
法
学
部
創
立
五
〇
周
年
記
念
講
演

﹁
人
間
・
社
会
・
環
境
︱
︱
法
学
・
政
治
学
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
﹂

排
除
と
生
存
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
釜
ヶ
崎
の
可
能
性
を
考
え
る

栗

原

彬

法
学
部
創
立
五
〇
周
年
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
一
九
六
四
年
六
月
に
発
行
さ
れ
た
﹃
法
学
周
辺
﹄
第
八
号
に
宮
沢
俊
義
さ
ん
が
﹁
差

別
﹂
と
い
う
論
文
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
キ
ン
グ
牧
師
に
率
い
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
公
民
権
運
動
を
背
景
に
し

た
論
文
で
す
。
草
創
期
の
法
学
部
が
ど
こ
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
か
、
そ
れ
が
現
在
ま
で
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
か
と
い
っ

た
こ
と
を
見
る
上
で
起
点
に
立
つ
論
文
だ
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
社
会
的
な
排
除
、
そ
の
現
実
に
目
を
と
め
る
。
社
会
科
学
は
法
学
で

あ
ろ
う
と
政
治
学
で
あ
ろ
う
と
そ
こ
に
立
っ
て
、
そ
こ
か
ら
研
究
を
始
め
る
。
そ
れ
が
法
学
部
の
五
〇
年
を
通
じ
て
の
一
つ
の
姿
勢
だ

と
思
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
は
、
淡
路
さ
ん
の
報
告
さ
れ
た
環
境
の
問
題
と
併
せ
て
、
社
会
的
な
排
除
の
問
題
と
そ
の
場
所
に
立
ち
上
が
る
生
存
と

い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
一
つ
の
現
実
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
こ
に
焦
点
を
据
え
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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社
会
的
排
除
と
生
存
の
エ
ッ
ジ

社
会
的
な
排
除
と
そ
れ
に
伴
っ
て
生
じ
て
く
る
生
存
へ
の
欲
求
、
そ
う
し
た
問
題
群
を
孕
ん
で
い
る
現
場
を
エ
ッ
ジ
と
い
う
言
葉
で

呼
ぼ
う
と
思
い
ま
す
。
エ
ッ
ジ
と
は
先
端
と
か
切
っ
先
と
い
う
意
味
で
す
。
市
民
社
会
の
中
の
問
題
群
が
あ
る
現
場
で
す
。
そ
れ
は
排

除
と
生
存
を
め
ぐ
る
危
機
的
な
現
場
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
同
時
に
、
そ
う
い
う
受
難
の
底
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
い
ま
東
京
都
写
真
美
術
館
で
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
サ
ル
ガ
ド
の
写
真
展
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。
ア
フ
リ
カ
の
難
民
た
ち
を
主
に
取
り

上
げ
て
い
る
写
真
で
す
が
、
そ
の
写
真
が
示
す
よ
う
に
、
難
民
た
ち
の
受
難
と
受
苦
の
底
か
ら
、
も
う
こ
れ
以
上
生
き
ら
れ
る
か
と
い

う
底
か
ら
、
立
ち
上
が
っ
て
く
る
人
間
の
デ
ィ
グ
ニ
テ
ィ
が
見
え
て
き
ま
す
。

エ
ッ
ジ
は
そ
う
い
う
危
機
的
な
問
題
を
孕
ん
で
い
ま
す
。
確
か
に
排
除
と
生
き
難
さ
と
い
う
問
題
を
含
ん
で
い
る
場
所
で
す
が
、
同

時
に
、
そ
こ
に
新
し
い
生
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
い
う
場
所
を
エ
ッ
ジ
と
呼
ぶ
わ
け
で
す
。

エ
ッ
ジ
は
近
代
社
会
に
限
ら
ず
前
近
代
社
会
か
ら
あ
り
ま
す
。
共
同
体
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
常
に
エ
ッ
ジ
が
生
じ
る
と
言
え
る
で
し

ょ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
被
差
別
部
落
、
あ
る
い
は
人
種
、
性
、
宗
教
、
職
業
、
病
気
、
障
害
等
々
は
前
々
か
ら
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

す
が
、
こ
れ
ら
の
社
会
的
な
排
除
は
新
し
い
形
式
を
通
し
て
む
し
ろ
補
強
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、﹁
公
害
問

題
が
終
わ
っ
た
と
は
言
え
な
い
﹂﹁
公
害
問
題
は
終
わ
ら
な
い
﹂
と
言
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
﹁
社
会
的
な
排
除
あ
る
い
は
差
別
は
終
わ

ら
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

た
と
え
ば
﹁
文
化
の
違
い
﹂
と
い
う
名
に
よ
っ
た
人
種
主
義
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
し
、
性
の
﹁
間
接
差
別
﹂
が
あ
り
ま
す
。
雇
用

の
際
に
男
と
女
で
区
別
を
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
る
能
力
に
お
い
て
採
用
す
る
と
い
う
建
前
で
、
そ

こ
に
隠
れ
た
性
差
別
が
現
に
進
行
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
地
球
市
場
化
と
い
う
問
題
と
労
働
の
再
編
成
、
日
本
で
言
え
ば
労
働
者
派
遣
法
以
来
の

排除と生存をめぐって（栗原 彬）
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問
題
で
す
。
そ
う
し
た
労
働
市
場
の
再
編
成
、
自
己
調
整
的
な
自
由
市
場
へ
の
新
自
由
主
義
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
重
な
り
合
っ
て
、

私
た
ち
が
い
ま
現
に
当
面
し
て
い
る
よ
う
に
、
労
働
と
所
得
が
分
断
さ
れ
て
い
る
、
労
働
自
体
も
縮
減
し
て
い
る
中
で
、
エ
リ
ー
ト
層

な
い
し
は
富
裕
層
と
下
層
労
働
者
の
二
極
分
化
が
生
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
問
題
は
社
会
的
な
格
差
と
い
う
言
い
方
で
と
ら
え
ら
れ
ま
す
が
、
同
時
に
貧
困
の
問
題
と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
従

来
の
被
差
別
部
落
、
人
種
、
性
に
よ
る
差
別
は
市
民
社
会
の
外
へ
の
排
除
、
あ
る
い
は
市
民
社
会
の
周
縁
へ
の
排
除
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
し
か
し
、
い
ま
私
た
ち
が
当
面
し
て
い
る
貧
困
化
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
状
況
は
新
し
い
状
況
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
市
民
社
会

内
部
の
排
除
の
問
題
で
す
。
そ
れ
が
従
来
の
社
会
的
な
排
除
と
リ
ン
ク
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
状
況
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

市
民
社
会
内
部
の
広
範
な
市
民
層
に
及
ぶ
新
し
い
社
会
的
な
排
除
が
現
に
進
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
か
ら
私
た
ち
は

問
題
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
人
ご
と
で
は
な
い
の
で
す
。
市
民
の
だ
れ
も
が
貧
困
化
の
波
に
巻
き
込
ま
れ

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
な
が
り
の
貧
困
／
つ
な
が
り
の
政
治

こ
こ
で
貧
困
率
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
に
目
を
止
め
た
い
。
日
本
政
府
が
初
め
て
発
表
し
た
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。
二
〇
〇
九
年
一

〇
月
二
〇
日
に
長
妻
昭
厚
生
労
働
大
臣
が
発
表
し
た
、
日
本
の
相
対
的
な
貧
困
率
で
す
。
国
民
の
所
得
分
布
の
中
央
値
の
半
分
に
届
か

な
い
世
帯
を
相
対
的
な
貧
困
と
定
義
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
の
全
国
の
相
対
的
な
貧
困
率
は
一
五
・
七
％
で
す
。
こ
れ
は
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
加
盟
国
三
〇
ヵ
国
の
中
で
四
番
目
に
高
い
位
置
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
は
相
当
な
貧
困
国
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
も
日

本
の
子
供
の
貧
困
率
が
一
四
％
、
高
齢
者
の
貧
困
率
が
二
一
％
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
貧
困
率
が
五
九
％
、
す
べ
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
を
大

き
く
上
回
っ
て
い
ま
す
。
ひ
と
り
親
家
庭
の
貧
困
率
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
で
は
三
〇
％
で
す
。
日
本
は
五
九
％
で
す
か
ら
、
大
変
な
貧

困
率
の
高
さ
だ
と
言
え
る
わ
け
で
す
。
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こ
こ
か
ら
一
つ
は
政
策
課
題
の
問
題
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
運
動
の
課
題
、
そ
し
て
個
人
が
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
課
題
、
三
つ
の
レ
ベ
ル
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
私
は
個
人
が
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
レ
ベ
ル
で
考
え
て
い
き
た
い
の
で
す
が
、
政
策

課
題
と
し
て
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
相
対
的
な
貧
困
率
を
引
き
下
げ
る
と
い
う
問
題
で
す
。

た
と
え
ば
数
値
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
大
き
な
課
題
と
し
て
と
ら
え
れ
ば
、
ゼ
ロ
成
長
の
下
で
い
か

に
し
て
市
民
社
会
を
保
つ
か
。
ゼ
ロ
成
長
の
下
で
も
何
と
か
や
っ
て
い
け
る
と
い
う
脱
近
代
モ
デ
ル
の
構
築
と
い
う
こ
と
が
、
や
は
り

大
き
な
課
題
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
詳
し
く
お
話
し
す
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
再
分
配
政
策
は
欠
か
せ
な
い
と
こ

ろ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、
環
境
、
サ
ー
ビ
ス
、
あ
る
い
は
知
的
所
有
権
の
問
題
、
ア
ジ
ア
へ
の
志
向
性
と
い
っ
た
こ
と
が
総
合
的
に

政
策
課
題
の
中
に
絡
ん
で
出
て
き
ま
す
。

中
期
的
な
課
題
と
し
て
は
、
そ
も
そ
も
日
本
の
貧
困
率
が
高
い
理
由
は
所
得
の
再
分
配
機
能
が
他
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
に
比
べ
て
弱
い

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
所
得
の
再
分
配
機
能
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
た
と
え
ば
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
を
し
っ
か
り
と
押
さ
え
て
い
く
、
低
所
得
層
の
暮
ら
し
の
重
点
的
な
回
復
を
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
全
労
働
者
に
雇
用
保
険
を
適
用
す
る
こ
と
、
パ
ー
ト
の
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ
と
な
ど
、

い
く
つ
も
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
ず
れ
非
貧
困
世
帯
か
ら
貧
困
世
帯
へ
の
所
得
移
転
を
伴
う
わ
け
で
す
。
増
税
、
ワ
ー
ク
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
と
い
っ
た
こ
と
が
や
は
り
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
う
し
た
問
題
に
加
え
て
も
う
一
つ
大
き
い
の
は
、
企
業
、
と
り
わ
け
大
企
業
の
持
っ
て
い
る
、
私
は
敢
え
て
全
体
主
義
的
と
言
い

た
い
の
で
す
が
、
全
体
優
先
、
組
織
維
持
の
優
先
、
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
優
先
と
い
っ
た
政
治
文
化
で
す
。
こ
れ
を
変
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
﹁
サ
ー
ビ
ス
残
業
﹂
な
ど
と
い
う
概
念
自
体
が
平
気
で
ま
か
り
通
っ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
。
そ

う
い
っ
た
こ
と
が
中
期
的
な
課
題
の
中
に
や
は
り
含
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

政
策
課
題
に
も
ま
し
て
重
要
な
の
は
、
運
動
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
市
民
社
会
内
部
の
排
除
と
い
う
新
し
い
問
題
と
そ
れ
に
対
応
す

排除と生存をめぐって（栗原 彬）
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る
運
動
の
形
が
考
え
ら
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
、
釜
ヶ
崎
で
現
に
進
行
し
て
い
る
こ
と
が
と
て
も
見
や

す
い
一
つ
の
先
駆
的
な
形
態
を
示
し
て
い
る
の
で
、
今
日
は
そ
の
こ
と
を
お
話
し
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

二
〇
〇
八
年
暮
れ
に
日
比
谷
公
園
に
生
ま
れ
た
派
遣
村
の
村
長
を
務
め
た
湯
浅
誠
さ
ん
が
、
一
九
九
五
年
に
野
宿
問
題
の
運
動
を
始

め
て
い
ま
す
。
そ
の
時
湯
浅
さ
ん
が
考
え
て
い
た
の
は
、
野
宿
者
性
で
す
。
野
宿
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
こ
だ
わ
っ
て
運
動
を
進

め
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
実
際
、
六
八
年
以
降
の
社
会
運
動
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
回
復
あ

る
い
は
獲
得
を
目
的
と
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
障
害
者
自
立
運
動
、
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
、
ア
イ
ヌ
の
運
動
な
ど
先
住
民
族
の
解
放

運
動
、
水
俣
病
闘
争
、
学
園
闘
争
等
が
蔟
生
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
主
張
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
回
復
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
反
差
別
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
出
て
き
て
い
た
わ
け
で
す
。
湯

浅
誠
さ
ん
は
こ
れ
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
立
脚
型
の
運
動
と
言
い
ま
す
。
確
か
に
一
九
六
八
年
以
降
は
、
そ
れ
が
必
要
な
時
期
で
あ
っ

た
と
い
え
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
現
代
日
本
の
貧
困
化
は
、
一
つ
は
二
極
分
化
で
す
。
で
す
か
ら
、
下
層
の
貧
困
化
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
第
二
に
貧
困
化
は
、
障
害
者
の
貧
困
化
、
女
性
の
貧
困
化
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
貧
困
化
、
高
齢
者
の
貧
困
化
、
派
遣
労
働
者
の
貧

困
化
、
中
小
企
業
の
貧
困
化
、
商
店
主
の
貧
困
化
な
ど
、
挙
げ
て
い
く
と
き
り
が
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
な
領
域
に
貧

困
の
領
域
が
拡
大
し
て
い
る
。
市
民
社
会
内
部
に
横
広
が
り
に
な
っ
て
い
る
側
面
が
あ
り
ま
す
。
ボ
ト
ム
ば
か
り
で
は
な
く
、
同
時
に

横
広
が
り
の
貧
困
化
と
い
う
現
象
が
生
じ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
﹁
も
や
い
﹂
の
理
事
長
を
務
め
て
い
る
稲
葉
剛
さ
ん
は
つ
な
が
り
の
貧
困
と
言
い
ま
す
。
非
常
に
う
ま
い
言
い

方
を
し
て
い
ま
す
。
単
に
職
を
失
っ
た
と
い
う
だ
け
の
話
し
で
は
な
い
の
で
す
。
住
ま
い
と
食
事
、
家
族
、
友
人
、
地
域
、
医
療
、
福

祉
、
子
ど
も
の
教
育
な
ど
、
そ
の
人
を
め
ぐ
る
つ
な
が
り
の
全
体
が
貧
困
化
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
つ
な
が
り
の
貧
困
に
対
し
て
、
言
っ
て
み
れ
ば
つ
な
が
り
の
運
動
、
つ
な
が
り
の
政
治
、
市
民
政
治
の
次
元
で
言
え
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ば
つ
な
が
り
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
社
会
運
動
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
立
脚
型
で
は
な
い
。
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
立
脚
型
は
、
言
い
方
を
換
え
れ
ば
タ
コ
ツ
ボ
型
の
運
動
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
各
分
野
の
運

動
が
横
つ
な
が
り
で
横
断
的
に
エ
ッ
ジ
の
問
題
と
取
り
組
む
。
そ
う
い
う
ス
テ
ー
ジ
に
い
ま
踏
み
出
す
必
要
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
そ

う
い
う
目
で
見
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
運
動
が
い
ま
本
当
に
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
見
方
で
言
う
と
、
水
俣
の
も
や
い
の
運
動
、
患
者
た
ち
が
市
民
た
ち
と
連
携
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
石

牟
礼
道
子
さ
ん
原
作
の
能
﹁
不
知
火
﹂
の
水
俣
奉
納
上
演
で
、
チ
ッ
ソ
に
協
同
で
の
取
り
組
み
を
呼
び
掛
け
た
。
緒
方
正
人
さ
ん
の
言

い
方
だ
と
、
課
題
責
任
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︵
緒
方
正
人
・
栗
原
彬
︹
対
談
︺﹁
水
俣
病
を
超
え
て
未
来
へ
﹁
課
題
責
任
﹂
を

背
負
う
﹂︹
新
作
能
﹁
不
知
火
﹂
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
二
〇
〇
四
年
五
月
一
日
︺﹃
魂
う
つ
れ
﹄
第
一
八
号
、
二
〇
〇
四
年
七
月
︶
。
加
害
者
、
被
害

者
と
二
極
図
式
で
考
え
る
こ
と
が
裁
判
な
ど
で
は
も
ち
ろ
ん
必
要
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
も
う
チ
ッ
ソ
も

人
と
し
て
肩
を
並
べ
て
い
こ
う
。
そ
う
す
る
と
、
加
害
と
被
害
と
い
う
二
極
図
式
を
超
え
て
、
人
と
人
と
し
て
奉
納
上
演
に
取
り
組
も

う
と
い
う
横
つ
な
が
り
の
姿
勢
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
す
で
に
進
行
し
て
い
ま
す
。

釜
ヶ
崎
の
場
合
に
も
そ
れ
が
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

﹁
溜
め
﹂
と
﹁
目
地
﹂

政
策
課
題
、
運
動
の
課
題
、
そ
し
て
エ
ッ
ジ
に
立
つ
個
人
の
課
題
で
す
。
当
事
者
の
課
題
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
当
事
者
に
と

っ
て
は
大
き
な
政
策
課
題
を
待
っ
て
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
現
に
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
排
除
と
生
存
の
現
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の

人
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
か
と
言
え
ば
、
湯
浅
誠
さ
ん
の
言
い
方
だ
と
﹁
溜
め
﹂
が
必
要
に
な
る
︵
湯
浅
誠
﹃
反
貧
困
﹄
岩

波
新
書
、
二
〇
〇
八
年
︶
。
手
近
な
条
件
を
用
い
た
手
仕
事
、
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
し
て
、
一
つ
は
重
層
的
な
排
除
や
生
き
に
く
さ
を
解

き
ほ
ぐ
す
、
生
の
形
を
作
り
直
す
こ
と
を
通
し
て
そ
れ
が
実
践
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
際
に
支
援
さ
れ
る
者
、
支
援
す
る
者
双
方
と
も
、
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ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
の
言
い
方
だ
と
、
生
活
の
潜
在
能
力
が
稼
動
す
る
。
湯
浅
さ
ん
は
そ
れ
を
個
人
の
﹁
溜
め
﹂
と
呼
ぶ
。
そ
う
い

う
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
確
か
に
金
、
あ
る
い
は
家
族
、
友
人
、
自
分
自
身
に
対
す
る
誇
り
、
自
信
と
い
っ
た
も
の
が
﹁
溜
め
﹂
と
し

て
必
要
で
す
。

し
か
し
、﹁
溜
め
﹂
だ
け
で
は
ダ
メ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。﹁
目め

地じ

﹂
と
い
う
言
葉
を
私
は
使
い
ま
す
が
、﹁
目
地
﹂
と
は
建
築
用
語

で
す
。
木
と
木
の
組
み
合
わ
せ
部
分
で
、
そ
こ
に
遊
び
が
あ
る
。
余
裕
が
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
建
築
は
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。
た

と
え
ば
引
き
出
し
を
考
え
て
み
る
と
、
引
き
出
し
の
枠
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
引
き
出
し
が
あ
り
ま
す
。
余
裕
、
遊
び
が
な
か
っ
た

ら
、
引
き
出
し
が
引
き
出
せ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
必
ず
そ
こ
に
余
裕
、
遊
び
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
遊
び
の
部
分
を
﹁
目
地
﹂

と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。

こ
の
﹁
目
地
﹂、
自
然
や
他
者
と
の
関
係
、
協
働
性
、
遊
び
、
つ
な
が
り
、
セ
イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
等
々
が
必
要
に
な
る
。
と
り
わ
け

人
間
と
人
間
と
の
間
の
﹁
目
地
﹂
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

湯
浅
誠
さ
ん
の
言
い
方
で
す
と
、
頑
張
る
た
め
に
は
﹁
溜
め
﹂
が
要
る
。
生
き
る
た
め
に
は
﹁
目
地
﹂
が
要
る
、
と
私
は
そ
れ
に
付

け
加
え
た
い
の
で
す
。﹁
溜
め
﹂
と
﹁
目
地
﹂
が
エ
ッ
ジ
に
立
つ
個
人
や
当
事
者
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い

う
視
点
を
持
っ
て
釜
ヶ
崎
の
可
能
性
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
釜
ヶ
崎
は
小
字
の
釜
ヶ
崎
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
明
治
末
期
の
木
賃
宿
の
発
祥
地
で
す
。
東
入
船
町
、
現
在
の
住
居
表
示

で
言
え
ば
萩
之
茶
屋
一
丁
目
に
相
当
し
ま
す
が
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
日
雇
い
労
働
者
や
住
民
、
支
援
者
た
ち
は
釜
ヶ
崎
と
呼
び
ま

す
。
大
阪
市
が
一
九
六
六
年
に
同
和
地
区
と
し
て
線
引
き
し
た
時
に
あ
い
り
ん
地
区
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
。
学
者
た
ち
は
あ
い

り
ん
地
区
と
い
う
言
葉
を
ち
ょ
っ
と
替
え
て
あ
い
り
ん
地
域
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
全
く
姑
息
な
使
用
法
だ
と
思
い
ま

す
。
あ
と
は
西
成
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。
大
阪
市
の
行
政
区
と
し
て
の
西
成
区
で
す
。
西
成
区
民
以
外
の
外
部
者
が
西
成
と
呼

ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
西
成
区
民
は
西
成
と
い
う
呼
称
を
好
ま
な
い
。
結
局
、
釜
ヶ
崎
と
い
う
言
い
方
が
一
番
親
し
い
わ
け
で
す
。
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地
図
で
言
え
ば
、
釜
ヶ
崎
、
あ
い
り
ん
地
区
、
西
成
と
い
っ
た
地
名
が
重
な
り
合
い
、
し
か
も
ず
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
言
え
る
と

思
い
ま
す
。

釜
ヶ
崎
は
一
九
六
一
年
の
第
一
次
暴
動
か
ら
始
ま
っ
て
、
ほ
ぼ
五
年
お
き
に
大
暴
動
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
高
度
経
済
成
長

を
支
え
た
日
雇
い
労
働
者
た
ち
が
繰
り
返
し
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
自
分
た
ち
の
人
権
に
か
か
わ
る
問
題
に
直
面
し
て
異
議
申
立
を
す
る

と
い
う
形
で
、
暴
動
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
八
年
に
第
二
四
次
の
釜
ヶ
崎
暴
動
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

釜
ヶ
崎
、
異
交
通
の
可
能
性

こ
の
よ
う
な
釜
ヶ
崎
で
、
釜
ヶ
崎
の
可
能
性
を
考
え
る
と
い
う
時
、
第
一
に
挙
げ
た
い
の
は
﹁
も
う
一
つ
の
交
通
﹂
で
す
。
私
は
交

通
の
あ
り
方
と
し
て
単
交
通
、
反
交
通
、
双
交
通
、
異
交
通
と
い
う
区
別
を
し
て
い
ま
す
。
単
交
通
は
た
と
え
ば
命
令
み
た
い
な
も

の
、
一
方
通
行
で
す
。
反
交
通
は
交
通
を
断
つ
こ
と
で
す
。
双
交
通
は
相
互
的
な
交
通
で
す
が
、
同
一
の
コ
ー
ド
あ
る
い
は
文
化
を
共

有
し
て
い
る
者
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
私
た
ち
が
よ
く
言
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
的
な
意

味
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
双
交
通
は
多
数
派
の
コ
ー
ド
を
強
化
す
る
こ
と
に
終
わ
り
ま
す
。

異
交
通
と
い
う
も
う
一
つ
の
交
通
で
は
、
コ
ー
ド
が
異
な
る
者
同
士
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
言
葉
だ

け
で
な
く
身
体
、
身
振
り
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
含
め
て
の
交
通
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
一
つ
の
新
し
い
形
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

釜
ヶ
崎
の
ま
ち
再
生
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
一
九
九
九
年
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
横
つ
な

が
り
を
創
り
出
す
先
駆
的
な
形
態
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
あ
り
む
ら
潜
と
い
う
漫
画
家
で
、
か
つ
西
成
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
し

て
い
る
人
が
、
毎
月
第
二
火
曜
日
と
い
う
日
を
設
定
し
て
、
釜
ヶ
崎
の
ま
ち
再
生
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
主
催
し
て
、
今
に
至
る
ま
で
続
い
て

い
ま
す
。
そ
の
場
は
、
オ
ー
プ
ン
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
異
交
通
の
場
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
立
場
が
違
う
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
違
う
、
生
活

の
形
態
も
違
う
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
つ
な
が
り
を
探
る
。
そ
う
い
う
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
顔
つ
な
ぎ
の
場
所
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
異
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交
通
は
多
少
と
も
脱
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
伴
う
の
で
排
除
の
な
い
新
し
い
つ
な
が
り
を
生
み
出
し
ま
す
。

た
と
え
ば
労
働
組
合
と
簡
易
宿
所
は
本
当
に
水
と
油
の
よ
う
に
敵
対
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
す
る
こ
と
で
両

者
の
い
い
関
係
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
作
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
狙
い
は
、
現
に
日
雇
い
労
働
者
た
ち
が
野
宿
を
し
て
い
る
。
そ
の
野
宿
者
に
対
す
る
緊
急
対
策
と
、
そ
れ
を
街
を
再

生
し
て
い
く
、
街
づ
く
り
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
発
想
で
す
。
で
す
か
ら
、
野
宿
者
の
救
済
は
そ
れ
は
そ

れ
、
そ
し
て
街
づ
く
り
は
ま
た
別
と
い
う
今
ま
で
の
発
想
と
違
う
や
り
方
で
す
。
野
宿
者
を
救
済
す
る
こ
と
が
即
街
づ
く
り
に
つ
な
が

っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
発
想
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
元
々
は
釜
ヶ
崎
居
住
問
題
懇
談
会
が
出
発
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
市
民
た
ち
の
学
習
サ
ー
ク
ル
で
す
。

当
時
、
釜
ヶ
崎
に
関
心
を
持
つ
人
た
ち
が
一
九
九
六
年
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
開
か
れ
た
国
連
人
間
居
住
会
議
ハ
ビ
タ
ッ
ト
�
の
理
念

や
決
議
を
学
習
サ
ー
ク
ル
で
勉
強
し
て
、
そ
れ
を
釜
ヶ
崎
に
適
用
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
く
。
そ
れ
で
、
釜
ヶ
崎
居
住
問
題
懇
談
会

が
事
務
局
に
な
っ
て
、
釜
ヶ
崎
の
ま
ち
再
生
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
設
立
し
ま
す
。
そ
れ
を
一
〇
年
間
や
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
間
に
、﹁
居
住
の
階
段
論
﹂
と
い
う
図
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︵
あ
り
む
ら
潜
﹁
棲
み
処

ハ

ビ

タ

ッ

ト

と
し
て
の
釜
ヶ
崎
の
ま
ち
づ

く
り
﹂﹃
日
本
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
会
誌
二
〇
〇
七
年
度
﹄
日
本
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
会
、
二
〇
〇
八
年
六
月
︶
。
ま
た
逆
に
、
こ
の
よ
う
な
図
を
作

る
こ
と
で
街
づ
く
り
の
一
つ
の
方
向
性
が
、
野
宿
者
の
救
済
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
展
開
さ
れ
て
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
下
か
ら
い
く

と
、
野
宿
か
ら
シ
ェ
ル
タ
ー
へ
と
上
が
っ
て
い
く
。
シ
ェ
ル
タ
ー
と
い
う
の
は
本
当
に
ひ
ど
い
も
の
で
、
二
段
ベ
ッ
ド
が
ず
ら
っ
と
狭

い
空
間
の
中
に
た
だ
無
機
的
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
は
ひ
た
す
ら
寝
る
し
か
な
い
。
生
活
が
な
い
。
こ
れ
は
決
し

て
野
宿
か
ら
の
脱
出
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
厚
生
施
設
が
あ
り
、
簡
易
宿
泊
所
が
あ
る
。

こ
こ
ま
で
が
施
設
収
容
型
の
階
段
で
す
。

そ
れ
以
降
、
福
祉
ア
パ
ー
ト
、
サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス
、
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
と
階
段
を
上
っ
て
い
く
よ
う
に
す
る
。
サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
ハ
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ウ
ス
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
を
受
け
入
れ
る
ケ
ア
付
き
ハ
ウ
ジ
ン
グ
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
入
る
た
め
に
保
証
人
も
要
ら

な
い
し
、
保
証
金
も
要
ら
な
い
。
し
か
も
二
四
時
間
の
ケ
ア
付
き
で
あ
る
と
い
う
手
厚
い
も
の
で
す
が
、
こ
の
サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス

が
で
き
た
お
陰
で
、
そ
の
前
後
の
階
段
が
整
っ
て
い
く
形
に
な
り
ま
し
た
。
居
住
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
は
す
ご
く
重
要
で
す
。
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
こ
こ
に
住
む
人
た
ち
の
生
活
改
善
が
著
し
く
進
行
し
た

わ
け
で
す
。

釜
ヶ
崎
の
ま
ち
再
生
フ
ォ
ー
ラ
ム
自
体
が
一
つ
の
異
交
通
の
場
所
で
す
が
、
実
際
、
居
住
の
階
段
論
が
進
行
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、

同
時
に
異
交
通
の
場
所
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
い
く
つ
も
の
グ
ル
ー
プ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
生
ま
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
コ
コ
ル
ー
ム
は
上
田
假
奈
代
さ
ん
と
い
う
詩
人
が
主
宰
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
す
。
カ
マ
ン
！
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
も
同
じ
で

す
。
誰
に
も
開
い
て
い
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
た
ち
が
そ
こ
に
気
楽
に
寄
れ
る
よ
う
な
場
所
で
す
。
非
常
に
異
な
る
人
た
ち
だ
け
れ
ど

も
、
そ
の
人
た
ち
が
そ
こ
で
話
し
が
で
き
る
よ
う
な
場
所
を
作
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
の
言
葉
を
引
き
ま
す
。﹁
反
応
速
度
が
生
死
を
分
け
る
。
戦
場
で
も
、
市
場
で
も
﹂。
戦
場
で
も
市
場
で
も
実
際
に
ボ

タ
ン
を
押
す
反
応
速
度
が
生
死
を
分
け
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
で
考
え
る
の
だ
っ
た
ら
、
釜
ヶ
崎
の
場
合
は
逆
に
応
答
の
ゆ
っ
く
り
し

た
時
間
こ
そ
が
生
死
を
分
け
る
と
言
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
応
答
が
あ
る
か
な
い
か
で
す
。
反
応
速
度
の
問
題
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
異
な
る
他
者
の
呼
び
か
け
へ
の
応
答
、
つ
ま
り
異
交
通
が
、
新
し
い
つ
な
が
り
を
生
み
出
し
ま
す
。

イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
イ
チ
の
道
具
の
ス
ペ
ク
ト
ル
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
片
方
に
ホ
ー
ム
を
成
り
立
た
せ
る
極
が
あ
り
、
他
方

の
極
に
は
地
球
市
場
と
言
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
間
の
道
具
の
配
列
を
ス
ペ
ク
ト
ル
と
し
て
考
え
る
︵
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
イ

チ
︹
渡
辺
京
二
・
渡
辺
梨
佐
訳
︺﹃
コ
ン
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
リ
テ
ィ
の
た
め
の
道
具
﹄
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
八
九
年
︶
。
ホ
ー

ム
の
ほ
う
は
身
体
性
に
富
ん
で
い
る
も
の
、
手
で
使
え
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
鉛
筆
、
絵
の
具
、
電
話
、
自
転
車
な
ど
。
コ
ー
ヒ
ー
シ

ョ
ッ
プ
、
散
歩
道
、
公
園
、
パ
ソ
コ
ン
と
い
っ
た
も
の
も
ホ
ー
ム
の
側
で
す
。
地
球
市
場
の
側
に
は
、
多
国
籍
企
業
、
金
融
資
本
、
原

排除と生存をめぐって（栗原 彬）

23



発
、
ゲ
ノ
ム
計
画
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
核
体
制
と
い
っ
た
も
の
が
配
置
さ
れ
ま
す
。
釜
ヶ
崎
の
異
交
通
を
支
え
る
の
は
、
や
は

り
ホ
ー
ム
の
側
の
道
具
で
あ
る
わ
け
で
す
。

釜
ヶ
崎
の
交
通
の
基
盤
で
考
え
れ
ば
、
脱
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
や
っ
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
す

し
、
ト
ラ
ン
ス
都
道
府
県
で
す
。
国
籍
や
戸
籍
を
超
え
た
人
た
ち
の
集
ま
り
の
場
所
で
す
。
路
上
の
人
々
の
生
き
方
の
コ
ー
ド
を
考
え

て
い
く
と
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ラ
イ
フ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
異
な
り
が
資
源
で
あ
り
、
異
な
る
人
々
が
し
か
し
奥
底
で
抱
え
て
い
る
人
間
の
デ
ィ
グ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
も
の
が
異
交
通
の
基

に
あ
る
と
言
え
ま
す
。

つ
な
ぐ
ア
ー
ト

第
二
の
可
能
性
は
ア
ー
ト
で
す
。
ア
ー
ト
は
世
界
を
見
、
世
界
を
映
す
、
世
界
を
つ
な
ぐ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
他
者
の
呼
び
掛

け
に
応
答
す
る
こ
と
、
自
分
と
い
う
存
在
を
表
現
す
る
こ
と
、
人
と
人
、
人
と
世
界
を
つ
な
ぐ
こ
と
で
す
。

平
均
年
齢
が
八
五
歳
、
元
々
は
野
宿
を
し
て
い
た
人
た
ち
が
﹁
む
す
び
﹂
と
い
う
紙
芝
居
劇
団
を
作
り
ま
す
。
紙
芝
居
劇
と
言
っ

て
、
紙
芝
居
に
合
わ
せ
て
自
分
た
ち
も
劇
的
な
所
作
を
す
る
の
で
す
が
、
最
新
作
は
﹁
ね
こ
ち
ゃ
ん
の
人
生
ス
ゴ
ロ
ク
﹂
で
す
。

ぶ
ん
ち
ゃ
ん
と
い
う
女
の
子
と
ね
こ
ち
ゃ
ん
、
二
人
は
仲
良
し
な
の
で
す
が
、
ね
こ
ち
ゃ
ん
が
迷
子
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ぶ
ん
ち
ゃ

ん
を
見
失
う
。
出
会
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
た
ち
に
尋
ね
な
が
ら
ぶ
ん
ち
ゃ
ん
を
探
す
旅
が
紙
芝
居
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

最
初
に
蟻
さ
ん
と
出
会
う
。
蟻
さ
ん
は
ぶ
ん
ち
ゃ
ん
の
居
所
を
直
接
教
え
な
い
で
﹁
歩
き
続
け
る
と
い
い
よ
﹂
と
言
う
。
コ
ア
ラ
君

と
出
会
う
と
﹁
ゆ
っ
く
り
行
く
と
い
い
よ
﹂
と
言
う
。
い
ろ
い
ろ
な
動
物
た
ち
と
出
会
う
の
で
す
が
、
ぶ
ん
ち
ゃ
ん
が
ど
こ
に
い
る
と

は
教
え
な
い
。
カ
ラ
ス
の
く
ろ
ち
ゃ
ん
と
出
会
う
と
﹁
ね
こ
ち
ゃ
ん
、
屋
根
の
上
に
乗
る
と
見
え
る
よ
﹂
と
教
え
て
く
れ
る
。

こ
の
紙
芝
居
は
な
か
な
か
意
味
が
深
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ソ
ム
リ
エ
論
の
構
図
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。﹃
田
崎
真
也
の
サ
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ー
ビ
ス
の
極
意
﹄
︵
新
潮
文
庫
︶
と
い
う
ソ
ム
リ
エ
の
人
が
書
い
た
本
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
バ
ー
に
ホ
ス
ト
が
ゲ
ス
ト
を
連
れ
て

や
っ
て
来
ま
す
。
そ
の
時
、
ソ
ム
リ
エ
は
ゲ
ス
ト
に
直
接
も
て
な
し
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
す
。
も
て
な
し
は
歓
待
と
言
い

換
え
て
も
い
い
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
で
す
。
ホ
ス
ト
が
ゲ
ス
ト
を
歓
待
す
る
。
バ
ー
に
一
人
や
っ
て
来
る
。
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

一
人
の
客
が
自
分
を
も
て
な
す
。
そ
う
い
う
構
図
だ
と
考
え
て
い
た
だ
く
と
い
い
。
ソ
ム
リ
エ
は
、
ホ
ス
ト
が
ゲ
ス
ト
を
も
て
な
す
の

を
ア
シ
ス
ト
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
と
言
う
の
で
す
。

﹃
ね
こ
ち
ゃ
ん
の
人
生
ス
ゴ
ロ
ク
﹄
で
言
え
ば
、
動
物
た
ち
が
ぶ
ん
ち
ゃ
ん
は
こ
こ
に
い
る
よ
と
直
接
指
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

ね
こ
ち
ゃ
ん
が
ぶ
ん
ち
ゃ
ん
と
出
会
う
、
再
会
す
る
。
動
物
た
ち
は
そ
れ
を
ア
シ
ス
ト
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
。
ア
シ
ス
ト
す
る

こ
と
で
ね
こ
ち
ゃ
ん
の
主
体
性
を
立
ち
上
げ
て
い
く
。
そ
ん
な
こ
と
が
言
え
ま
す
。
ま
さ
に
日
雇
い
労
働
者
た
ち
、
八
五
歳
以
上
の
釜

ヶ
崎
の
住
民
た
ち
が
や
っ
て
き
た
こ
と
の
一
つ
の
表
現
の
形
で
す
。

生
命
に
直
接
的
な
公
共
性

第
三
に
公
共
性
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
新
し
い
公
共
性
、﹁
も
う
一
つ
の
公
共
性
﹂
と
言
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。
一
九
三

六
年
ス
ペ
イ
ン
生
ま
れ
の
聖
母
被
昇
天
修
道
会
シ
ス
タ
ー
の
マ
リ
ア
・
コ
ラ
レ
ス
さ
ん
か
ら
の
聞
き
書
き
で
す
が
、
元
旦
の
夜
、
路
上

で
暮
ら
す
男
が
通
り
す
が
り
の
男
か
ら
一
枚
の
一
万
円
札
を
受
け
取
る
。
一
万
円
札
を
手
に
す
る
な
ど
め
っ
た
に
な
い
こ
と
で
す
か
ら

驚
い
て
、
男
は
使
い
途
を
考
え
ま
す
。
夜
が
明
け
て
男
は
酒
と
た
ば
こ
と
食
料
を
買
っ
て
、
同
じ
く
路
上
で
暮
ら
す
男
た
ち
と
分
け
合

っ
た
。
少
し
残
っ
た
小
銭
で
自
分
の
衣
服
を
洗
濯
し
た
。﹁
い
い
こ
と
が
あ
っ
た
﹂
と
う
れ
し
そ
う
に
マ
リ
ア
さ
ん
に
話
し
を
し
た
と

い
う
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
︵
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
コ
コ
ル
ー
ム
編
﹃
記
憶
と
地
域
を
つ
な
ぐ
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

こ
こ
ろ
の
た
ね
と
し
て

釜
ヶ
崎
二
〇
〇
八
﹄
大
阪
市
立
大
学
都
市
研
究
プ
ラ
ザ
、
二
〇
〇
九
年
︶
。

分
か
ち
合
い
で
す
。
路
上
の
生
活
で
は
分
か
ち
合
い
が
ご
く
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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マ
リ
ア
さ
ん
が
夜
回
り
で
食
料
を
配
り
な
が
ら
街
を
歩
く
。
野
宿
し
て
い
る
人
た
ち
に
食
べ
物
を
置
い
て
い
く
。
リ
ヤ
カ
ー
を
停
め

て
そ
の
上
で
寝
て
い
る
人
が
い
た
。
マ
リ
ア
さ
ん
は
そ
の
人
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
そ
っ
と
お
に
ぎ
り
を
置
い
て
立
ち
去
っ
た
。
し
ば

ら
く
し
て
同
じ
場
所
を
通
り
掛
か
る
と
、
男
は
目
を
覚
ま
し
て
い
た
。﹁
さ
っ
き
こ
こ
に
お
に
ぎ
り
を
置
い
た
﹂
と
言
う
と
、
﹁
そ
ん
な

も
の
は
な
か
っ
た
﹂
と
男
は
答
え
た
。﹁
で
は
、
次
に
配
る
時
は
見
え
な
い
よ
う
に
隠
し
て
お
く
﹂
と
マ
リ
ア
さ
ん
が
言
う
と
、
男
は

マ
リ
ア
さ
ん
の
顔
を
じ
っ
と
見
て
言
っ
た
。﹁
何
で
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
か
。
た
ま
た
ま
通
り
掛
か
っ
た
人
が
お
腹
が
す
い
て
い
た
、

だ
か
ら
食
べ
た
、
そ
れ
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
﹂。

市
民
社
会
の
所
有
権
前
提
の
公
共
性
の
次
元
で
は
、
こ
れ
は
盗
み
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
公

園
、
道
路
な
ど
小
さ
な
場
所
で
行
わ
れ
て
い
る
小
さ
な
公
共
性
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
硬
い
言
葉
で
言
え
ば
、
共
生
を
め
ぐ
る
公

共
性
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
︵
慣
習
行
動
︶
が
そ
こ
に
あ
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

一
九
七
〇
年
代
の
初
め
ご
ろ
に
伊
達
火
力
阻
止
の
運
動
が
あ
り
ま
し
た
。
北
海
道
の
伊
達
に
火
力
発
電
所
を
造
ろ
う
と
い
う
話
で

す
。
裁
判
官
が
現
地
視
察
に
訪
れ
た
時
、
農
民
と
漁
民
が
次
の
よ
う
に
言
っ
た
と
い
い
ま
す
。
安
全
で
お
い
し
い
食
べ
物
を
提
供
す
る

こ
と
は
電
力
よ
り
も
っ
と
大
切
な
公
共
性
で
は
な
い
の
か
、
と
。
つ
ま
り
、
北
海
道
電
力
は
電
力
は
公
共
性
と
い
う
。
文
明
化
、
近
代

化
に
結
び
つ
く
公
共
性
、
と
い
う
葵
の
御
紋
み
た
い
な
提
起
の
仕
方
を
し
た
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
農
民
た
ち
が
、
安
全
で
お
い

し
い
食
べ
物
を
提
供
す
る
こ
と
は
大
切
な
公
共
性
で
は
な
い
の
か
と
言
っ
た
。
公
益
と
公
論
と
公
的
な
決
定
、
三
つ
の
要
素
を
含
ん
で

い
る
公
共
性
の
次
元
の
中
で
言
え
ば
、
も
う
一
つ
の
公
益
で
す
。

さ
ら
に
時
間
を
遡
れ
ば
、
長

ち
ょ
う

祐す
け

之ゆ
き

の
名
前
が
出
て
き
ま
す
。
淡
路
さ
ん
が
先
ほ
ど
足
尾
山
地
の
滅
亡
し
た
松
木
村
の
写
真
を
出
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
古
河
市
兵
衛
が
足
尾
銅
山
経
営
に
際
し
て
、
銅
を
精
錬
す
る
時
の
燃
料
に
立
ち
木
を
使
い
ま
し
た
。
ま
た
煙

害
で
山
に
は
全
く
立
ち
木
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
渡
良
瀬
川
が
大
洪
水
を
起
こ
し
ま
す
。
明
治
二
三
年
八
月
に
大
洪
水
が
起
こ

り
、
足
利
・
佐
野
地
方
の
稲
が
腐
り
、
桑
も
ま
た
枯
死
、
魚
も
全
く
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
足
尾
銅
山
に
よ
る
鉱
毒
で
は
な
い
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か
と
、
実
地
調
査
と
統
計
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
、
最
初
に
言
っ
た
の
が
長
祐
之
で
す
。

長
祐
之
は
足
利
出
身
、
東
京
専
門
学
校
、
現
在
の
早
稲
田
大
学
の
学
生
で
し
た
。
後
に
足
利
町
長
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
人
が
﹃
下

野
新
聞
﹄
明
治
二
三
年
一
〇
月
一
一
日
号
・
一
二
日
号
に
投
書
し
ま
す
。﹁
私
益
を
も
っ
て
公
益
を
害
す
べ
か
ら
ず
﹂。
私
益
と
は
足
尾

銅
山
で
す
。
銅
の
精
錬
は
公
共
性
と
政
府
は
言
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
う
で
は
な
い
、
そ
れ
は
私
益
で
あ
る
と

言
う
。
鮎
漁
で
鮎
を
獲
る
こ
と
、
お
い
し
い
お
米
を
作
る
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
公
益
だ
と
言
う
の
で
す
。

鉱
業
が
一
国
の
公
益
を
助
け
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
私
益
の
余
り
で
や
る
こ
と
で
あ
っ
て
そ
の
意
味
で
は
間
接
的
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
漁
民
の
も
た
ら
す
公
益
は
直
接
的
で
あ
る
。
鉱
毒
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
使
っ
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
す
が
、
生
に
直
接

的
な
公
共
性
と
い
う
考
え
方
を
提
起
し
て
い
ま
す
。
間
接
的
な
公
共
性
に
対
し
て
直
接
的
な
公
共
性
が
優
先
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
排

除
と
生
存
の
ぎ
り
ぎ
り
の
エ
ッ
ジ
に
立
つ
公
共
性
の
一
つ
の
問
題
提
起
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
実
際
に
明
治
二
三
年
一
〇
月
一
一

日
、
一
二
日
の
新
聞
へ
の
投
書
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

衆
議
院
議
員
の
田
中
正
造
が
被
害
を
受
け
た
足
利
郡
や
群
馬
県
の
邑
楽
郡
を
調
査
し
て
、﹁
足
尾
鉱
毒
の
儀
に
つ
き
質
問
書
﹂
を
初

め
て
政
府
に
提
出
し
た
の
は
そ
の
翌
年
の
こ
と
で
す
。
明
治
二
四
年
一
二
月
一
八
日
、
第
二
帝
国
議
会
で
初
め
て
提
出
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
先
立
っ
て
長
祐
之
と
い
う
一
人
の
学
生
が
問
題
提
起
を
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
釜
ヶ
崎
の
可
能
性
、
も
う
一
つ
の
公
共
性
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
小
さ
な
公
共
性
で
す
。
し
か
し
共

生
と
い
う
比
類
な
い
公
益
性
で
あ
る
し
、
人
間
が
生
存
す
る
こ
と
の
ぎ
り
ぎ
り
の
場
所
に
立
つ
大
切
な
公
共
性
で
す
。

共
生
へ
の
社
会
科
学

排
除
と
生
存
を
め
ぐ
っ
て
釜
ヶ
崎
の
可
能
性
を
考
え
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
く
人
た
ち
が
ま
さ
に
エ

ッ
ジ
の
現
場
に
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
大
き
く
三
つ
ぐ
ら
い
に
分
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。
受
難
者
や
受
苦
者
自
身
が
社
会
科
学
を
持
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ち
、
ア
ー
ト
を
持
つ
。
た
と
え
ば
川
本
輝
夫
さ
ん
、
水
俣
病
者
で
す
が
、
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
る
ぐ
ら
い
六
法
全
書
を
読
み
込
ん
で
、
水
俣

病
闘
争
を
リ
ー
ド
し
た
人
で
す
。
女
島
の
漁
師
で
水
俣
病
者
の
緒
方
正
人
さ
ん
は
極
限
思
考
を
す
る
人
で
す
。

そ
れ
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
市
民
活
動
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
社
会
科
学
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
派
遣
村
の
村
長
を
つ
と
め
た
湯
浅
誠
さ

ん
も
そ
う
で
す
。
稲
葉
剛
さ
ん
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
も
や
い
の
理
事
長
で
す
。
湯
浅
さ
ん
は
東
大
の
政
治
学
の
大
学
院
で
学
ん
だ
人
で
す
。

稲
葉
さ
ん
は
東
大
の
教
養
学
部
を
出
て
い
る
人
で
す
。
障
害
者
の
ア
ー
ト
を
起
こ
し
て
き
た
播
磨
靖
夫
さ
ん
も
い
ま
す
。
宇
井
純
さ
ん

は
、
自
分
が
や
っ
て
来
た
こ
と
は
生
涯
を
通
じ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
と
は
っ
き
り
と
自
己
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
若
い
人
た
ち
で
す
が
、
車
椅
子
を
押
す
社
会
科
学
者
た
ち
が
学
園
の
中
に
現
れ
て
い
ま
す
。
社
会
の
エ
ッ
ジ
に
立
つ
社
会

科
学
と
ア
ー
ト
、
こ
の
よ
う
な
広
が
り
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
学
園
の
中
で
も
、
た
と
え
ば
釜
ヶ
崎
へ
行
く
と
、
実
際
に
釜
ヶ
崎
の
市

民
活
動
に
学
生
た
ち
が
入
り
込
ん
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
、
あ
る
い

は
ア
ク
シ
ョ
ン
・
リ
サ
ー
チ
と
い
う
こ
と
が
進
行
し
て
い
ま
す
。

私
は
釜
ヶ
崎
の
コ
コ
ル
ー
ム
の
職
員
で
原
田
麻
以
さ
ん
と
い
う
明
治
学
院
大
学
を
卒
業
し
て
一
年
目
の
人
と
一
緒
に
夜
回
り
を
し
ま

し
た
。
路
上
で
段
ボ
ー
ル
に
囲
ま
れ
て
野
宿
を
し
て
い
る
人
に
お
む
す
び
と
ち
ょ
っ
と
し
た
お
か
ず
と
飲
み
物
を
添
え
た
袋
を
差
し
出

す
の
で
す
が
、
彼
女
の
後
ろ
か
ら
私
が
そ
の
袋
を
持
っ
て
つ
い
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
彼
女
は
腰
を
低
め
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
上
か
ら
あ
げ
る
よ
と
い
う
姿
勢
だ
と
、
受
け
取
る
ほ
う
の
身
に
な
る
と
す
ご
く
つ
ら
い
も
の
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
同
じ

目
線
、
同
じ
位
置
に
立
つ
の
で
す
。
そ
れ
で
﹁
夜
回
り
に
来
ま
し
た
、
お
む
す
び
は
い
か
が
で
す
か
﹂
と
言
う
。
彼
女
が
そ
う
言
う
と

私
が
袋
を
渡
す
の
で
す
が
、
そ
の
時
袋
を
渡
し
な
が
ら
私
は
思
わ
ず
﹁
あ
り
が
と
う
﹂
と
言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

﹁
あ
り
が
と
う
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
。
普
通
は
も
ら
う
ほ
う
が
﹁
あ
り
が
と
う
﹂
と
言
い
ま
す
。
野
宿
し
て
い
る
人
た
ち
は

必
ず
﹁
あ
り
が
と
う
﹂
と
言
う
。
本
当
に
う
れ
し
そ
う
に
﹁
あ
り
が
と
う
﹂
と
言
う
の
で
す
が
、
渡
す
ほ
う
の
私
が
﹁
あ
り
が
と
う
﹂

と
言
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
後
で
考
え
ま
し
た
が
、
思
わ
ず
出
て
し
ま
っ
た
言
葉
で
す
。
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原
田
麻
以
さ
ん
の
姿
勢
が
そ
の
言
葉
を
引
き
出
し
た
の
で
す
。
も
の
を
野
宿
し
て
い
る
人
に
差
し
上
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、
彼
女
に

と
っ
て
は
苦
し
い
。
そ
れ
を
踏
み
越
え
て
差
し
上
げ
る
時
の
姿
勢
で
す
。
そ
れ
は
昔
か
ら
あ
る
歓
待
と
贈
与
の
形
で
す
。

作
家
の
五
木
寛
之
さ
ん
か
ら
聞
い
た
話
で
す
が
、
白
山
か
ら
京
都
の
街
に
冬
場
に
下
り
て
き
て
、
門
付
け
と
い
っ
て
、
商
店
の
門
口

に
立
つ
。
黙
っ
て
立
っ
て
い
る
と
、
商
店
主
が
お
金
な
ど
を
包
ん
で
、
商
店
主
の
ほ
う
が
﹁
あ
り
が
と
う
﹂
と
言
っ
て
、
白
山
か
ら
来

た
人
に
渡
す
。
そ
れ
が
門
付
け
の
原
則
で
す
。
も
ら
っ
た
ほ
う
は
﹁
あ
り
が
と
う
﹂
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
も
思
い
出
し
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
が
釜
ヶ
崎
で
進
行
し
て
い
ま
す
。

時
間
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。︵
拍
手
︶
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