立
場
の
異
な
る
者
の
間
の
関
係
は
厳
密
な
意
味
で
の
法
的
な
関
係
、
つ

ま
り
強
制
力
を
伴
う
具
体
的
な
権
利
・
義
務
関
係
、
権
利
者
が
義
務
者
に
対
し
て
一
定
の
行
為
な
ど
を
要
求
で
き
る
関
係
と
し
て
の
法

的
関
係
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い（

３
（。

　

た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ゼ
フ
＝
マ
リ
ー
・
ド
・
ジ
ェ
ラ
ン
ド
（
一
七
七
二
―
一
八
四
二
）
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
博
愛
主
義
の
流
れ
に
属
す

る
一
人
で
あ
る
が
、
彼
も
法
的
な
関
係
を
平
等
な
者
の
関
係
に
限
定
し
、
不
平
等
な
者
の
間
の
関
係
は
非
法
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
て

い
る
。
彼
は
、
人
間
を
余
裕
の
あ
る
者
、
必
要
と
資
源
が
均
衡
し
て
い
る
者
、
自
ら
の
必
要
を
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
者
と
い
う
三
種
類
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に
区
別
し
、
こ
う
し
た
人
間
の
生
活
条
件
の
不
平
等
に
神
の
摂
理
を
見
出
す（

４
（。

そ
し
て
互
い
に
独
立
し
た
平
等
な
者
の
間
に
は
交
換
関

係
が
あ
り
、
正
義
は
こ
の
関
係
を
規
律
す
る
と
考
え
、
不
平
等
な
者
の
間
で
は
与
え
・
受
け
取
る
関
係
が
成
立
し
、
こ
の
関
係
は
無

私
無
欲générosité

が
支
配
す
る
と
す
る（

５
（。

平
等
者
間
の
結
び
つ
き
は
社
会
の
基
本
的
関
係
だ
が
、
他
方
、
強
者
と
弱
者
の
関
係
は
、

よ
り
完
全
な
徳
性
の
表
現
で
あ
り
、
成
人
と
子
供
の
関
係
と
同
じ
よ
う
な
後
見
関
係
、
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
の
関
係
と
し
て
整
理
さ
れ
る
。

貧
し
い
者
は
豊
か
な
者
の
後
見
の
下
、
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
の
下
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る（

６
（。

　

そ
し
て
、
貧
困
層
の
「
権
利
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
道
徳
的
な
権
利
で
あ
り
、「
権
利
」
を
持
つ
貧
者
の
方
か
ら
の
具
体
的
な
請
求

を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
と
論
じ
ら
れ
、
強
制
力
を
伴
っ
た
厳
密
な
意
味
で
の
法
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

こ
の
権
利
は
基
本
的
に
道
徳
的
権
利un droit m

oral

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
何
か
曖
昧
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
権

利
が
あ
る
こ
と
で
、
具
体
的
な
扶
助
へ
の
資
格
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
よ
り
深
く
、
高
尚
な
も
の
で
あ
り
、
魂

を
対
象
と
し
て
よ
く
配
慮
さ
れ
るbienveillance

資
格
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
所
有
権
や
債
権
な
ど
、
実
定
的
な

義
務
を
生
む
権
利
と
共
通
の
性
格
は
一
切
持
っ
て
い
な
い
。
扶
助
を
受
け
る
権
利
は
、
生
命
、
自
由
、
財
産
、
名
誉
に
お
い
て
尊

重
さ
れ
る
べ
き
権
利
と
同
じ
性
質
で
は
な
い
し
、
よ
り
神
聖
で
は
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
、
実
定
的
で
は
な
く
、
厳
密
で
絶
対
的

な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
給
付
を
要
求
し
、
申
請
し
、
何
ら
か
の
こ
と
を
行
い
、
あ
れ
こ
れ
の
利
益
を
帰
属
さ
せ
る
権
利

で
は
な
い
。
そ
れ
は
法
的
に
認
め
ら
れ
た
希
望
で
あ
り
、
強
い
勧
告
で
あ
り
、
最
大
限
の
配
慮
を
求
め
る
尊
重
さ
れ
る
べ
き
働
き

か
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
責
務
を
要
請
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
単
な
る
サ
ー
ビ
ス
へ
の
期
待
で
あ
る（

７
（。

　

こ
う
し
た
ジ
ェ
ラ
ン
ド
の
議
論
に
つ
い
て
、
ル
イ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
は
『
労
働
階
級
と
危
険
な
階
級
』
の
中
で
、
当
時
の
貧
困
に
対

し
て
、
か
つ
て
の
慈
善
事
業
家
が
貧
困
に
与
え
た
古
い
定
義
を
そ
の
ま
ま
与
え
て
い
る
と
評
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ラ
ン
ド
を
は
じ
め
と
し
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た
一
八
四
〇
年
以
前
の
社
会
調
査
で
は
、
パ
リ
へ
の
人
口
流
入
に
伴
う
貧
困
の
深
刻
化
と
い
う
問
題
が
、
昔
か
ら
の
物
乞
い
の
問
題
と

し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
旧
来
の
や
り
方
で
処
理
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る（

８
（。

た
し
か
に
ジ
ェ
ラ
ン
ド
が
重
視
す
る
真

の
貧
民
と
偽
の
貧
民
の
区
別
と
い
う
考
え
方
は
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
一
四
世
紀
の
王
令
に
で
も
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
で
き
る
伝
統
的
な
発

想
で
あ
る
し
、
偽
の
貧
民
に
対
す
る
誤
っ
た
施
し
は
か
え
っ
て
新
し
い
偽
の
貧
民
を
生
み
出
す
と
い
う
弊
害
を
生
じ
る
と
い
っ
た
議
論

も
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
以
来
お
馴
染
み
の
議
論
で
は
あ
る（

９
（。

二
．
公
衆
衛
生
学

　

公
衆
衛
生
学
も
、
博
愛
主
義
と
同
様
に
貧
困
な
ど
の
社
会
問
題
に
関
心
を
向
け
る（

（1
（

 

。
以
下
で
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
衛
生
学
の
中

心
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
ル
イ
＝
ル
ネ
・
ヴ
ィ
レ
ル
メ
（
一
七
八
二
―
一
八
六
三
）
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。
ヴ
ィ
レ
ル
メ
は
ナ
ポ

レ
オ
ン
の
時
代
の
パ
リ
医
学
校
を
卒
業
し
た
の
ち
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軍
隊
の
軍
医
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
。
一
八
二
〇
年
に
出
版
さ
れ

た
刑
務
所
の
衛
生
状
況
に
つ
い
て
の
研
究
は
博
愛
主
義
者
と
し
て
の
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
ー
＝
リ
ア
ン
ク
ー
ル
に
捧
げ
ら
れ
て
お
り
、「
衛

生
、
道
徳
、
政
治
経
済
と
の
関
連
で
刑
務
所
に
つ
い
て
考
察
す
る
」
と
い
う
副
題
は
ヴ
ィ
レ
ル
メ
ら
衛
生
学
者
の
関
心
が
単
純
に
医
学

的
な
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る（

（（
（

。
ヴ
ィ
レ
ル
メ
は
、
一
八
二
九
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
公
衆
衛
生
学
・
法
医
学
年
報
』

で
も
そ
の
中
心
的
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
る（

（1
（

。

　
『
公
衆
衛
生
・
法
医
学
年
報
』
で
は
、
そ
の
刊
行
の
辞
に
お
い
て
、
医
学
は
、
立
法
・
司
法
・
行
政
と
い
う
統
治
権
力
の
サ
ポ
ー
ト

を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

医
学
は
病
の
研
究
・
治
療
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
医
学
は
、
社
会
の
組
織
化
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
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医
学
は
、
時
に
は
法
の
作
成
に
あ
た
っ
て
立
法
者
を
助
け
、
そ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
し
ば
し
ば
司
法
官
を
啓
蒙
す
る
。
ま
た
、

医
学
は
行
政
と
と
も
に
常
に
公
衆
の
健
康
の
維
持
を
監
視
す
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
の
必
要
に
対
応
す
る
わ
れ
わ
れ
の
知
識
が
公

衆
衛
生
と
法
医
学
で
あ
る（

（1
（

。

　

公
衆
衛
生
学
は
、
人
間
の
身
体
・
精
神
の
理
解
を
通
じ
て
、
社
会
的
な
病
理
の
治
療
を
目
指
す
。

公
衆
衛
生
学
は
、
習
慣
や
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
、
社
会
的
立
場
の
微
妙
な
相
違
を
調
査
し
、
そ
こ
か
ら
国
の
力
、
富
に
影
響
を
与
え

ず
に
は
お
ら
れ
な
い
考
察
、
助
言
を
引
き
出
す
。
公
衆
衛
生
学
は
、
哲
学
や
法
律
学
と
協
力
し
て
、
人
間
精
神
の
展
開
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
す
。
衛
生
学
は
、
モ
ラ
リ
ス
ト
を
啓
蒙
し
、
社
会
的
な
病
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
重
要
な
課
題
に
協
力
し
な
く
で
は

な
ら
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
過
ち
や
犯
罪
は
社
会
の
病
で
あ
り
、
そ
れ
を
治
癒
さ
せ
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
減
少
さ
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
治
癒
の
方
法
は
、
人
間
の
身
体
的
・
知
的
な
面
に
つ
い
て
理
解
し
、
そ
の
行
動
様
式
を
明
ら
か
に
し
、
生
理
学
と
衛
生
学

と
が
、
そ
の
知
見
を
統
治
の
科
学
に
提
供
し
た
時
に
も
っ
と
も
大
き
な
効
果
を
持
つ
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

ヴ
ィ
レ
ル
メ
は
、
こ
の
創
刊
号
の
巻
頭
論
文
で
、
刑
務
所
の
死
亡
率
に
つ
い
て
の
研
究
を
発
表
し
て
お
り
、
刑
務
所
で
は
、
そ
の
外

の
世
界
に
比
べ
て
死
亡
率
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
、
刑
務
所
の
管
理
を
改
善
す
る
必
要
を
示
唆
し
て
い
る（

（1
（

。
し
か
し
、
ヴ
ィ
レ
ル
メ
ら

衛
生
学
者
は
、
同
じ
よ
う
な
関
心
を
、
刑
務
所
の
よ
う
な
閉
鎖
さ
れ
た
場
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
全
体
に
向
け
て
お
り
、『
公
衆
衛
生
・

法
医
学
年
報
』
が
創
刊
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
医
学
系
の
雑
誌
に
パ
リ
な
ど
の
死
亡
率
に
つ
い
て
の
研
究
を
発
表
し
て
い
る（

（1
（

。
こ
う
し
た

研
究
で
は
、
地
域
に
よ
っ
て
死
亡
率
に
差
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
一
八
二
六
年
の
報
告
で
は
、
一
八
一
七
年
に
、

自
ら
の
住
居
で
死
亡
し
た
人
に
つ
い
て
、
パ
リ
の
一
二
の
区
の
中
で
も
っ
と
も
死
亡
率
の
低
い
二
区
が
千
人
あ
た
り
一
六
・
一
人
で
あ
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る
の
に
対
し
、
も
っ
と
も
高
い
十
二
区
で
は
二
三
・
三
人
と
な
っ
て
お
り（

（1
（

、
地
域
に
よ
っ
て
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
統
計
的
に
明
ら

か
に
さ
れ
、「
富
、
ゆ
と
り
、
貧
窮
」
と
い
っ
た
社
会
的
条
件
の
違
い
が
一
つ
の
原
因
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る（

（1
（

。

　

一
八
三
二
年
の
コ
レ
ラ
の
流
行
は
、
こ
う
し
た
衛
生
学
者
の
研
究
が
い
っ
そ
う
の
注
目
を
集
め
る
き
っ
か
け
と
な
る
。
ベ
ン
ガ
ル
地

方
の
風
土
病
で
あ
っ
た
コ
レ
ラ
が
一
九
世
紀
に
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
が
る
よ
う
に
な
る
。
当
時
は
ま
だ
現
在
の
よ
う
な
細
菌
学
の

知
見
は
得
ら
れ
て
お
ら
ず
瘴
気
論m

iasm
e

が
主
流
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
コ
レ
ラ
拡
大
の
原
因
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
が
、
本
格
的
な
流
行
の
前
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
地
勢
・
気
候
な
ど
を
根
拠
と
し
て
コ
レ
ラ
の
流
行
が
食
い
止
め
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
の
期
待
も
語
ら
れ
る（

（1
（

。
一
八
一
七
年
か
ら
始
ま
っ
た
第
一
波
の
流
行
は
フ
ラ
ン
ス
に
達
す
る
こ
と
な
く
収
ま
っ
て
い
た
が
、

一
八
三
一
年
か
ら
の
流
行
は
一
八
三
二
年
に
パ
リ
に
広
が
り
、
一
八
〇
〇
〇
人
以
上
の
死
亡
者
を
出
し
た（

11
（

。

　

ヴ
ィ
レ
ル
メ
は
こ
の
コ
レ
ラ
流
行
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
作
成
に
も
参
加
し
て
い
る（

1（
（

。
こ
の
報
告
書
で
は
、
ま
ず
事
前
の
行
政
の
対

応
と
、
パ
リ
の
自
然
的
衛
生
的
状
況
、
そ
し
て
パ
リ
に
お
け
る
コ
レ
ラ
の
展
開
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
た
後
、
性
別
、
年
齢
、
気
温
、
地

域
、
人
口
密
度
、
職
業
と
の
関
連
性
と
い
う
観
点
か
ら
コ
レ
ラ
に
よ
る
死
亡
率
が
検
討
さ
れ
、
後
の
方
で
、
監
獄
や
軍
隊
、
農
村
に
お

け
る
コ
レ
ラ
の
状
況
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
説
明
的
な
記
述
の
後
に
、
こ
の
記
述
の
根
拠
と
な
る
地
域
ご

と
の
詳
細
な
資
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
、
パ
リ
の
四
八
の
カ
ル
チ
エ
ご
と
の
地
形
、
通
り
や
広
場
と
い
っ
た
形
状
、
死

亡
者
数
、
通
り
ご
と
の
死
亡
者
数
な
ど
が
詳
細
に
整
理
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
カ
ル
チ
エ
の
地
図
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
的
・
社
会
的
な
条
件
と
死
亡
者
数
を
対
比
さ
せ
た
一
覧
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

報
告
で
は
、
こ
う
し
た
詳
細
な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
コ
レ
ラ
の
死
者
数
を
決
定
づ
け
る
要
因
を
探
し
て
い
る
が
、
地
形
や
気
象
条

件
、
地
区
ご
と
の
人
口
密
度
な
ど
と
は
有
意
な
相
関
関
係
を
見
出
せ
ず
に
い
る
。
し
か
し
、
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
観
察
を
す
る
こ
と
で
、

よ
り
密
な
形
で
生
活
を
し
て
い
る
貧
困
層
の
多
く
住
む
地
区
で
よ
り
多
く
の
死
亡
者
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
る（

11
（

。報
告
書
は
、

職
業
柄
大
気
の
乱
れ
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
人
、
社
会
的
立
場
か
ら
一
定
の
余
裕
の
あ
る
人
、
生
活
に
十
分
な
資
源
を
得
る
こ
と
の
で
き
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る
仕
事
・
技
術
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
猛
威
か
ら
相
対
的
に
守
ら
れ
て
い
る
と
す
る（

11
（

。

　

国
も
医
学
者
た
ち
も
コ
レ
ラ
の
流
行
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
コ
レ
ラ
の
調
査
委
員
会
は
詳
細
な
統
計
的
デ
ー
タ
を

元
に
し
て
病
と
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
を
新
た
に
し
た
。
富
裕
層
と
貧
困
層
と
で
死
亡
率
に
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
コ
レ
ラ

流
行
以
前
か
ら
の
研
究
で
示
さ
れ
て
い
た
が
、
コ
レ
ラ
は
こ
の
傾
向
を
確
認
し
、
一
層
精
密
な
形
で
議
論
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

コ
レ
ラ
の
調
査
を
通
じ
て
、
貧
し
い
生
存
条
件
は
同
じ
よ
う
な
条
件
下
に
あ
る
貧
困
層
を
、
同
じ
よ
う
に
病
気
に
か
か
り
や
す
く
し
て

い
る
と
論
じ
ら
れ
る（

11
（

 
。
コ
レ
ラ
の
調
査
・
報
告
は
、
統
計
学
的
な
手
法
を
補
助
と
し
な
が
ら
、
病
気
と
ミ
ク
ロ
な
生
活
環
境
と
の
関
係
、

生
物
学
的
な
観
点
と
社
会
的
な
も
の
を
結
び
付
け
、
新
た
な
社
会
認
識
と
行
政
的
な
実
践
を
切
り
開
く
大
き
な
ス
テ
ッ
プ
と
な
っ
た
の

で
あ
る（

11
（

 

。三
．
衛
生
学
的
調
査

　

コ
レ
ラ
は
ま
た
都
市
の
貧
困
問
題
の
見
方
と
そ
の
対
応
策
に
つ
い
て
の
変
化
も
も
た
ら
し
た
。
一
八
三
一
年
の
リ
ヨ
ン
に
お
け
る
労

働
者
の
蜂
起
に
際
し
て
は
、
労
働
者
を
文
明
に
は
縁
の
な
い
野
蛮
人
と
見
る
見
方
も
あ
っ
た
。
リ
ヨ
ン
の
反
乱
は
、
持
て
る
階
級
と
持

た
ざ
る
階
級
と
の
間
で
起
こ
っ
て
い
る
社
会
内
部
の
戦
い
で
あ
る
が
、
製
造
業
者
は
、
百
人
の
奴
隷
の
中
に
い
る
一
人
の
入
植
者
の
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
リ
ヨ
ン
の
反
乱
は
サ
ン
・
ド
マ
ン
グ
の
蜂
起
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、「
社
会
を
脅
か
す
野
蛮
人
は
、
コ
ー
カ
サ

ス
や
タ
ル
タ
ル
の
草
原
に
い
る
の
で
は
な
い
、
彼
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
工
業
都
市
の
場
末
に
い
る
の
だ
」
と
労
働
者
を
社
会
の
外
部
に
い

る
野
蛮
人
と
見
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

し
か
し
、
労
働
者
は
実
際
に
は
異
郷
に
暮
ら
す
野
蛮
人
で
は
な
く
、
同
じ
都
市
で
暮
ら
し
て
お
り
一
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

避
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
労
働
者
が
、
例
え
ば
感
染
源
と
し
て
の
大
き
な
リ
ス
ク
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
は
都
市
全
体
に
影
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響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
し
、
社
会
の
上
層
の
者
も
こ
う
し
た
影
響
か
ら
無
縁
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
コ
レ
ラ
は
、
都
市
の
貧
困

問
題
へ
の
適
切
な
対
応
が
社
会
全
体
の
リ
ス
ク
管
理
と
結
び
つ
い
た
課
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
社
会
全
体
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
は
、
社
会
あ
る
い
は
統
治
権
力
が
貧
困
層
の
生
存
条
件
に
介
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
生
じ
て
く
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
古
典
的
な
自
由
主
義
的
な
原
理
と
は
必
ず
し
も
親
和
的
で
は
な
い
が
、
都
市
の
貧
困
層
の
劣
悪
な
生
存
条
件
に

対
し
て
、
こ
れ
を
治
療
す
べ
き
社
会
病
理
と
し
て
認
識
・
介
入
す
る
こ
と
で
社
会
全
体
の
健
康
を
確
保
す
る
と
い
う
公
衆
衛
生
学
か
ら

の
課
題
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

一
八
三
二
年
一
〇
月
に
ギ
ゾ
ー
の
も
と
で
「
精
神
科
学
・
政
治
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
活
動
が
再
開
さ
れ
る
が（

11
（

、
ヴ
ィ
レ
ル
メ
は

一
八
三
二
年
か
ら
政
治
経
済
学
・
統
計
学
部
門
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
選
ば
れ
て
お
り（

11
（

、
こ
の
後
、
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
依
頼
を
受
け
て
、

労
働
者
の
生
活
条
件
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
う
こ
と
に
な
る
。こ
の
調
査
の
調
査
法
に
つ
い
て
、ヴ
ィ
レ
ル
メ
自
身
は
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
。

ま
ず
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
工
場
で
雇
わ
れ
て
い
る
労
働
者
た
ち
に
及
ぼ
さ
れ
る
影
響
を
検
討
し
、
侮
辱
す
る
こ
と
な
く
貧
困

に
つ
い
て
調
べ
て
、
不
真
面
目
な
行
為
に
つ
い
て
も
怒
ら
ず
に
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
難
し
い
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
い
た
る
所
で
行
政
官
、
医
師
、
製
造
業
者
、
素
朴
な
労
働
者
ま
で
も
が
熱
心
に
私
を
助
け
て
く

れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
ら
の
援
助
が
あ
っ
て
初
め
て
、
私
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
聞
き
、
す
べ
て
を
知
る

こ
と
が
で
き
た
。
彼
ら
が
、
私
の
求
め
る
情
報
を
競
っ
て
提
供
し
て
く
れ
た
こ
と
に
は
私
も
驚
い
た
。
こ
の
調
査
を
行
う
た
め
に

私
は
作
業
所
か
ら
住
居
ま
で
労
働
者
に
つ
い
て
い
く
こ
と
を
心
が
け
た
。
彼
ら
と
共
に
住
居
に
入
り
、
家
族
に
入
り
込
ん
で
調
査

を
行
っ
た
。
食
事
を
共
に
し
た
だ
け
で
は
な
く
そ
れ
以
上
の
こ
と
が
で
き
た
。
仕
事
だ
け
で
な
く
家
事
に
つ
い
て
も
観
察
し
、
彼

ら
の
楽
し
み
も
見
て
、
彼
ら
の
集
ま
る
場
も
観
察
で
き
た
し
、
そ
こ
で
彼
ら
の
会
話
を
聞
き
、
し
ば
し
ば
私
も
そ
れ
に
交
わ
っ
た
。
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私
は
、
知
ら
ぬ
間
に
、
彼
ら
の
楽
し
み
や
訴
え
、
後
悔
や
希
望
を
打
ち
明
け
ら
れ
、
彼
ら
の
悪
い
と
こ
ろ
も
良
い
と
こ
ろ
も
目
撃

し
た（

11
（

。

　

こ
う
し
た
調
査
は
、
す
で
に
ジ
ェ
ラ
ン
ド
な
ど
キ
リ
ス
ト
教
的
博
愛
主
義
の
流
れ
の
中
で
も
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
あ

る
が
、ヴ
ィ
レ
ル
メ
の
調
査
で
は
、「
可
能
な
限
り
正
確
に
、労
働
者
階
級
の
身
体
的
精
神
的
状
態
を
確
認
す
る（

1（
（

」
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。

ヴ
ィ
レ
ル
メ
の
調
査
は
、
キ
リ
ス
ト
教
博
愛
主
義
に
近
い
関
心
を
持
ち
な
が
ら
も
、
新
し
い
都
市
の
産
業
労
働
者
を
対
象
と
し
て
、
徹

底
し
た
実
証
的
な
調
査
方
法
を
用
い
て
、
直
接
的
な
道
徳
的
判
断
か
ら
距
離
を
置
い
て
客
観
的
な
論
述
を
目
指
し
て
い
る
点
で
、
労
働

に
関
す
る
最
初
の
本
格
的
な
社
会
調
査
と
し
て
新
し
い
局
面
を
開
い
た
も
の
と
評
さ
れ
る（

11
（

。
労
働
者
の
悲
惨
な
境
遇
に
つ
い
て
、
そ
の

労
働
条
件
、
特
に
長
時
間
労
働
の
問
題
や
、
賃
金
の
前
借
と
労
働
手
帳
の
問
題
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
労
働
者
の
生
活
を
支

え
、
貧
困
か
ら
抜
け
出
す
た
め
の
諸
々
の
制
度
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る（

11
（

。

四
．
貧
困
と
道
徳

　

ヴ
ィ
レ
ル
メ
の
調
査
で
は
、
労
働
者
の
生
活
に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
リ
ー
ル
の
労
働
者
の
貧
し
い
生

存
条
件
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
貧
し
い
者
は
、
地
下
室
か
屋
根
裏
部
屋
に
住
ん
で
い
る
。
こ
の
地
下
室
は
建
物
の
内
部
と
は
ど
こ
と
も
繋
が
っ
て
お
ら

ず
、
道
路
や
中
庭
に
面
し
て
お
り
、
住
民
は
階
段
か
ら
降
り
て
ゆ
く
が
、
こ
の
階
段
が
門
で
も
あ
り
窓
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が

し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
れ
は
石
や
レ
ン
ガ
で
で
き
て
い
て
、
丸
天
井
で
床
は
石
畳
か
タ
イ
ル
張
り
で
あ
る
が
、
煙
突
が
あ
る
の
で
居
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住
用
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
通
常
丸
く
な
っ
て
い
る
天
井
の
も
っ
と
も
高
い
と
こ
ろ
で
六

－

六
・
五
フ
ィ
ー

ト
、
幅
は
一
〇
フ
ィ
ー
ト
か
ら
一
四

－

一
五
フ
ィ
ー
ト
あ
る
。

こ
う
し
た
暗
く
陰
気
な
住
居
で
多
く
の
労
働
者
が
食
事
を
し
、
眠
り
、
働
い
て
い
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
日
が
差
す
の
は
他
よ
り
も

一
時
間
遅
く
、
一
時
間
早
く
夜
が
訪
れ
る
。

彼
ら
が
普
通
に
持
っ
て
い
る
も
の
は
、
仕
事
に
必
要
な
も
の
以
外
に
、
食
物
を
置
い
て
お
く
戸
棚
の
よ
う
な
も
の
や
棚
、
フ
ラ
イ

パ
ン
、
素
焼
き
の
コ
ン
ロ
、
い
く
つ
か
の
陶
器
、
小
さ
な
テ
ー
ブ
ル
、
二
つ
、
三
つ
の
貧
弱
な
椅
子
、
マ
ッ
ト
に
ボ
ロ
ボ
ロ
の
毛

布
の
か
け
ら
れ
た
汚
れ
た
粗
末
な
寝
台
が
一
つ
、
以
上
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
不
幸
な
住
民
が
、
一
瞥
し
た
だ
け
で
深
刻
な
貧
困

状
態
に
あ
る
の
を
示
す
の
に
こ
れ
以
上
付
け
加
え
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
一
つ
だ
け
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
私
が

話
し
て
き
た
い
く
つ
も
の
寝
台
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
年
齢
の
男
女
が
シ
ャ
ツ
も
着
な
い
で
ゾ
ッ
と
す
る
よ
う
な
汚
さ
で
一
緒
に
寝

て
い
る
の
を
見
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
父
親
、
母
親
、
老
人
も
子
供
も
大
人
も
、
押
し
合
い
へ
し
合
い
お
り
か
な
さ
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
や
め
て
お
こ
う
。
読
者
が
こ
の
絵
を
完
成
さ
せ
て
欲
し
い
。
し
か
し
、
正
確
な
絵
を
描
こ
う
と
す
る
こ
と
に
こ
だ

わ
る
な
ら
、
暗
闇
と
酩
酊
の
中
で
、
こ
の
不
道
徳
な
寝
台
で
起
こ
っ
て
い
る
嫌
悪
を
も
よ
お
す
秘
密
の
前
で
想
像
を
あ
と
ず
さ
り

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
言
っ
て
お
こ
う
。

し
か
し
、
地
下
室
が
も
っ
と
も
ひ
ど
い
住
居
で
は
な
い
。
そ
こ
は
よ
く
言
わ
れ
る
ほ
ど
湿
気
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
暖
炉
に

置
か
れ
た
コ
ン
ロ
に
火
が
つ
け
ら
れ
る
た
び
に
、
空
気
の
流
れ
が
起
こ
り
、
部
屋
を
乾
燥
さ
せ
綺
麗
に
す
る
空
気
の
流
れ
が
生
じ

る
。
最
悪
の
住
居
は
屋
根
裏
部
屋
で
、
そ
こ
に
は
極
端
な
寒
暖
か
ら
保
護
す
る
も
の
は
何
も
な
い（

11
（

。

　

こ
こ
で
は
、
通
風
も
充
分
で
は
な
い
不
衛
生
な
非
常
に
狭
い
一
つ
の
部
屋
に
多
く
の
家
族
が
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
も
な
く
暮
ら
し
て
い

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
引
用
の
部
分
で
ヴ
ィ
レ
ル
メ
が
仄
め
か
し
て
い
る
「
暗
闇
と
酩
酊
の
中
で
」
起
こ
っ
て
い
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る
こ
と
に
つ
い
て
は
、注
で
伝
聞
の
形
で
医
師
や
警
官
の
話
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
ま
っ
た
く
根
拠
が
な
い
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、

や
は
り
貧
困
の
描
写
か
ら
近
親
の
性
的
な
関
係
を
導
く
の
は
飛
躍
が
あ
り
、
客
観
的
な
記
述
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
し
て
、
こ
こ

ま
で
極
端
で
な
く
て
も
、
労
働
者
の
貧
困
の
原
因
と
し
て
労
働
者
自
身
の
道
徳
的
な
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
記
述
の

随
所
か
ら
窺
わ
れ
る（

11
（

。

　

労
働
者
の
貧
困
は
、
低
賃
金
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
先
を
見
通
し
た
計
画
性
の
な
さ
が
原
因
で
あ
る
。

一
般
的
な
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
都
市
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
労
働
者
た
ち
は
翌
日
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
考
え
な
い
と
い
う
こ
と

が
言
え
る
。
多
く
稼
げ
ば
多
く
を
消
費
す
る
、
ど
れ
だ
け
の
収
入
と
支
出
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
も
の
は
一
年

が
終
わ
っ
て
も
相
変
わ
ら
ず
貧
し
い（

11
（

。

　

た
と
え
収
入
が
多
く
て
も
、
お
金
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
使
い
果
た
し
て
し
ま
う
の
で
貯
金
も
な
く
貧
困
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
。

よ
り
良
い
賃
金
を
得
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
仮
に
素
行
を
よ
り
よ
く
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
者
が
貯
金
も
で
き
る
だ
ろ

う
し
、
年
取
っ
て
か
ら
も
余
裕
の
あ
る
生
活
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
抵
の
者
は
、
高
い
服
を
着
て
、
先
を
考
え
ず
、

金
の
か
か
る
娯
楽
に
耽
る
の
で
、
そ
う
は
い
か
な
く
な
る（

11
（

。

　

労
働
者
の
不
道
徳
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
相
互
扶
助
組
織
の
運
営
に
つ
い
て
も
問
題
視
さ
れ
る
。
相
互
扶
助
組
織
自
体
は
望
ま
し
い

組
織
で
あ
る
が
、
そ
の
運
営
に
労
働
者
の
習
慣
で
あ
る
飲
酒
癖
が
深
く
浸
透
し
て
い
る
の
が
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
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こ
の
組
織
は
、
そ
の
他
の
点
で
は
賞
賛
に
値
す
る
が
、
組
織
化
の
仕
方
が
悪
く
良
い
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
彼
ら
は
ひ
と
月
に

一
度
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
集
ま
る
が
、
そ
の
場
所
は
常
に
居
酒
屋
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
年
度
の
終
わ
り
に
、
一
定
額

以
上
の
残
額
が
あ
る
と
、
構
成
員
で
分
け
合
っ
て
、「
次
年
度
の
同
じ
目
的
の
新
し
い
金
庫
を
始
め
る
た
め
に
」
と
称
し
て
そ
の

場
で
楽
し
む
た
め
に
使
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
例
は
、ま
っ
た
く
道
徳
的
な
目
的
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
も
、飲
酒
の
習
慣
が
労
働
者
の
間
で
広
が
っ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る（

11
（

。

　

こ
う
し
た
労
働
者
の
不
道
徳
な
習
慣
に
は
環
境
の
影
響
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ヴ
ィ
レ
ル
メ
は
、
労
働
者
の
飲
酒
癖
、
先
を
見

越
し
た
経
済
観
念
の
な
さ
や
、
放
縦
な
生
活
な
ど
の
悪
習
が
家
庭
環
境
や
労
働
者
仲
間
の
間
で
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
問
題
視
し
、

さ
ら
に
子
供
が
劣
悪
な
環
境
の
中
で
育
ち
、
親
た
ち
の
悪
癖
・
悪
習
を
受
け
継
い
で
い
く
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、「
労
働
者
の
長
所
・

短
所
、
徳
と
悪
徳
も
、
主
と
し
て
は
（
私
は
そ
れ
が
す
べ
て
だ
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
う
が
）
周
り
の
人
間
の
結
果
、
つ
ま
り
育
っ
た

環
境
の
結
果
で
あ
る（

11
（

」
と
、
同
じ
よ
う
な
労
働
者
で
あ
っ
て
も
環
境
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
な
退
廃
の
度
合
い
は
異
な
っ
て
い
る
と
も
論

じ
る
。

　

労
働
者
の
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
浸
透
し
て
い
る
道
徳
的
退
廃
は
大
き
な
問
題
で
あ
り
、こ
れ
が
貧
困
の
基
本
的
な
原
因
で
あ
る
。

道
徳
的
な
問
題
に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
信
仰
心
の
涵
養
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
ヴ
ィ
レ
ル
メ
は
言
わ
れ
て
い

る
ほ
ど
信
仰
心
が
衰
退
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る（

11
（

 

。
ヴ
ィ
レ
ル
メ
は
、
ま
ず
労
働
者
の
環
境
改
善
を
求
め
る
。
道
徳
的
な

健
全
さ
の
た
め
に
は
家
庭
環
境
や
、
と
り
わ
け
労
働
環
境
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
り
、
環
境
の
劣
悪
さ
か
ら
不
品
行
に
い
た
る
と
い
う

の
は
、
必
ず
し
も
労
働
者
に
責
任
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
は
製
造
業
の
経
営
者
で
あ
り
、
経
営
者
が
労
働
環

境
を
健
全
な
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
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私
が
問
い
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
物
事
を
検
討
し
た
と
き
に
、
製
造
所
で
働
い
て
い
る
す
べ
て
の
労
働
者
た
ち
の
不
品

行
や
貧
し
さ
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
施
設
で
、
不
品
行
を
根
こ
そ
ぎ
に
す

る
た
め
に
で
き
る
こ
と
、
簡
単
に
で
き
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
や
っ
て
き
た
と
い
う
よ
う
な
人
に
対
し
て
は
、

そ
う
で
は
な
い
と
言
い
た
い
。
一
体
何
を
し
て
き
た
の
か
？
何
を
や
っ
て
き
た
と
い
う
の
か
、
普
通
な
ら
男
女
を
分
け
る
こ
と
な

ど
簡
単
で
あ
る
は
ず
な
の
に
作
業
所
で
は
男
女
を
分
け
て
き
た
か
？
…
…
若
い
女
性
の
働
く
作
業
所
で
男
女
を
分
け
て
き
た
と
い

う
な
ら
、彼
女
ら
に
品
位
の
あ
る
態
度
を
求
め
て
き
た
か
？
…
…
子
供
に
対
し
て
、男
女
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、も
っ

と
も
下
品
な
行
動
に
至
る
ま
で
の
諸
々
の
関
係
を
許
し
、
後
々
悪
い
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
よ
う
に
礼
儀
正
し
さ
を
軽
蔑
さ
せ
て

き
た
の
で
は
な
い
か
。
悪
い
振
る
舞
い
を
矯
正
す
る
の
に
ど
ん
な
努
力
を
し
て
き
た
と
い
う
の
か
？
悪
い
振
る
舞
い
を
予
防
す
る

の
に
何
か
努
力
を
し
た
の
か
？
あ
な
た
方
は
、
懸
命
で
真
っ
当
な
忠
告
を
与
え
る
こ
と
で
、
そ
の
素
行
を
守
れ
た
は
ず
の
若
い
女

性
が
、
道
に
迷
う
の
を
放
置
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
非
難
に
耐
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？（

1（
（

　

労
働
者
の
賃
金
や
労
働
条
件
な
ど
は
国
家
に
よ
る
法
的
な
規
制
の
も
と
に
置
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
経
営
者
が
配
慮
す
べ
き
問

題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
労
働
者
が
働
く
環
境
を
適
正
化
す
る
の
は
経
営
者
の
責
任
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
博
愛
主
義
に
も
見
ら
れ
た
、
弱
者
は
強
者
の
後
見
の
も
と
に
置
か
れ
る
と
い
う
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ

の
関
係
で
あ
る（

11
（

。

ま
と
め

　

ヴ
ィ
レ
ル
メ
は
衛
生
学
者
と
し
て
コ
レ
ラ
の
流
行
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
こ
の
調
査
方
法
を
労
働
者
の
置
か
れ
た
社
会
的
な
状
況
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の
調
査
に
応
用
し
て
い
く
。
ヴ
ィ
レ
ル
メ
の
調
査
は
、
労
働
者
の
ミ
ク
ロ
な
環
境
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
調
査
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
調

査
に
比
べ
格
段
に
緻
密
な
調
査
法
に
よ
っ
て
新
し
い
社
会
認
識
を
切
り
ひ
ら
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
貧
し
い
労
働
者
の
生
活
環
境
・
労

働
環
境
と
、
そ
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
貧
困
の
解
消
に
向
け
た
一
定
の
取
り
組
み
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
社

会
認
識
、
社
会
的
実
践
が
後
の
福
祉
国
家
的
な
施
策
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。

　

他
方
で
、
貧
困
対
策
を
は
じ
め
と
し
た
諸
々
の
社
会
的
施
策
は
法
的
な
規
制
に
は
直
結
し
な
い
。
た
し
か
に
、
ヴ
ィ
レ
ル
メ
の
報
告

は
一
八
四
一
年
三
月
の
児
童
労
働
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
つ
な
が
っ
た（

11
（

 

。
し
か
し
、
成
人
の
労
働
条
件
な
ど
を
規
制
す
る

法
律
は
こ
の
後
も
長
く
制
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
法
律
は
家
長
権
や
契
約
の
自
由
を
基
盤
と
す
る
一
般
的
な
ル
ー
ル
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
と
き
に
、
労
働
者
だ
け
を
特
別
に
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
な
説
得
力
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
未
成
年
に
つ
い

て
十
分
な
休
息
が
取
れ
な
い
ほ
ど
の
長
時
間
労
働
が
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ヴ
ィ
レ
ル
メ
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、

成
人
と
同
じ
よ
う
な
判
断
力
を
持
た
な
い
児
童
の
労
働
だ
け
は
法
的
規
制
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
規
制
の
対
象
が
未
だ
自
律
し

て
十
分
な
判
断
力
を
持
っ
て
い
な
い
未
成
年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
法
の
制
定
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

一
八
世
紀
的
な
見
方
で
は
社
会
は
意
思
を
持
っ
た
人
間
が
作
り
出
す
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
発
想
の
も
と
で
は
革
命
後
の
法

律loi

は
人
々
の
意
思
か
ら
生
ま
れ
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
一
般
意
思
の
表
れ
と
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
以
降
、

社
会
は
一
人
一
人
の
意
思
を
超
え
た
物
的
な
も
の
と
な
り
、
こ
れ
を
支
配
す
る
法
則loi

も
ま
た
人
間
の
意
思
を
超
え
た
、
自
然
科
学

の
方
法
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
る（

11
（

。
社
会
に
つ
い
て
の
見
方
が
変
わ
っ
て
い
く
中
で
、
公
衆
衛
生
学
は
、
社
会
と
人
間
に
つ

い
て
の
新
し
い
見
方
、
社
会
に
つ
い
て
の
新
し
い
規
範
を
生
み
出
す
こ
と
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　

公
衆
衛
生
学
は
、
医
学
か
ら
経
験
的
な
方
法
を
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
病
理
を
明
ら
か
に
す
る
。
社
会
は
人
間
の
身
体
と

同
じ
よ
う
に
病
気
に
侵
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
全
体
の
機
能
不
全
に
つ
な
が
る
兆
候
で
あ
る
。
貧
困
は
、
中
で
も
重
要
な
兆
候

で
あ
る
。
貧
困
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
兆
候
、
病
的
で
異
常
な
も
の
の
研
究
を
通
じ
て
、
標
準
的
・
規
範
的
な
も
のnorm

e, standard
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が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
貧
困
と
い
う
病
理
は
、
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
の
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

公
衆
衛
生
学
は
、
社
会
に
つ
い
て
の
有
機
体
的
な
見
方
を
基
盤
と
し
て
社
会
の
科
学
を
構
築
す
る
。
ま
た
同
時
に
、
健
全
な
人
間
に
つ

い
て
の
知
識
は
病
気
の
人
間
の
治
癒
の
可
能
性
を
高
め
、
こ
れ
は
ま
た
人
間
の
道
徳
に
つ
い
て
の
科
学
に
も
貢
献
す
る
。
公
衆
衛
生
学

で
は
、
博
愛
主
義
的
な
道
徳
の
問
題
も
ま
た
分
析
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

コ
レ
ラ
の
流
行
前
後
か
ら
公
衆
衛
生
学
に
よ
る
社
会
や
人
間
に
関
す
る
新
し
い
認
識
の
枠
組
み
が
拡
が
っ
て
い
く
。
ヴ
ィ
レ
ル
メ
が

行
っ
た
よ
う
な
調
査
は
、
社
会
的
な
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
ま
す
ま
す
重
要
に
な
り
、
統
治
を
支
え
る
科
学
的
な
知
を
構

成
し
て
い
く
。
し
か
し
、
他
方
で
法
律
は
一
部
の
人
間
を
特
別
に
扱
う
こ
と
に
ま
だ
ま
だ
躊
躇
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
レ
ル
メ
の
調
査
か
ら

法
的
な
規
制
に
展
開
し
た
の
は
未
成
年
の
労
働
規
制
の
み
で
あ
っ
た
。
労
働
者
は
、
法
的
な
規
制
で
は
な
く
経
営
者
の
パ
ト
ロ
ナ
ー

ジ
ュ
の
も
と
に
置
か
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
十
九
世
紀
前
半
の
公
衆
衛
生
学
の
発
想
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
博
愛
主
義
の
枠
組
み
と
変
わ

り
は
な
い
。
公
衆
衛
生
学
の
方
法
は
、
労
働
者
の
生
活
条
件
に
つ
い
て
詳
細
な
知
見
を
も
た
ら
し
、
あ
る
べ
き
規
範
も
提
示
し
始
め
て

い
る
が
、
こ
う
し
た
規
範
を
法
的
な
規
制
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
く
た
め
に
は
法
律
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
理
論
構
造
の
変
容
が
必
要

で
あ
っ
た（

11
（

。

注（
１
）　

ル
ソ
ー
は
、
一
般
意
思
が
一
般
的
で
あ
る
た
め
に
は
本
質
に
お
い
て
と
同
様
対
象
に
お
い
て
も
一
般
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
る
。

一
般
意
思
は
す
べ
て
の
人
か
ら
生
ま
れ
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
そ
の
正
し
さ
が
担
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
（『
社
会
契
約
論
』
二
編

四
章
）。
現
実
の
立
法
で
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
人
権
宣
言
で
は
、
す
べ
て
の
市
民
が
法
の
作
成
に
関
わ
り
、

ま
た
す
べ
て
の
人
に
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
で
、
法
律
と
一
般
意
思
と
の
関
連
性
を
保
と
う
と
す
る
。

（
２
）　

波
多
野
敏
『
生
存
権
の
困
難
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
六
。
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（
３
）　

革
命
前
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
に
か
け
て
の
博
愛
主
義
に
つ
い
て
は
、Catherine D

U
PRAT, “Pour l’am

our de l’hum
anité” Le 

tem
ps des philanthropes,  Éditions du com

ité des travaux historiques et scientifique, 1993; Id., U
sage et pratiques de 

la philanthropie,  Com
ité d’histoire de la sécurité sociale, 2vols, 1997

を
参
照
、
社
会
問
題
に
対
す
る
法
的
、
非
法
的
対
応
に
つ

い
て
、
ロ
ベ
ー
ル
・
カ
ス
テ
ル
（
前
田
真
行
訳
）『
社
会
問
題
の
変
容
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
二; François Ew

ald, L’É
tat provi-

dence, G
rasset, 1986 ; G

iovanna Procacci, G
ouverner la m

isère : La question sociale en France 1789-1848,  Seuil, 1993

、

田
中
拓
道
『
貧
困
と
共
和
国
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
六
な
ど
を
参
照
。
ま
た
本
項
の
対
象
と
し
て
い
る
時
代
よ
り
後
の
時
代
を
対
象
と
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
が
、
廣
澤
孝
之
『
フ
ラ
ン
ス
「
福
祉
国
家
」
体
制
の
形
成
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
五
も
参
考
に
な
る
。

（
４
）　Joseph-M

arie de G
érando, Le visiteur du pauvre,  1826 （3

e éd.

）, Paris, p.1.

（
５
）　Ibid., p.5.

（
６
）　Ibid., p.9. 

パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
特
に
カ
ス
テ
ル
、
前
掲
書
、
二
四
九
―
二
九
三
頁
を
参
照
。

（
７
）　Joseph-M

arie de G
érando, D

e la bienfaisance publique,  1839, Paris, t.1, pp.213-214.

（
８
）　cf. 

ル
イ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
（
喜
安
昭
ほ
か
訳
）『
労
働
階
級
と
危
険
な
階
級
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
、一
三
三
―
一
三
七
頁
。

（
９
）　

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
貧
困
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
波
多
野
、
前
掲
書
、
第
一
章
で
簡
単
に
整
理
し
て
お
い
た
。

（
（0
）　

こ
の
時
期
の
医
学
に
つ
い
て
は
、
ア
ー
ウ
ィ
ン
・
Ｈ
・
ア
ッ
カ
ー
ク
ネ
ヒ
ト
（
舘
野
之
男
訳
）『
パ
リ
、
病
院
医
学
の
誕
生
』
み
す
ず
書
房
、

二
〇
一
二；

川
喜
田
愛
郎『
近
代
医
学
の
史
的
基
盤
』岩
波
書
店
、一
九
七
七
を
参
照
。
公
衆
衛
生
学
に
つ
い
て
は
、ア
ッ
カ
ー
ク
ネ
ヒ
ト
、同
書
、

一
三
章
、
川
喜
田
、
同
書
、
下
、
三
九
章
な
ど
を
参
照
。

（
（（
）　Louis-René Villerm

é, D
es prisons telle qu’elles sont et telles qu’elles devraient être : O

uvrage dans lequel on les con-
sidère par rapport à l’H

ygiène, à la M
orale et à l’É

conom
ie politique,  Paris, 1820.

（
（（
）　Villerm

é

に
つ
い
て
は
、W

illiam
 Colem

an, D
eath is a Social D

isease,  The U
niv. of W

isconsin Pr., 1982

が
詳
し
い
。
ほ

か
に
、Jean-Pierre Chaline « Louis-René Villerm

é : L’hom
m

e et l’œ
uvre » dans Louis-René Villerm

e, Tableau de l’état 
physique et m

oral des ouvriers em
ployés dans les m

anufactures de coton, de laine et de soie,  Études et docum
entation 

internationales, 1989, pp.7-29

（
こ
の
報
告
書
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
一
八
四
〇
年
に
パ
リ
で
二
巻
本
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
）. 
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（
（（
）　« Prospectus » Annale d’hygiène publique et de m

édecine légale,  t.1, 1ère partie, 1829, p.v.
（
（（
）　Ibid.,  p.vii.

（
（（
）　« M

ém
oire sur la m

ortalité dans la prisons » Annale d’hygiène publique et de m
édecine légale,  t.1, 1ère partie, 1829, 

p.1-100.

（
（（
）　« Rapport fait par M

.VILLERM
É, et lu à l’Académ

ie royal de M
édecine, au nom

 de la Com
m

ission de statistique, 
sur une série de tableaux relatif au m

ouvem
ent de la population dans les douze arrondissem

ent m
unicipaux de la 

ville de Paris, pendant les cinq années 1817,1818,1819, 1820 et 1821 » A
rchives générales de m

édecine,  t.10,1826, 
pp.216-245.
V

ILLE
R

M
É

 « M
ém

oire sur la m
ortalité en France dans la classe aisée et dans la classes indigente » M

ém
oire de 

l’Académ
ie royale de m

édecine  t.1, 1828, section de m
édecine, pp.51-98.

VILLERM
É « D

e la m
ortalité dans les divers quartiers de la ville de Pairs, et des causes qui la rendent très différente 

dans plusieurs d’entre eux, ainsi que dans les divers quartiers de beaucoup de grande villes » Annale d’hygiène pub-
lique et de m

édecine légale,  t.3, 1
ère partie, 1830, pp.294-341.

（
（（
）　« Rapport …

 sur une série de tableaux relatif au m
ouvem

ent de la population » Archives générales de m
édecine, p.218.

（
（（
）　Ibid., p.228.

（
（（
）　

コ
レ
ラ
の
流
行
直
前
の
医
学
的
な
認
識
に
つ
い
て
は
、R

apport sur le C
holéra-M

orbus lu à l’Académ
ie royale de m

édecine,  
Paris, 1831

を
参
照
。
フ
ラ
ン
ス
で
の
流
行
が
食
い
止
め
ら
れ
る
と
い
う
期
待
に
つ
い
て
は
、
九
月
一
三
日
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
表
明
さ
れ
て

い
る
。Ibid.,  pp.156-157. 

も
っ
と
も
、
こ
の
報
告
で
示
さ
れ
て
見
解
に
対
す
る
批
判
も
あ
る 

（D
ubois d’Am

iens, C
holéra-m

orbus: 
E

xam
en des conclusions du rapport de M

.D
ouble sur le C

holéra-m
orbus,  Pris, 1831

）。

（
（0
）　

一
八
三
二
年
の
コ
レ
ラ
の
流
行
に
つ
い
て
は
、François D

elaporte (tr. A. G
oldham

m
er), D

isease and C
ivilization,  The M

IT 
Pr., 1986

；

西
迫
大
祐
『
感
染
症
と
法
の
社
会
史
』
新
曜
社
、
二
〇
一
八
、
第
五
章；

喜
安
朗
『
パ
リ
の
聖
月
曜
日
』
一
九
八
二
、
平
凡
社
、

第
四
章
な
ど
を
参
照
。
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（
（（
）　R

apport sur la m
arche et les effets du C

holéra-M
orbus dans Paris et les com

m
unes rurale du départem

ent de la Seine,  
Paris, 1834.

こ
の
報
告
書
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、D

elaporte, op.cit.,  ch.4

を
参
照
。

（
（（
）　R

apport, op.cit,  pp.124-125.

（
（（
）　Ibid.,  p.137. 

（
（（
）　Ibid.,  p.123.

（
（（
）　

コ
レ
ラ
に
よ
る
社
会
認
識
の
変
化
に
つ
い
て
は
、D

elaporte, op.cit.

の
ほ
か
、Paul Rabinow

, French M
oderne: N

orm
s and 

Form
s of the Social E

nvironm
ent,  The M

IT Pr., 1989, pp.30-39; Federico Tom
asello, The M

aking of the C
itizen-W

ork-
er: Labour and the B

orders of Politics in Post-R
evolutionary France,  Routledge, 2024, ch.2

も
参
照
。

（
（（
）　Journal des débats,  8 décem

bre 1831.

（
（（
）　cf. Tom

asello, op.cit.,  ch2-6.

（
（（
）　« 26 octobre 1832 - O

rdonnance du Roi qui rétablit dans la sein de l’Institut royal de France l’ancienne classe des 
sciences m

orales et politiques » dans J.B
.D

uvergier, C
ollection com

plet des lois, décrets, ordonnances, réglem
ens et 

avis du C
onseil-d’É

tat,  t.32, pp.378-379.

（
（（
）　https://academ

iesciencesm
oralesetpolitiques.fr/les-academ

iciens-de-1832-a-nos-jours/les-academ
iciens-de-1832-a-nos-jours-

section-iv/  (

二
〇
二
五
年
一
月
五
日
確
認)

（
（0
）　Louis-René Villerm

e, Tableau op.cit. ,  pp.81-82. 

（
（（
）　Ibid.,  p.81.

（
（（
）　

こ
の
調
査
に
つ
い
て
は
、Colem

an, op.cit.,  ch.8

の
ほ
か
、W

illiam
 H

. Sew
ell, Jr., W

ork &
 R

evolution in France : The Lan-
guage of Labor from

 the O
ld R

egim
e to 1848,  Cam

bridge U
niv. Pr., 1980, pp.223-232; Francis D

ém
ier, « Le Tableau 

de Villerm
é et les enquêtes ouvrières du prem

ier XIX
e siècle », dans Villerm

é, Tableau op.cit.,  pp.31-75; Tom
asello, 

op.cit.,  ch.3.3.2 ; 

西
迫
、前
掲
書
、第
五
章
、齊
藤
佳
史
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
工
業
労
働
と
労
働
者
の
身
体
」『
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
』

六
〇
九
号
、 

二
〇
〇
九；

清
水
克
洋
「
産
業
革
命
期
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
者
の
貧
困
問
題
―
ヴ
ィ
レ
ル
メ
調
査
報
告
の
検
討
を
中
心
に
―
」
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『
経
済
論
争
』
一
二
三
巻
二
－
三
号
、
一
一
一
―
一
三
二
頁
、
一
九
八
一；

渡
邊
国
広
「
外
科
医
ヴ
ィ
レ
ル
メ
の
眼
に
映
じ
た
フ
ラ
ン
ス
織
物

労
働
者
」『
三
田
学
会
雑
誌
』
四
六
巻
、
八
三
八
―
八
五
四
頁
、
一
九
五
三
な
ど
を
参
照
。

（
（（
）　Villerm

é, Tableau op.cit.,  II e partie, ch3-7.

（
（（
）　Villerm

é, Tableau op.cit.,  pp.133-134.

（
（（
）　

ヴ
ィ
レ
ル
メ
の
記
述
が
、
労
働
者
の
貧
困
の
道
徳
的
な
解
釈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、Sew

ell, op.cit. 

の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

（
（（
）　Villerm

é, Tableau op.cit.,  p.387.

（
（（
）　Ibid.,  p.113.

（
（（
）　Ibid.,  p.149.

（
（（
）　Ibid.,  p.395.

（
（0
）　Ibid.,  p.404.

（
（（
）　Ibid.,  p.395.

（
（（
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
齊
藤
佳
史
、
前
掲
論
文
、
四
―
五
頁
も
参
照
。

（
（（
）　« 22=24 m

ars 1841 – Loi relative au travail des enfants em
ployés dans les m

anufactures, usines ou ateliers » dans 
D

uvergier, op.cit,  t.32, pp.378-379. 

一
八
四
一
年
法
に
つ
い
て
は
、G

érard Aubin et Jacques Bouveresse, Introduction his-
torique au droit du travail,  PU

F, 1995, pp.143-147
；

齊
藤
、
前
掲
論
文
、
六
―
九
頁
を
参
照
。
ま
たVillerm

é, Tableau op.cit., 
Supplém

ent IV, pp.595-619

に
、
関
連
の
資
料
と
ヴ
ィ
レ
ル
メ
自
身
の
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

（
（（
）　cf. Sew

ell, op.cit.,  p.144 ; K
eith M

ichael Baker, C
ondorcet: From

 N
atural Philosophy to Social M

athem
atics,  The 

U
niv. of Chicago Pr, 1975, pp.391-395.

（
（（
）　cf. Procacci, op.cit.,  pp.184-192.

（
（（
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
の
簡
単
な
ス
ケ
ッ
チ
と
し
て
、
波
多
野
敏
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
法
の
形
成
と
公
衆
衛
生
―
慈
善
か
ら
連

帯
へ
」『
法
律
時
報
』
二
〇
二
三
年
七
月
号
、
二
二
―
二
七
頁
を
参
照
。
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中
国
女
訓
書
に
見
え
る
男
女
間
秩
序

 

松　

田　

恵
美
子　

始
め
に

　

こ
こ
で
は
「
社
会
秩
序
と
規
範
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
、
筆
者
は
「
趣
旨
説
明
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
成
文
法
の
過
剰
、
そ
こ
か
ら

生
じ
る
個
人
の
自
由
の
空
間
の
侵
害
等
の
問
題
に
対
し
て
、
何
か
対
応
策
が
見
い
出
せ
な
い
か
と
い
う
視
点
で
歴
史
を
振
り
返
る
。

　

社
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
、
成
文
法
以
外
の
社
会
規
範
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
私

自
身
が
か
つ
て
伝
統
中
国
に
お
け
る
社
会
秩
序
維
持
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
社
会
秩
序
の
維
持
を
図
る
た
め
の
方
策
と

し
て
、
徳
、
礼
、
法
と
い
う
三
層
構
造
の
追
究
が
重
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
し
た
。

　

つ
ま
り
人
間
一
人
一
人
が
徳
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
な
ら
自
ず
か
ら
社
会
の
秩
序
は
保
た
れ
る
。
し
か
し
実
際
上
徳
に
基
づ
い
て
己

を
律
し
つ
つ
行
動
で
き
る
人
間
は
稀
で
あ
る
。
そ
こ
で
礼
と
い
う
一
定
の
守
る
べ
き
形
式
を
定
め
て
お
い
て
、
そ
の
形
式
を
皆
が
守
る

こ
と
で
社
会
の
秩
序
を
保
つ
こ
と
に
す
る
。
例
え
ば
目
上
の
人
に
は
敬
語
を
使
う
と
い
う
礼
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
尊
卑
長
幼
の
秩
序
を

保
つ
の
で
あ
る
。
日
本
人
が
か
な
り
近
年
ま
で
守
っ
て
い
た
、
屋
外
で
歩
き
な
が
ら
物
を
食
べ
な
い
と
い
う
礼
も
、
公
共
の
場
を
汚
さ

な
い
と
い
う
よ
う
な
秩
序
維
持
に
関
わ
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
礼
を
守
ら
ぬ
人
が
で
て
き
て
し
ま
う
と
、
礼
を
破
る
人
に
対
し
て
礼
自
身
は
何
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
刑
を
用

い
る
こ
と
に
な
る
。
礼
を
破
っ
た
人
間
に
刑
を
科
す
こ
と
で
己
れ
の
行
為
を
恥
じ
る
心
を
も
た
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
法

家
と
儒
家
の
違
い
に
言
及
す
る
と
、
法
家
は
刑
の
み
に
よ
っ
て
人
々
に
秩
序
を
植
え
つ
け
よ
う
と
す
る
た
め
に
厳
罰
に
つ
な
が
り
や
す
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い
の
だ
が
、
儒
家
は
法
家
の
や
り
方
で
は
人
は
刑
を
免
れ
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
だ
け
で
根
本
解
決
に
な
ら
な
い
と
し
て
、
刑

に
よ
っ
て
恥
じ
る
心
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
。
儒
家
は
基
本
的
に
礼
で
秩
序
維
持
を
図
る
が
、
礼
に
反
す
る
者
が
で
て
き
た
時
に
刑
を

用
い
る
と
い
う
、
礼
を
主
と
し
刑
で
補
う
、
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
徳
が
主
、
刑
が
従
の
考
え
に
基
づ
く
。

　

つ
ま
り
一
人
一
人
の
人
間
が
徳
を
身
に
つ
け
、
徳
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
最
も
目
指
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る

が
、
現
実
問
題
と
し
て
の
必
要
性
か
ら
礼
と
刑
を
用
い
て
社
会
の
秩
序
を
保
つ
こ
と
に
な
る
。
刑
は
単
な
る
厳
罰
で
は
な
く
、
懲
ら
し

め
る
と
と
も
に
徳
を
呼
び
さ
ま
す
に
妥
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
刑
を
詳
細
に
定
め
た
成
文
法
典
は
伝
統
中
国

で
は
律
と
呼
ば
れ
、
刑
は
即
ち
法
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
徳
、
礼
、
刑
（
法
）
と
い
う
秩
序
維
持
の
た
め
の
三
層
構
造
で

あ
る
。

　

こ
の
徳
、
礼
、
法
の
関
係
は
、
伝
統
中
国
で
な
く
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る
。
も
し
人
間
一
人
一
人
が
自
分
の
行
動
に
つ
い
て
な
す
べ

き
か
、
な
す
べ
き
で
な
い
か
を
正
し
く
判
断
で
き
る
な
ら
、
つ
ま
り
徳
を
身
に
つ
け
て
い
る
人
間
で
あ
る
な
ら
こ
の
世
は
秩
序
あ
る
社

会
と
な
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
人
間
が
徳
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
実
現
は
や
は
り
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
で
は
な
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を

す
べ
て
法
で
定
め
て
お
く
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
か
事
件
が
起
き
る
た
び
に
原
因
と
な
っ
た
行
為
を
禁
ず
る
法
を
定
め
れ
ば
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。
法
を
定
め
る
と
い
う
や
り
方
だ
け
に
頼
る
と
な
る
と
、
人
は
つ
い
に
は
法
の
網
の
目
の
中
に
生
き
る
こ
と
に
な
り
、
本

来
あ
る
は
ず
の
個
人
の
自
由
な
判
断
空
間
は
極
端
に
狭
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
か
ら
や
っ
て

も
よ
い
の
だ
と
考
え
る
人
間
が
一
般
的
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
最
も
重
要
な
の
は
一
人
一
人
の
人
間
が
自
己
の
行
動
の
是
非
を
考
え

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
が
、
考
え
る
力
自
体
を
な
く
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
伝
統
中
国
に
お
け
る
秩
序
維
持
の
た
め
の
三
層
構
造
の
中
の
「
礼
」
に
相
当
す
る
も
の
が
、
や
は
り
今
の

時
代
で
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
徳
を
具
え
た
人
間
を
育
て
る
何
か
、
自
主
的
な
行
動
規
制
心
を
身
に
つ
け
さ
せ
る

何
か
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
こ
の
「
礼
」
の
理
解
自
体
が
そ
も
そ
も
難
し
い
。
そ
こ
で
本
報
告
で
は
「
礼
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、「
礼
」

が
大
き
な
意
味
を
も
つ
中
国
の
女
訓
書
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
現
代
に
お
け
る
徳
、
礼
、
法
の
あ
り
方
を
問
う
た
め
に
、
ま
ず

は
女
訓
書
に
み
ら
れ
る
「
礼
」
を
検
討
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
な
に
か
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

一　
中
国
の
女
訓
書

　

女
訓
書
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
前
漢
（
紀
元
前
二
〇
六
─
紀
元
後
八
）
の
時
代
に
劉リ

ュ
ウ

向キ
ョ
ウ

（
紀
元
前
七
九
─
紀
元
前
八
）
に

よ
っ
て
記
さ
れ
た
『
列
女
伝
』
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
王
朝
ご
と
に
列
女
伝
が
作
ら
れ
る
た
め
、
劉
向
の
も
の
は
『
古
列
女
伝
』
と
も
呼

ぶ
。
但
し
現
存
の
『
古
列
女
伝
』
八
巻
本
の
う
ち
七
巻
が
劉
向
の
も
の
と
言
わ
れ
る
。

　

次
に
明
末
の
伝
王
相
編
注
の
『
女
四
書
集シ

ッ

注チ
ュ
ウ

』
に
挙
げ
る
も
の
で
あ
る
。『
女
四
書
集
注
』
は
、
南
宋
（
宋
九
六
〇
─

一
二
七
六
、
一
一
二
七
年
以
降
は
南
宋
）
の
朱
熹
（
一
一
三
〇
─
一
二
〇
〇
）
の
、『
論
語
』、『
大
学
』、『
中
庸
』、『
孟
子
』
の
四
書

に
つ
い
て
の
注
釈
で
あ
る
『
四
書
章
句
集
注
』
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
四
書
は
南
宋
以
降
科
挙
試
験
の
出
題
対
象
と
さ
れ
た
た

め
、
科
挙
の
受
験
生
に
は
大
変
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
女
に
と
っ
て
重
要
な
四
つ
の
書
が
『
女
四
書
集
注
』
に
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

後
漢
（
二
五
─
二
二
〇
）
の
時
代
に
書
か
れ
た
班
昭
の
『
女
誡
』、
唐
（
六
一
八
─
九
〇
七
）
の
時
代
の
宋
若
昭
撰
と
伝
わ
る
『
女

論
語
』、
明
（
一
三
六
八
─
一
六
四
四
）
の
時
代
の
仁
孝
文
皇
后
の
『
内
訓
』、
明
の
末
期
の
も
の
で
王
節
婦
劉
氏
撰
と
伝
わ
る
『
女
範

捷
録
』
で
あ
る
。
日
本
で
も
こ
の
『
女
四
書
集
注
』
が
江
戸
時
代
の
嘉
永
七
（
一
八
五
四
）
年
に
翻
刻
さ
れ
る
が
、
一
方
で
明
暦
二

（
一
六
五
六
）
年
に
『
女
範
捷
録
』
に
替
え
、
唐
の
侯
莫
陳
邈
妻
鄭
氏
撰
（
侯
莫
陳
が
姓
）
と
さ
れ
る
『
女
孝
経
』
を
入
れ
て
女
四
書

と
す
る
改
作
本
が
作
ら
れ
て
い
る
。
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以
上
の
女
訓
書
に
つ
い
て
順
次
述
べ
る
。

１　
劉
向
『
列
女
伝
』

　

こ
の
『
列
女
伝
』
は
、
母
儀
、
賢
明
、
仁
智
、
貞
順
、
節
義
、
辯
通
、
孼ゲ

ッ

嬖ペ
イ

の
七
つ
に
分
け
て
女
性
を
紹
介
す
る
。

　

母
儀
で
は
母
と
し
て
優
れ
て
い
た
女
性
、
賢
明
で
は
夫
に
賢
明
な
助
言
を
与
え
た
妻
、
仁
智
で
は
将
来
を
見
越
し
た
優
れ
た
助
言
を

与
え
た
女
性
、
貞
順
は
生
涯
一
人
の
男
性
に
し
か
嫁
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
夫
へ
の
貞
を
示
し
た
女
性
、
節
義
で
は
仕
え
る
主
人
を
守

る
た
め
に
は
我
が
子
を
も
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
義
を
貫
く
女
性
、
辯
通
で
は
弁
論
で
危
機
を
乗
り
切
っ
た
女
性
を
挙
げ
る
な
ど
、
賞
讃

す
べ
き
女
性
の
例
を
挙
げ
る
。
し
か
し
孼
嬖
の
み
は
、
我
が
子
を
太
子
に
す
る
た
め
に
現
太
子
を
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
と
い
う
よ
う
な

悪
女
の
例
を
挙
げ
る
。
そ
も
そ
も
劉
向
の
『
列
女
伝
』
は
、
時
の
皇
帝
成
帝
の
寵
姫
に
対
す
る
態
度
を
諌
め
る
た
め
に
書
い
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。

２　
班
昭
『
女
誡
』

　

班
昭
は
『
漢
書
』
を
記
し
た
班
固
の
妹
で
あ
る
。
班
固
が
獄
に
繫
が
れ
て
死
亡
し
た
後
、残
さ
れ
て
い
た
八
表
と
天
文
志
を
補
い
『
漢

書
』
を
完
成
さ
せ
、
ま
た
劉
向
『
列
女
伝
』
に
注
を
施
し
た
と
言
わ
れ
る
女
性
で
あ
る
。
こ
の
班
昭
が
嫁
に
行
く
娘
た
ち
が
嫁
ぎ
先
で

困
ら
ぬ
よ
う
に
と
、
心
得
を
記
し
た
も
の
が
『
女
誡
』
で
あ
る
。

　
『
女
誡
』
は
、
卑
弱
、
夫
婦
、
敬
慎
、
婦
行
、
専
心
、
曲
従
、
和
叔
妹
の
七
つ
に
分
け
て
述
べ
る
。
卑
弱
と
は
女
は
低
姿
勢
で
弱
く

あ
る
べ
き
と
の
意
味
で
、
女
は
へ
り
く
だ
っ
て
、
よ
く
働
き
、
夫
の
家
の
祭
祀
を
継
ぐ
の
が
常
の
道
で
あ
り
、
礼
法
の
常
の
教
え
だ
と

す
る
。
夫
婦
で
は
、
夫
婦
の
道
は
陰
陽
の
道
に
ま
じ
わ
り
な
ぞ
ら
え
る
も
の
と
し
、
夫
が
支
配
し
、
妻
が
つ
か
え
る
と
し
て
い
る
。
敬

慎
で
は
、
陽
は
剛
さ
、
陰
は
柔
で
あ
り
、
男
は
強
さ
が
大
切
、
女
は
弱
い
の
が
よ
く
、
敬
し
み
順
う
こ
と
が
婦
人
の
大
礼
だ
と
す
る
。
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婦
行
で
は
、
女
の
四
行
と
し
て
婦
徳
、
婦
言
、
婦
容
、
婦
功
を
挙
げ
、
清
ら
か
で
慎
み
深
く
、
節
を
守
る
等
の
女
の
徳
の
あ
る
振
舞
い
、

女
が
話
す
時
に
守
る
べ
き
こ
と
、
女
の
身
な
り
で
気
を
つ
け
る
こ
と
、
女
が
な
す
べ
き
仕
事
─
紡
ぎ
、
織
る
、
客
を
酒
食
で
も
て
な
す

─
が
示
さ
れ
る
。
専
心
で
は
、
夫
一
人
に
心
を
さ
さ
げ
、
礼
儀
正
し
く
す
る
こ
と
と
言
い
、
礼
で
は
夫
に
は
再
婚
の
義
が
あ
る
が
、
妻

は
二
夫
に
嫁
す
も
の
で
は
な
い
と
す
る
と
言
う
。
曲
従
は
曲
げ
て
従
え
と
い
う
こ
と
で
、
舅
、
姑
に
は
自
分
の
思
い
を
曲
げ
て
で
も
従

え
と
す
る
。
和
叔
妹
は
夫
の
妹
た
ち
と
仲
良
く
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。

３　
伝
宋
若
昭
撰
『
女
論
語
』

　
『
女
論
語
』
は
、
立
身
、
学
作
、
学
礼
、
早
起
、
事
父
母
、
事
舅
姑
、
事
夫
、
訓
男
女
、
営
家
、
待
客
、
和
柔
、
守
節
の
十
二
に
分
け
て
、

女
性
の
取
る
べ
き
行
動
に
つ
い
て
示
す
。
立
身
で
は
、
身
の
立
て
方
を
学
べ
と
し
て
、
男
と
女
は
別
に
い
る
べ
き
な
の
で
、
女
は
み
だ

り
に
外
に
出
る
な
、
も
し
出
る
な
ら
顔
を
掩
え
等
と
言
う
。
早
起
は
早
起
き
し
て
や
る
べ
き
こ
と
、
例
え
ば
朝
ご
は
ん
の
準
備
等
を
挙

げ
る
。
事
父
母
は
父
母
に
仕
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
、
も
し
父
母
が
亡
く
な
れ
ば
喪
に
服
し
、
位
牌
を
祭
る
等
と
言
う
。
事

舅
姑
は
夫
の
父
母
に
も
自
分
の
父
母
の
よ
う
に
仕
え
よ
と
し
て
、
守
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
。
事
夫
は
夫
に
仕
え
る
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
、
夫
は
剛
、
妻
は
柔
と
し
、
互
い
に
慈
し
み
合
い
、
夫
の
悪
事
は
諫
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
と
言
う
。
訓
男
女
で
は
息
子
と
娘
の

教
育
は
母
の
役
割
と
し
、
息
子
は
書
堂
に
入
る
の
で
手
を
離
れ
る
が
、
娘
は
な
る
べ
く
外
に
出
さ
ず
、
行
け
と
言
っ
た
ら
行
き
、
来
い

と
言
っ
た
ら
来
る
よ
う
に
し
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
と
言
う
。
営
家
で
は
、
家
の
経
営
に
つ
い
て
倹
約
勤
勉
に
努
め
よ
と
す
る
。

待
客
で
は
、
客
を
も
て
な
す
た
め
に
や
る
べ
き
こ
と
、
客
の
対
応
の
仕
方
を
言
う
。
和
柔
で
は
、
家
で
和
を
大
切
に
し
て
、
孝
と
順
を

尊
ぶ
こ
と
を
言
う
。
守
節
で
は
貞
節
を
守
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
が
、
夫
に
先
だ
た
れ
た
ら
、
再
婚
は
せ
ず
、
家
産
を
保
ち
、
墓
を

守
り
祀
り
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
に
と
し
て
い
る
。
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４　
仁
孝
文
皇
后
『
内
訓
』

　
『
内
訓
』
は
、
明
の
永
楽
帝
（
在
位
一
四
〇
二
─
一
四
二
四
）
の
皇
后
徐
氏
が
、
姑
で
あ
る
洪
武
帝
の
皇
后
馬
氏
に
仕
え
た
時
の
教

訓
を
書
き
止
め
た
も
の
で
あ
る
。
徐
氏
崩
御
の
翌
年
、
永
楽
五
（
一
四
〇
七
）
年
に
刊
行
さ
れ
、
群
臣
に
頒
布
さ
れ
た
の
で
、
後
宮
外

の
家
庭
に
も
広
ま
っ
た
と
い
う
。

　
『
内
訓
』
は
、
徳
性
、
修
身
、
慎
言
、
謹
行
、
勤
励
、
警
戒
、
節
倹
、
積
善
、
遷
善
、
祟
聖
訓
、
景
賢
範
、
事
父
母
、
事
君
、
事
舅
姑
、

奉
祭
祀
、
母
儀
、
睦
親
、
慈
幼
、
逮
下
、
待
外
戚
の
二
十
に
分
け
て
述
べ
る
。

　

徳
性
で
は
、
徳
性
は
天
性
の
も
の
だ
が
、
習
慣
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
礼
に
従
う
こ
と
が
重
要
に
な
る
等

と
述
べ
る
。
修
身
で
は
、
身
を
修
め
て
徳
を
身
に
つ
け
る
と
し
、
女
は
人
に
し
た
が
う
者
で
、
夫
婦
の
道
は
陰
陽
剛
柔
で
表
わ
さ
れ
、

人
倫
の
始
め
と
な
る
の
が
婚
姻
だ
と
説
く
。
慎
言
で
は
言
葉
を
慎
む
べ
き
だ
と
し
て
、『
礼
記
』
が
女
は
家
事
以
外
に
発
言
せ
ぬ
よ
う

戒
め
て
い
る
例
等
を
挙
げ
る
。
謹
行
で
は
女
は
行
動
を
慎
む
べ
し
と
し
て
、
我
儘
な
行
動
は
三
綱
五
常
を
損
う
、
三
従
の
訓
へ
は
服
す

べ
き
だ
等
と
す
る
。
勤
勵
で
は
、女
の
や
る
べ
き
仕
事
で
あ
る
機
織
り
に
励
む
こ
と
等
と
言
い
、警
戒
で
は
、誰
も
見
て
い
な
い
と
思
っ

て
注
意
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
等
、
用
心
の
重
要
性
を
言
う
。
節
倹
で
は
、
倹
約
し
浪
費
を
や
め
よ
等
と
言
い
、
積
善
で
は
、
善
を
積

め
ば
天
が
報
い
る
等
と
言
い
、
遷
善
で
は
、
女
は
な
げ
や
り
や
嫉
妬
や
よ
こ
し
ま
と
い
う
過
ち
を
改
め
る
こ
と
が
大
切
だ
と
言
う
。
祟

聖
訓
で
は
、
歴
史
上
の
徳
の
高
い
后
の
教
え
に
従
う
べ
き
だ
と
し
、
景
賢
範
で
は
、
歴
史
上
の
賢
女
に
学
べ
と
言
う
。
事
父
母
で
は
、

父
母
に
は
敬
意
を
も
っ
て
仕
え
よ
と
言
い
、
事
君
で
は
、
皇
帝
へ
の
仕
え
方
と
し
て
、
寵
愛
を
得
た
か
ら
と
言
っ
て
我
儘
を
し
て
は
な

ら
な
い
等
と
言
い
、
事
舅
姑
で
は
、
舅
姑
に
敬
意
を
も
っ
て
仕
え
よ
と
言
う
。
奉
祭
祀
で
は
、
婚
礼
を
重
視
す
る
の
は
子
を
生
ん
で
夫

婦
で
祖
廟
を
祀
る
た
め
だ
等
と
言
う
。
母
儀
で
は
、
子
ど
も
に
教
え
る
に
は
徳
と
義
で
導
く
と
し
、
睦
親
で
は
、
親
族
に
は
思
い
や
り

を
も
ち
寛
大
に
接
せ
よ
等
と
言
い
、
慈
幼
で
は
、
年
下
の
者
に
は
慈
み
な
が
ら
道
理
を
通
す
等
と
言
う
。
逮
下
で
は
、
子
孫
を
多
く
も

う
け
ら
れ
る
よ
う
に
妾
に
も
恩
を
及
ぼ
す
と
し
、
待
外
戚
で
は
、
外
戚
の
専
横
が
始
ま
ら
ぬ
よ
う
に
そ
の
接
し
方
を
説
く
。
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５　
伝
王
節
婦
撰
『
女
範
捷
録
』

　

こ
れ
は
、
劉
氏
『
女
範
捷
録
』
に
子
の
王
相
が
註
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
撰
者
と
い
わ
れ
る
王
相
の
母
劉
氏
や
、
こ

の
書
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。

　
『
女
範
捷
録
』
は
、
統
論
、
后
徳
、
母
儀
、
孝
行
、
貞
烈
、
忠
義
、
慈
愛
、
秉
礼
、
智
慧
、
勤
倹
、
才
徳
の
十
一
に
分
け
て
女
性
の

守
る
べ
き
こ
と
を
示
す
の
だ
が
、
そ
の
際
に
事
件
や
人
物
例
を
挙
げ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
大
変
簡
単
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

統
論
で
は
、
男
は
家
の
外
を
正
し
く
お
さ
め
、
女
は
家
の
内
を
正
し
く
お
さ
め
る
、
夫
婦
は
万
事
一
切
の
始
め
等
と
し
て
い
る
。
后

徳
で
は
、
王
道
政
治
を
興
し
た
帝
王
に
は
必
ず
賢
明
な
皇
后
が
い
た
と
言
い
、
母
儀
で
は
母
の
手
本
と
し
て
の
大
切
さ
を
言
い
、
孟
子

の
母
が
挙
げ
ら
れ
る
等
と
す
る
。
孝
行
で
は
、
姑
へ
の
孝
行
と
い
う
こ
と
で
姑
の
身
体
に
わ
く
蛆
を
か
み
殺
す
話
等
を
挙
げ
る
。
貞
烈

で
は
、
忠
臣
は
両
国
に
つ
か
え
ず
、
烈
女
は
夫
を
変
え
な
い
と
し
て
、
再
婚
し
な
い
た
め
に
耳
・
鼻
を
削
ぐ
女
の
話
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

忠
義
で
は
、
子
や
夫
の
主
君
へ
の
忠
を
支
え
る
女
と
い
う
こ
と
で
、
皇
子
を
守
る
た
め
に
我
が
子
を
犠
牲
に
す
る
話
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

慈
愛
で
は
、
嫡
出
、
庶
出
を
わ
け
へ
だ
て
な
く
愛
し
た
例
等
を
挙
げ
る
。
秉
礼
で
は
礼
を
守
ろ
う
と
し
た
話
を
挙
げ
る
が
、
火
事
な
の

で
逃
げ
よ
と
言
う
の
に
対
し
、
夜
に
女
一
人
で
外
に
は
出
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
う
ち
に
焼
け
死
ん
だ
と
か
、
洪
水
な
の
で
逃
げ
よ

と
言
う
の
に
対
し
、
夫
の
符
が
な
い
と
こ
こ
を
動
け
な
い
と
言
っ
て
い
て
濁
流
に
呑
ま
れ
た
等
の
話
が
挙
げ
ら
れ
る
。
智
慧
で
は
、
智

恵
に
よ
っ
て
相
手
に
な
す
べ
き
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
話
が
挙
げ
ら
れ
る
。
勤
倹
で
は
、
后
妃
が
自
ら
勤
労
に
努
め
た
例
等
を
挙
げ
る
。

才
徳
で
は
、
班
昭
等
学
才
の
あ
る
女
性
を
挙
げ
、「
女
は
才
智
な
け
れ
ば
徳
そ
な
わ
る
」
と
い
う
の
は
ま
ち
が
い
と
す
る
。

二　
女
訓
書
中
の
男
女
間
秩
序

　

前
掲
『
列
女
伝
』、『
女
四
書
』
か
ら
、女
性
は
男
性
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
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ま
ず
気
づ
く
の
は
『
女
誡
』
夫
婦
や
『
内
訓
』
修
身
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
夫
婦
の
道
は
陰
陽
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
と
し
て
、
男
は

陽
、
女
は
陰
に
割
り
振
る
考
え
方
で
あ
る
。
男
と
女
は
各
々
の
役
割
が
あ
る
と
す
る
捉
え
方
で
、
男
女
平
等
な
ど
と
は
言
わ
な
い
。

　

こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
を
陰
と
陽
で
説
明
す
る
の
が
易
で
あ
る
が
、『
易
経
』
繫
辞
伝
は
易
の
原
理
を
述
べ
る
。『
易
経
』
繫
辞
上

伝
で
は
「
天
は
尊
く
地
は
卑
し
く
て
、
乾
坤
定
ま
る
。
卑
高
以
て
陳
な
り
て
、
貴
賤
位
す
。
動
静
常
有
り
て
、
剛
柔
断
る
。
…
乾
道
は

男
を
成
し
、
坤
道
は
女
を
成
す
。」
と
す
る
。
天
は
高
く
て
尊
く
、
地
は
低
く
て
卑
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
乾
と
坤
が
定
ま
る
、
高
く

あ
る
い
は
低
く
つ
ら
な
っ
て
、
貴
賤
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
動
静
に
常
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
で
、
剛
と
柔
が
区
分
さ
れ
る
と
言
い
、

乾
の
は
た
ら
き
は
男
性
的
な
も
の
を
形
成
し
、
坤
の
は
た
ら
き
は
女
性
的
な
も
の
を
形
成
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
孔
子
（
紀
元
前
五
五
二
─
紀
元
前
四
七
九
）
の
時
代
に
既
に
存
在
し
た
『
易
経
』
に
お
い
て
、
剛
と
結
び
つ
く
陽
を
男

に
配
し
、
柔
と
結
び
つ
く
陰
を
女
に
配
し
て
い
る
。
但
し
『
易
経
』
に
お
い
て
は
陽
と
陰
は
相
対
的
な
捉
え
方
を
さ
れ
て
お
り
、
陽
が

満
つ
れ
ば
陰
が
顔
を
出
し
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
親
と
子
の
関
係
で
は
親
は
陽
、
子
は
陰
と
な
る
の
で
、
親
と
し
て
の
女
は
子
に

対
し
て
陽
と
な
る
と
す
る
。
陽
と
陰
は
固
定
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
相
対
的
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
陽
と
陰
で
あ
っ
た
も
の
が
、
男
女
に
割
り
振
ら
れ
て
固
定
化
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、

『
女
範
捷
録
』
統
論
で
言
う
よ
う
に
、
男
は
家
の
外
を
お
さ
め
、
女
は
家
の
内
を
お
さ
め
る
と
い
う
役
割
分
担
が
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
点
は
『
礼ラ

イ

記キ

』
内ダ

イ

則ソ
ク

に
お
い
て
も
「
礼
は
夫
婦
を
謹
む
に
始
ま
る
。
宮
室
を
為
り
、
外
内
を
弁
つ
。
男
子
外
に
居
り
、
女
子
は

内
に
居
り
、
宮
を
深
く
し
門
を
固
く
し
、
閽
寺
之
れ
を
守
る
。
男
は
入
ら
ず
、
女
は
出
で
ず
。」
と
す
る
。

　

紀
元
前
十
一
世
紀
に
殷
を
滅
ぼ
し
紀
元
前
八
世
紀
東
遷
し
た
周
の
官
制
や
、そ
の
他
行
政
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
記
す
『
周
礼
』

と
、
周
の
礼
儀
作
法
を
記
す
『
儀
礼
』
と
、
礼
の
解
説
書
と
も
言
う
べ
き
『
礼
記
』
が
『
三
礼
』
で
あ
る
。
こ
の
三
礼
の
一
つ
『
礼
記
』

の
内
則
は
、
家
庭
生
活
に
お
け
る
礼
を
記
す
部
分
で
あ
る
。

　

結
局
剛
で
あ
る
陽
に
男
が
割
り
振
ら
れ
、
柔
で
あ
る
陰
に
女
が
割
り
振
ら
れ
た
結
果
、
そ
の
関
係
を
前
提
と
し
て
調
和
を
と
ろ
う
と
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す
る
と
、
弱
い
方
に
位
置
付
け
ら
れ
た
女
が
強
い
方
に
位
置
付
け
ら
れ
た
男
に
従
う
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
『
儀
礼
』
喪
服
・
子
夏
伝
に
、「
婦
人
に
三
従
の
義
あ
り
、
専
用
の
道
な
く
、
い
ま
だ
嫁
せ
ざ
る
は
父
に
従
い
、
嫁
し
て
は
夫
に
従
い
、

夫
死
す
れ
ば
子
に
従
う
。」
と
言
い
、『
礼
記
』
郊
特
牲
に
、「
婦
人
は
人
に
従
う
者
な
り
。
幼
に
し
て
は
父
兄
に
従
い
、
嫁
し
て
は
夫

に
従
い
、
夫
死
し
て
は
子
に
従
う
。」
と
言
う
。
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
る
「
三
従
」
の
教
え
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
内
訓
』

謹
行
で
も
、
三
従
の
教
訓
を
守
る
よ
う
に
と
言
っ
て
い
る
。『
内
訓
』
修
身
は
、
天
下
に
繫
が
る
家
の
安
定
の
た
め
に
、
女
は
人
に
従

う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
女
論
語
』
訓
男
女
で
は
、
女
の
子
は
命
じ
た
通
り
に
行
動
す
る
よ
う
に
し
つ
け
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
女
が
従
う
と
い
う
こ
と
は
実
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。『
礼
記
』
大
学
に
、「
心
正
し
く
て
后
身
修
ま
り
、
身
修
ま
り
て

后
家
斉
ふ
。
家
斉
ひ
て
后
国
治
ま
り
、
国
治
ま
り
て
后
天
下
平
ら
か
な
り
。」
と
言
う
。
身
を
修
め
れ
ば
そ
の
人
の
家
が
安
定
し
、
家
々

が
安
定
す
れ
ば
国
が
安
定
し
、
国
が
安
定
し
て
い
れ
ば
天
下
泰
平
と
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
国
家
安
泰
の
た
め
に
は
、
ま
ず
は
一

人
一
人
が
己
を
律
し
正
し
く
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
す
る
こ
と
で
家
が
安
定
し
、
つ
い
に
は
国
家
安
泰
と
な
る
。
そ
し
て
こ

の
家
が
安
定
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
中
味
は
、
男
に
女
が
従
う
こ
と
で
調
和
が
と
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
最
終
的
な
国

の
安
泰
に
つ
な
げ
る
た
め
に
、
一
つ
一
つ
の
家
で
は
女
が
男
に
従
う
こ
と
で
安
定
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
女
範
捷
録
』
統
論
に

い
う
、
夫
婦
は
万
事
一
切
の
始
め
、
で
あ
る
。

　

家
の
安
定
の
た
め
に
夫
に
従
う
妻
は
、
も
し
夫
に
先
立
た
れ
る
な
ら
、
決
し
て
再
婚
な
ど
せ
ず
夫
の
家
を
守
る
こ
と
に
な
る
。
夫
が

死
ぬ
と
寡
婦
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
貞
な
の
で
あ
る
。『
礼
記
』
郊
特
牲
に
、「
信
は
婦
徳
な
り
。
壹
た
び
之
を
斉
に
し
て
は
、
終
身
改

め
ず
。
故
に
夫
死
す
れ
ば
嫁
が
ず
。」
と
す
る
。
当
然
な
が
ら
先
に
妻
が
死
ね
ば
夫
は
再
婚
し
て
家
を
安
定
さ
せ
る
。『
女
誡
』
専
心
は
、

夫
は
再
婚
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
妻
は
再
婚
し
て
は
い
け
な
い
と
す
る
。『
女
論
語
』
守
節
は
、
女
は
再
婚
し
な
い
と
し
、『
女
範
捷
録
』

貞
烈
は
、
男
は
再
婚
で
き
て
も
女
は
再
婚
し
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。

216



社会秩序と規範
 

五
六 

（名城　'25） 74－4－

三　
女
訓
書
に
よ
る
女
性
た
ち
へ
の
行
動
規
制

　

最
終
的
に
は
国
家
の
安
泰
に
繫
が
る
家
の
安
定
は
、
女
が
男
に
従
う
こ
と
で
保
た
れ
た
。
そ
し
て
女
た
ち
は
男
に
従
う
こ
と
を
、
女

訓
書
が
示
す
礼
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
て
い
っ
た
。
女
訓
書
は
具
体
的
に
女
は
こ
う
す
べ
き
だ
と
懇
切
丁
寧
に
説
く
こ
と
で
、
守
る
べ
き

形
を
示
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
列
女
伝
は
具
体
的
な
女
性
た
ち
の
行
動
例
を
挙
げ
る
も
の
だ
が
、
女
四
書
は
教
説
中
心
で
あ
る
。
た

だ
『
女
範
捷
録
』
は
簡
単
に
具
体
例
に
触
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
女
訓
書
で
は
、「
女
は
男
に
従
う
」
を
含
む
女
の
守
る
べ
き
様
々

な
礼
が
示
さ
れ
、
次
第
に
女
た
ち
の
行
動
は
こ
れ
ら
に
規
制
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
礼
」
と
い
う
と
、
も
と
も
と
は
士
大
夫
以
上
、
つ
ま
り
支
配
層
以
上
の
行
動
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
被
支
配
層
で

あ
る
庶
人
は
刑
に
よ
っ
て
行
動
を
規
制
さ
れ
て
い
た
。『
礼
記
』
曲
礼
上
は
あ
の
有
名
な
「
礼
は
庶
人
に
下
ら
ず
、刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」

を
記
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
「
礼
」
が
庶
人
に
ま
で
下
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
南
宋
の
朱
熹
は
冠
婚
葬
祭
の
儀
式
書

で
あ
る
『
家
礼
』
を
著
わ
し
（
朱
熹
の
作
で
な
い
と
の
説
も
あ
る
）、
祖
先
を
祭
る
た
め
に
宗
朝
を
建
て
る
こ
と
の
代
用
と
し
て
、
家

の
一
角
に
祖
先
の
位
牌
を
安
置
す
る
祠
堂
を
設
け
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
庶
人
た
ち
も
そ
こ
に
記
さ
れ
た
儀
式
に
よ
っ
て
冠
婚
葬
祭
を

取
り
行
な
い
、
金
銭
的
に
豊
か
な
者
は
家
に
祠
堂
を
設
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

祖
先
を
祭
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
来
細
か
な
礼
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
祖
先
の
位
牌
を
安
置
す
る
宗
廟
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の

は
官
僚
層
ま
で
、
皇
帝
の
み
が
七
代
（
以
上
）
の
宗
廟
を
設
け
て
祭
る
こ
と
が
で
き
る
等
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
時
代
に
よ
っ
て
変

化
が
生
じ
、
各
皇
帝
の
位
牌
を
各
々
の
宗
廟
に
置
く
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
廟
に
順
次
納
め
て
い
く
太
廟
の
形
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て

い
く
。
そ
れ
が
さ
ら
に
祠
堂
と
い
う
形
と
な
っ
て
庶
人
に
下
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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ま
た
宋
代
に
な
る
と
出
版
事
業
が
成
り
立
つ
よ
う
に
な
り
、
庶
民
向
け
の
出
版
物
が
普
及
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
礼
は
一
般
化
し

た
。

　

明
の
初
め
、
太
祖
洪
武
帝
は
、
里
甲
（
十
一
戸
＝
一
甲
、
十
甲
＝
一
里
）
の
指
導
者
層
に
郷
民
教
化
の
指
針
と
す
べ
き
も
の
と
し
て

『
教
民
榜
文
』
を
与
え
る
。
こ
れ
は
六
つ
の
訓
諭
か
ら
な
る
も
の
で
、
六
諭
と
呼
ば
れ
た
。
六
諭
は
例
え
ば
、「
父
母
に
孝
順
に
し
、
長

上
を
尊
敬
し
、
郷
里
に
和
睦
し
、
子
孫
を
教
訓
し
、
各
々
生
理
に
安
ん
じ
、
非
為
を
作
す
な
か
れ
」
と
い
う
よ
う
な
、
庶
民
の
守
る
べ

き
礼
が
示
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
明
の
時
代
に
は
、
女
の
守
る
べ
き
道
を
説
く
『
女
児
経
』
が
流
布
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
男
女
有
別
」、「
男
女
の
役
割
分

担
」、「
女
は
家
事
」、「
夫
、
父
、
子
に
従
う
三
従
」
等
が
口
調
の
よ
い
文
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
文
字
の
読
め
ぬ
者
で
も
耳
で
そ
ら

ん
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
女
に
対
す
る
礼
は
ま
す
ま
す
広
ま
っ
た
。

　

ま
た
明
や
清
（
一
六
四
四
─
一
九
一
二
）
の
時
代
は
、
夫
が
死
ん
だ
時
に
そ
れ
に
殉
ず
る
殉
死
や
、
貞
を
守
る
た
め
に
自
ら
命
を
絶

つ
烈
死
を
表
彰
す
る
制
度
で
あ
る
「
旌
表
」
が
で
き
て
い
る
。
殉
死
や
烈
死
を
し
た
女
性
が
褒
め
称
え
ら
れ
、
殉
死
し
た
り
烈
死
し
た

り
す
る
こ
と
こ
そ
美
徳
だ
と
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
礼
に
縛
ら
れ
、命
を
絶
つ
女
性
が
多
か
っ
た
。『
后
妃
辞
典
』（
陜

西
人
民
教
育
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
に
よ
る
と
、
明
の
宣
徳
帝
（
在
位
一
四
二
五
─
一
四
三
五
）
の
妃
は
十
一
人
が
殉
葬
と
な
っ
て

い
る
。
殉
死
賞
讃
の
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
検
討
に
値
し
そ
う
で
あ
る
。

　

実
は
こ
れ
が
礼
の
落
と
し
穴
で
あ
る
。
本
来
そ
れ
に
反
す
る
者
に
対
し
て
手
が
打
て
な
か
っ
た
礼
で
あ
る
が
、
人
々
が
自
ら
進
ん
で

そ
れ
に
縛
ら
れ
る
よ
う
に
導
く
力
を
も
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
人
が
良
い
方
向
に
向
く
よ
う
に
縛
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
と
も
か
く
礼

は
形
を
も
つ
も
の
な
の
で
、
そ
の
形
を
守
る
こ
と
に
の
み
人
々
の
意
識
を
向
け
さ
せ
、
本
来
の
目
的
を
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
う
と
の
問
題

が
あ
っ
た
。

　

再
婚
し
な
い
と
生
き
て
ゆ
け
ず
、
結
婚
し
て
も
よ
い
か
と
尋
ね
る
寡
婦
に
対
す
る
答
え
、
宋
の
儒
者
程
伊
川
の
言
葉
「
餓
死
、
事
極
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小
、
失
節
、
事
極
大
」
は
有
名
で
あ
る
。
餓
死
な
ど
小
さ
な
事
で
あ
る
、
貞
節
を
失
う
こ
と
こ
そ
大
事
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
本
来
は

貞
節
を
守
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
の
意
味
で
あ
っ
た
が
、
貞
節
を
守
れ
な
い
の
な
ら
死
ぬ
べ
き
だ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

関
連
し
て
言
え
ば
、
女
四
書
の
う
ち
明
末
の
『
女
範
捷
録
』
は
具
体
例
を
挙
げ
る
形
を
と
る
の
で
、
再
婚
し
な
い
た
め
に
耳
・
鼻
を

削
ぐ
と
い
う
よ
う
な
極
端
な
例
が
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
。

終
わ
り
に

　

中
国
の
女
訓
書
か
ら
、
多
く
の
徳
に
沿
っ
た
行
動
を
と
る
た
め
の
礼
が
、
女
性
た
ち
の
行
動
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

女
に
求
め
ら
れ
た
礼
の
中
心
と
な
る
の
は
従
う
こ
と
、
男
へ
の
「
従
」
で
あ
っ
た
。

　

古
く
易
経
で
み
ら
れ
た
男
と
女
の
関
係
は
相
対
的
で
あ
っ
た
。
易
で
は
こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
を
陰
と
陽
で
説
明
す
る
。
陽
は
剛

建
的
な
も
の
で
あ
り
、
男
に
配
し
、
陰
は
柔
順
的
な
も
の
で
あ
り
、
女
に
配
す
。
陽
と
陰
は
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
男
と
女
の
間

で
い
う
と
男
は
陽
、
女
は
陰
で
あ
る
が
、
親
と
子
で
あ
れ
ば
親
は
陽
で
子
は
陰
な
の
で
、
親
と
し
て
の
女
は
子
と
の
関
係
で
は
陽
と
な

る
。
同
じ
人
で
あ
っ
て
も
大
い
に
活
動
す
る
場
合
は
陽
、
静
か
に
読
書
静
思
す
る
時
は
陰
と
な
る
。
そ
も
そ
も
陽
が
満
つ
れ
ば
次
に
陰

が
で
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
相
対
的
な
関
係
に
陽
と
陰
は
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
陽
と
陰
の
各
々
に
割
り
振
ら
れ
た
男
と
女
は
、
本
来
相

対
的
な
関
係
に
お
い
て
調
和
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
男
と
女
の
関
係
が
固
定
化
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
常
に
女
が
男
に
従
う
こ
と
で
調

和
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
礼
は
女
に
の
み
男
へ
の
従
を
課
す
一
方
的
な
も
の
に
な
っ
た
。
そ
し
て
礼
が
支
配
層
だ
け
で
な
く
被

支
配
層
に
も
広
が
る
と
、「
女
は
男
に
従
う
」
は
ど
の
階
層
の
女
も
拘
束
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

　

陽
を
割
り
当
て
ら
れ
た
男
が
牽
引
し
、
陰
を
割
り
当
て
ら
れ
た
女
が
そ
れ
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
一
定
の
調
和
が
図
ら
れ
た
わ
け
で
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あ
る
が
、
こ
れ
が
女
が
従
う
こ
と
で
夫
婦
関
係
が
安
定
し
、
そ
の
結
果
家
が
安
定
し
、
最
終
的
に
は
国
も
安
泰
と
な
る
と
い
う
考
え
方

に
繫
が
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
調
和
は
強
力
な
根
拠
を
も
っ
て
し
ま
っ
た
。
国
の
安
泰
の
た
め
に
女
は
男
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
一
方
が
服
従
す
る
こ
と
で
調
和
を
図
る
こ
と
は
、
方
法
と
し
て
は
容
易
な
も
の
で
あ
る
。
双
方
の
主
張
を
取
り
入
れ
て
調

和
を
図
る
と
な
る
と
格
段
に
難
し
く
な
る
。
そ
し
て
個
人
の
平
等
や
自
由
の
観
念
を
も
つ
我
々
に
と
っ
て
、
一
方
的
服
従
と
い
う
や
り

方
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
重
要
な
の
は
一
人
一
人
が
徳
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。『
大
学
』
で
も
、
身
を
修
め
れ
ば
家
は
斉
い
、

家
が
斉
う
な
ら
国
が
治
ま
る
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
家
の
安
定
の
た
め
に
女
が
従
う
と
い
う
夫
婦
間
の
礼
が
唱
え
ら
れ
た
た
め
に
、

こ
れ
が
女
に
対
す
る
大
き
な
拘
束
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

実
は
こ
こ
に
は
「
礼
」
の
も
つ
欠
点
が
作
用
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。
礼
は
形
を
も
つ
こ
と
で
、
目
に
見
え
な
い
徳
を
身
に
つ
け
さ

せ
る
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
形
を
も
つ
ば
か
り
に
、
人
は
そ
の
形
を
守
る
こ
と
を
重
視
し
た
あ
げ
く
、
形
さ
え
守
れ

ば
よ
い
と
い
う
考
え
に
陥
る
。
ま
た
極
端
な
形
を
と
っ
て
ま
で
己
の
礼
を
守
る
姿
を
見
せ
よ
う
と
す
る
。
貞
節
を
守
る
た
め
に
鼻
を
削

ぐ
等
で
あ
る
。
人
が
自
ら
の
手
で
形
に
よ
る
拘
束
を
強
化
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
は
本
来
求
め
ら
れ
た
「
徳
」
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
。
こ
の
礼
の
欠
点
が
作
用
し
て
、
男
が
女
に
従
う
こ
と
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
女
は
自
ら
男
に
従
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
成
文
法
の
み
に
頼
っ
て
社
会
秩
序
の
維
持
を
図
る
に
は
限
界
が
あ
る
と
考
え
て
、
徳
を
具
え
た
人
々
が
秩
序
を
保
つ
社
会
と
な

る
よ
う
に
徳
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
礼
に
着
目
し
た
は
ず
が
、「
礼
」
の
欠
点
が
明
ら
か
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
礼
の
欠
点
を
補
う
も
の
に
つ
い
て
儒
家
は
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
思
い
到
る
の
は
「
中
庸
」
で
あ
る
。
四
書
の
一
つ
『
中

庸
』
に
い
う
。「
君
子
は
中
庸
を
す
。
小
人
は
中
庸
に
反
す
。」「
中
庸
」
と
は
ほ
ど
よ
い
や
り
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
君
子
は
そ

の
状
況
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
妥
当
な
や
り
方
を
な
し
う
る
が
、
小
人
は
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
や
り
す
ぎ
で
あ
っ
た
り
、
不
十
分
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で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　

礼
は
守
る
べ
き
だ
が
、
教
条
化
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
礼
の
も
つ
本
来
の
目
的
を
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
中
庸
を

身
に
つ
け
て
い
れ
ば
礼
を
適
切
に
守
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
中
庸
の
精
神
を
体
得
す
る
こ
と
は
難
問
に
思
わ
れ
る
。
人
に
と
っ
て
形

を
守
る
こ
と
を
争
う
方
が
は
る
か
に
簡
単
で
あ
る
。
健
康
の
た
め
に
朝
早
く
起
き
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
五
時
に
起
き
る
者
が
い
る

と
、
次
に
四
時
に
起
き
る
者
が
で
て
く
る
。
次
は
三
時
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
小
人
が
行
な
う
の
は
こ
ち
ら
の
方
で
あ
る
。

　
「
身
修
ま
り
て
后
家
斉
ふ
。
家
斉
い
て
后
国
治
ま
る
。」
と
す
る
『
大
学
』
は
も
と
も
と
『
礼
記
』
の
一
篇
で
あ
り
、『
中
庸
』
も
『
礼

記
』
の
一
篇
で
あ
る
。
朱
子
が
こ
の
二
つ
を
独
立
さ
せ
、『
論
語
』、『
孟
子
』
と
合
わ
せ
て
四
書
と
し
た
。

　

徳
を
身
に
つ
け
た
も
の
が
国
を
治
め
る
と
す
る
の
が
儒
家
の
考
え
方
の
根
本
で
あ
る
。徳
を
身
に
つ
け
る
手
段
と
し
て
礼
を
用
い
る
。

そ
の
礼
の
実
践
に
お
い
て
は
中
庸
が
重
要
と
な
る
。
そ
う
な
る
と
徳
、
礼
、
法
の
三
層
構
造
に
よ
っ
て
秩
序
維
持
を
図
ろ
う
と
考
え
る

と
、
礼
と
中
庸
の
追
究
が
必
要
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
新
た
な
疑
問
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
の
報
告
は
こ
こ
で
終
え
た
い

と
思
う
。
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