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書
評岡

部
造
史
著

『
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
期
の
子
供
と
社
会

―
統
治
権
力
と
し
て
の
児
童
保
護―

』

森

原

隆

「
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
期
の
子
ど
も
は
い
か
な
る
存
在
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。」
本
書
は
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
期
の
政
治
と
社
会

を
中
心
に
こ
れ
ま
で
研
究
を
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
著
者
が
、
既
発

表
の
論
稿
を
も
と
に
「
書
き
下
ろ
し
」
の
論
文
も
含
め
て
一
書
に
纏

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
第
三
共
和
政
前
期
（
一
八
七
〇
年

～
一
九
一
四
年
）
に
お
け
る
児
童
保
護
の
問
題
を
中
心
に
詳
細
に
論

じ
た
研
究
で
あ
る
。

「
子
ど
も
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
西
洋
史
研
究
に
お
い
て
一
躍
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
い
わ

ゆ
る
日
曜
歴
史
家
Ｆ
・
ア
リ
エ
ス
が
、
一
九
六
〇
年
に
『
ア
ン
シ
ャ

ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
子
ど
も
と
家
族
生
活
』
と
い
う
著
作
を
刊
行
し

て
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
く
に
で
も
一
九
八
七
年
に
翻
訳
が
刊
行
さ
れ

て
以
降
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
な
ど
が
推
進
し
た
「
社
会
史
」
と
い
う
枠

組
み
の
中
で
、「
子
ど
も
」
の
研
究
は
子
ど
も
を
ふ
く
め
た
「
家
族
史
」

と
い
う
領
域
に
発
展
し
、
現
在
も
多
く
の
研
究
業
績
を
生
み
出
し
て

い
る
。
ま
た
近
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
に
お
け
る
福
祉
社
会
・
国
家

形
成
の
問
題
が
注
目
さ
れ
、
一
般
的
に
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
が
先
行

し
た
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
福
祉
史
に
関
す
る

研
究
も
増
加
し
て
い
る
。
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
の
子
ど
も
史
・
家
族

史
研
究
と
福
祉
史
研
究
と
い
う
二
つ
の
研
究
動
向
の
な
か
で
、
必
ず

し
も
十
分
な
考
察
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
児
童
保
護
と
い
う
テ
ー

マ
に
焦
点
を
あ
て
、
両
者
を
つ
な
ぐ
い
わ
ば
接
点
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス

第
三
共
和
政
と
い
う
近
代
か
ら
現
代
へ
の
移
行
期
の
意
味
や
意
義
を

検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
書
の
研
究
方
法
論
と
し
て
強

く
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
思
想
家
Ｍ
・
フ
ー
コ
ー
の
権
力
・
統
治

論
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
が
『
狂
気
の
歴
史
』
や
『
監
獄
の
誕
生
』
な

ど
の
著
作
で
明
ら
か
に
し
た
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
統
治
権

力
に
よ
る
監
督
・
管
理
の
問
題
、
い
わ
ゆ
る
「
閉
じ
込
め
」
現
象
の

問
題
は
、
と
り
わ
け
近
代
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
期
の
諸
問
題
を
考

察
す
る
上
で
重
要
で
あ
り
、
本
書
の
児
童
保
護
の
問
題
の
分
析
の
基

層
に
力
強
く
流
れ
て
い
る
。
本
書
に
お
い
て
ま
ず
も
っ
て
注
目
さ
れ

る
の
は
、
こ
れ
ら
「
子
ど
も
」「
福
祉
」「
統
治
権
力
」
と
い
う
三
つ

の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
を
捉
え
な
お
す
と
い

う
こ
の
研
究
視
角
で
あ
る
。
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こ
の
第
三
共
和
政
期
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
の
時
期
の
児
童
保
護
政
策

を
推
進
し
た
為
政
者
側
の
中
心
人
物
で
あ
る
ル
ー
セ
ル
の
児
童
保
護

思
想
、
さ
ら
に
は
、
児
童
虐
待
処
罰
法
の
追
加
条
項
案
を
め
ぐ
る
ス

ト
ロ
ー
ス
の
慈
善
事
業
の
組
織
化
案
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
、
か
つ
共

和
派
と
王
党
派
・
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
間
で
激
し
い
論
争
が
展
開
さ
れ

た
こ
と
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
第
三
共
和
政
期
の
複

雑
な
政
治
状
況
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
で
、
著
者
が
強
調
す
る
、
権

力
側
の
複
雑
さ
・
あ
い
ま
い
さ
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
お
り
、
論
理

的
で
説
得
的
な
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
ル
ー
セ
ル
は
本
書
の
要
と
も

な
る
人
物
な
の
で
、
個
人
の
経
歴
や
思
想
的
背
景
な
ど
に
つ
い
て
、

別
途
詳
し
い
解
説
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
Ⅱ
部
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ノ
ー
ル
県
を
事
例
に
し
た
、
児
童
保

護
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
Ⅱ
部
が

本
書
の
い
わ
ば
本
論
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
・
ノ
ー
ル
県
で
の
史
料
調

査
に
基
づ
く
実
証
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ノ
ー
ル
県
は
ノ
ル

マ
ン
デ
ィ
ー
、
ア
ル
ザ
ス
と
並
ん
で
フ
ラ
ン
ス
の
工
業
化
の
先
進
地

域
で
、
か
つ
社
会
問
題
が
最
も
深
刻
な
地
域
の
一
つ
と
し
て
、
本
書

の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
対
象
と
な
っ
た
。
ま
ず
こ
の
地
域
に
お
け
る

乳
幼
児
保
護
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
、
と
く
に
一
八
七
四
年
の
乳
幼

児
保
護
法
の
成
立
を
め
ぐ
る
前
述
の
ル
ー
セ
ル
の
議
論
に
立
ち
戻
っ

た
う
え
で
、
リ
ー
ル
で
の
実
態
が
解
明
さ
れ
る
。
ノ
ー
ル
県
は
一
般

的
に
乳
児
死
亡
率
が
高
く
、
ま
た
里
子
に
出
す
割
合
が
低
か
っ
た
地

域
で
あ
る
が
、
一
八
八
〇
年
以
降
に
本
格
的
に
乳
幼
児
政
策
が
実
行

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
の
届
出
登
録
業
務
の
再
編
、
家
庭
訪
問
、
乳

幼
児
健
診
の
奨
励
な
ど
の
活
動
に
関
し
て
、
乳
幼
児
保
護
業
務
報
告

書
な
ど
を
手
掛
か
り
に
し
た
実
施
状
況
が
詳
述
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

第
４
章
で
は
、児
童
扶
助
行
政
の
展
開
に
ふ
れ
、児
童
保
護
政
策
が
、

単
に
国
家
レ
ヴ
ェ
ル
で
構
想
さ
れ
た
統
治
戦
略
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
県
当
局
に
よ
る
実
践
や
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
中
止
と
す
る
プ
ロ

セ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
続
け
て
第
５
章
で
は
児
童
労

働
の
問
題
に
ふ
れ
、
児
童
労
働
規
制
の
展
開
に
焦
点
を
あ
て
、
一
八

七
四
年
の
児
童
労
働
法
の
論
理
の
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
ノ
ー
ル
県
に

お
け
る
実
態
と
そ
の
後
一
八
九
〇
年
代
の
法
改
正
と
そ
の
展
開
が
同

様
に
詳
述
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
児
童
労
働
規
制
の
展
開
は
、
国
家

の
私
的
領
域
へ
の
介
入
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
の
ち
の
労
働
政
策
の

進
展
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
し
て
積
極
的
な
意
義
づ
け
が
な
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
現
地
で
の
史
料
調
査
に
基
づ
く

綿
密
か
つ
詳
細
な
一
連
の
実
態
分
析
は
、
圧
巻
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

第
Ⅲ
部
で
は
、
こ
の
児
童
保
護
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
・
地
方

自
治
体
・
民
間
事
業
間
の
関
係
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
、
児
童
保
護

施
設
の
設
立
や
運
営
の
実
態
分
析
を
と
お
し
て
、
慈
善
事
業
そ
の
も

の
が
、
公
的
扶
助
と
の
自
立
的
・
自
発
的
な
補
完
関
係
か
ら
、
上
か

本
書
の
具
体
的
な
研
究
課
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
に
お
け

る
、
一
、
児
童
保
護
の
形
成
過
程
、
一
、
児
童
保
護
政
策
の
具
体
的

な
展
開
過
程
、
一
、
統
治
権
力
と
し
て
の
児
童
保
護
が
い
か
に
担
わ

れ
て
い
た
か
、の
三
つ
で
あ
る
。本
書
は
三
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、

こ
の
三
つ
の
課
題
が
、
第
Ⅰ
部

児
童
保
護
政
策
の
形
成
、
第
Ⅱ
部

児
童
保
護
政
策
の
展
開
、
第
Ⅲ
部

児
童
保
護
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

の
そ
れ
ぞ
れ
各
部
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
本
書
の
構
成

に
沿
っ
て
、
紹
介
と
考
察
を
く
わ
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

第
Ⅰ
部
で
は
、
統
治
権
力
と
し
て
の
児
童
保
護
の
形
成
過
程
と
そ

の
論
理
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
ま
ず
概
略
と
し
て
、

一
九
世
紀
以
前
に
お
い
て
児
童
保
護
と
は
基
本
的
に
捨
て
子
や
孤
児

の
保
護
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ

ー
ム
期
に
お
け
る
施
療
院
や
修
道
会
に
よ
る
捨
て
子
受
け
入
れ
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
を
経
た
一
九
世
紀
の
第
三
共
和
政
以
前
と
以
後
、
さ

ら
に
二
〇
世
紀
第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
の
児
童
保
護
に
関
す
る
法

的
な
歴
史
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
回
転
箱
」
の
受
け
入

れ
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
り
、
ま
た
一
九
世
紀
半
ば
以
降
は
、
工
業
化

の
進
展
に
よ
り
児
童
労
働
の
規
制
問
題
が
新
た
に
加
わ
っ
た
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
第
三
共
和
政
期
が
児
童
保
護
の
本
格
的
な
発
展
期
で

あ
っ
た
。
次
に
、
本
論
に
関
す
る
研
究
史
の
問
題
に
触
れ
ら
れ
て
お

り
、
当
初
は
、
前
述
の
ア
リ
エ
ス
の
所
説
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
フ
ー
コ

ー
の
権
力
理
論
の
影
響
を
受
け
た
社
会
学
者
た
ち
の
研
究
、
例
え
ば
、

ド
ン
ズ
ロ
や
メ
イ
エ
の
議
論
が
あ
り
、
子
ど
も
を
中
心
と
す
る
近
代

家
族
モ
デ
ル
の
普
及
と
い
う
統
治
側
の
論
理
を
強
調
す
る
研
究
が
重

き
を
な
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
ク
セ
ル
マ

ン
や
ロ
レ

エ
シ
ャ
リ
エ
ら
に
よ
る
実
証
的
な
研
究
が
な
さ
れ
、と
く

に
統
治
権
力
の
あ
い
ま
い
さ
を
論
じ
た
シ
ェ
イ
フ
ァ
ー
の
研
究
が
重

要
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
う
え

で
、
と
く
に
第
三
節
で
は
、
捨
て
子
受
け
入
れ
方
法
に
関
す
る
議
論

を
と
お
し
て
、
統
治
権
力
の
論
理
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
捨
て
子
の

問
題
は
、
啓
蒙
思
想
家
ル
ソ
ー
が
そ
の
五
人
の
子
ど
も
を
捨
て
子
養

育
院
に
送
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
と
く
に
ア
ン
シ
ャ
ン
・

レ
ジ
ー
ム
期
の
社
会
・
文
化
史
研
究
で
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
る

問
題
で
あ
る
。
回
転
箱
の
是
非
か
ら
「
開
放
受
け
入
れ
制
」
に
い
た

る
議
論
が
、
個
人
の
自
発
性
を
重
ん
じ
る
と
い
う
点
で
、
第
三
共
和

政
が
推
進
し
た
共
和
主
義
体
制
に
適
合
し
た
方
式
で
あ
る
と
い
う
指

摘
は
充
分
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
捨
て
子
の
問
題
が
中
心
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
か
ら
一
九
世
紀
に
い
た
る

ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
全
体
に
お
け
る
捨
て
子
の
実
態
に
つ
い
て
、
収
容

数
や
施
設
、
結
婚
や
私
生
児
、
養
育
や
幼
児
死
亡
率
な
ど
に
関
す
る

表
や
グ
ラ
フ
な
ど
を
と
お
し
た
、
さ
ら
に
詳
し
い
全
体
的
な
説
明
が

あ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。続
く
第
二
章
で
は
、
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こ
の
第
三
共
和
政
期
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
の
時
期
の
児
童
保
護
政
策

を
推
進
し
た
為
政
者
側
の
中
心
人
物
で
あ
る
ル
ー
セ
ル
の
児
童
保
護

思
想
、
さ
ら
に
は
、
児
童
虐
待
処
罰
法
の
追
加
条
項
案
を
め
ぐ
る
ス

ト
ロ
ー
ス
の
慈
善
事
業
の
組
織
化
案
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
、
か
つ
共

和
派
と
王
党
派
・
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
間
で
激
し
い
論
争
が
展
開
さ
れ

た
こ
と
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
第
三
共
和
政
期
の
複

雑
な
政
治
状
況
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
で
、
著
者
が
強
調
す
る
、
権

力
側
の
複
雑
さ
・
あ
い
ま
い
さ
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
お
り
、
論
理

的
で
説
得
的
な
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
ル
ー
セ
ル
は
本
書
の
要
と
も

な
る
人
物
な
の
で
、
個
人
の
経
歴
や
思
想
的
背
景
な
ど
に
つ
い
て
、

別
途
詳
し
い
解
説
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
Ⅱ
部
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ノ
ー
ル
県
を
事
例
に
し
た
、
児
童
保

護
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
Ⅱ
部
が

本
書
の
い
わ
ば
本
論
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
・
ノ
ー
ル
県
で
の
史
料
調

査
に
基
づ
く
実
証
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ノ
ー
ル
県
は
ノ
ル

マ
ン
デ
ィ
ー
、
ア
ル
ザ
ス
と
並
ん
で
フ
ラ
ン
ス
の
工
業
化
の
先
進
地

域
で
、
か
つ
社
会
問
題
が
最
も
深
刻
な
地
域
の
一
つ
と
し
て
、
本
書

の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
の
対
象
と
な
っ
た
。
ま
ず
こ
の
地
域
に
お
け
る

乳
幼
児
保
護
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
、
と
く
に
一
八
七
四
年
の
乳
幼

児
保
護
法
の
成
立
を
め
ぐ
る
前
述
の
ル
ー
セ
ル
の
議
論
に
立
ち
戻
っ

た
う
え
で
、
リ
ー
ル
で
の
実
態
が
解
明
さ
れ
る
。
ノ
ー
ル
県
は
一
般

的
に
乳
児
死
亡
率
が
高
く
、
ま
た
里
子
に
出
す
割
合
が
低
か
っ
た
地

域
で
あ
る
が
、
一
八
八
〇
年
以
降
に
本
格
的
に
乳
幼
児
政
策
が
実
行

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
の
届
出
登
録
業
務
の
再
編
、
家
庭
訪
問
、
乳

幼
児
健
診
の
奨
励
な
ど
の
活
動
に
関
し
て
、
乳
幼
児
保
護
業
務
報
告

書
な
ど
を
手
掛
か
り
に
し
た
実
施
状
況
が
詳
述
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

第
４
章
で
は
、児
童
扶
助
行
政
の
展
開
に
ふ
れ
、児
童
保
護
政
策
が
、

単
に
国
家
レ
ヴ
ェ
ル
で
構
想
さ
れ
た
統
治
戦
略
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
県
当
局
に
よ
る
実
践
や
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
中
止
と
す
る
プ
ロ

セ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
続
け
て
第
５
章
で
は
児
童
労

働
の
問
題
に
ふ
れ
、
児
童
労
働
規
制
の
展
開
に
焦
点
を
あ
て
、
一
八

七
四
年
の
児
童
労
働
法
の
論
理
の
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
ノ
ー
ル
県
に

お
け
る
実
態
と
そ
の
後
一
八
九
〇
年
代
の
法
改
正
と
そ
の
展
開
が
同

様
に
詳
述
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
児
童
労
働
規
制
の
展
開
は
、
国
家

の
私
的
領
域
へ
の
介
入
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
の
ち
の
労
働
政
策
の

進
展
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
し
て
積
極
的
な
意
義
づ
け
が
な
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
現
地
で
の
史
料
調
査
に
基
づ
く

綿
密
か
つ
詳
細
な
一
連
の
実
態
分
析
は
、
圧
巻
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

第
Ⅲ
部
で
は
、
こ
の
児
童
保
護
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
・
地
方

自
治
体
・
民
間
事
業
間
の
関
係
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
、
児
童
保
護

施
設
の
設
立
や
運
営
の
実
態
分
析
を
と
お
し
て
、
慈
善
事
業
そ
の
も

の
が
、
公
的
扶
助
と
の
自
立
的
・
自
発
的
な
補
完
関
係
か
ら
、
上
か

本
書
の
具
体
的
な
研
究
課
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
に
お
け

る
、
一
、
児
童
保
護
の
形
成
過
程
、
一
、
児
童
保
護
政
策
の
具
体
的

な
展
開
過
程
、
一
、
統
治
権
力
と
し
て
の
児
童
保
護
が
い
か
に
担
わ

れ
て
い
た
か
、の
三
つ
で
あ
る
。本
書
は
三
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、

こ
の
三
つ
の
課
題
が
、
第
Ⅰ
部

児
童
保
護
政
策
の
形
成
、
第
Ⅱ
部

児
童
保
護
政
策
の
展
開
、
第
Ⅲ
部

児
童
保
護
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

の
そ
れ
ぞ
れ
各
部
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
本
書
の
構
成

に
沿
っ
て
、
紹
介
と
考
察
を
く
わ
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

第
Ⅰ
部
で
は
、
統
治
権
力
と
し
て
の
児
童
保
護
の
形
成
過
程
と
そ

の
論
理
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
ま
ず
概
略
と
し
て
、

一
九
世
紀
以
前
に
お
い
て
児
童
保
護
と
は
基
本
的
に
捨
て
子
や
孤
児

の
保
護
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ

ー
ム
期
に
お
け
る
施
療
院
や
修
道
会
に
よ
る
捨
て
子
受
け
入
れ
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
を
経
た
一
九
世
紀
の
第
三
共
和
政
以
前
と
以
後
、
さ

ら
に
二
〇
世
紀
第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
の
児
童
保
護
に
関
す
る
法

的
な
歴
史
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
回
転
箱
」
の
受
け
入

れ
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
り
、
ま
た
一
九
世
紀
半
ば
以
降
は
、
工
業
化

の
進
展
に
よ
り
児
童
労
働
の
規
制
問
題
が
新
た
に
加
わ
っ
た
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
第
三
共
和
政
期
が
児
童
保
護
の
本
格
的
な
発
展
期
で

あ
っ
た
。
次
に
、
本
論
に
関
す
る
研
究
史
の
問
題
に
触
れ
ら
れ
て
お

り
、
当
初
は
、
前
述
の
ア
リ
エ
ス
の
所
説
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
フ
ー
コ

ー
の
権
力
理
論
の
影
響
を
受
け
た
社
会
学
者
た
ち
の
研
究
、
例
え
ば
、

ド
ン
ズ
ロ
や
メ
イ
エ
の
議
論
が
あ
り
、
子
ど
も
を
中
心
と
す
る
近
代

家
族
モ
デ
ル
の
普
及
と
い
う
統
治
側
の
論
理
を
強
調
す
る
研
究
が
重

き
を
な
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
ク
セ
ル
マ

ン
や
ロ
レ

エ
シ
ャ
リ
エ
ら
に
よ
る
実
証
的
な
研
究
が
な
さ
れ
、と
く

に
統
治
権
力
の
あ
い
ま
い
さ
を
論
じ
た
シ
ェ
イ
フ
ァ
ー
の
研
究
が
重

要
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
う
え

で
、
と
く
に
第
三
節
で
は
、
捨
て
子
受
け
入
れ
方
法
に
関
す
る
議
論

を
と
お
し
て
、
統
治
権
力
の
論
理
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
捨
て
子
の

問
題
は
、
啓
蒙
思
想
家
ル
ソ
ー
が
そ
の
五
人
の
子
ど
も
を
捨
て
子
養

育
院
に
送
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
と
く
に
ア
ン
シ
ャ
ン
・

レ
ジ
ー
ム
期
の
社
会
・
文
化
史
研
究
で
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
る

問
題
で
あ
る
。
回
転
箱
の
是
非
か
ら
「
開
放
受
け
入
れ
制
」
に
い
た

る
議
論
が
、
個
人
の
自
発
性
を
重
ん
じ
る
と
い
う
点
で
、
第
三
共
和

政
が
推
進
し
た
共
和
主
義
体
制
に
適
合
し
た
方
式
で
あ
る
と
い
う
指

摘
は
充
分
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
捨
て
子
の
問
題
が
中
心
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
か
ら
一
九
世
紀
に
い
た
る

ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
全
体
に
お
け
る
捨
て
子
の
実
態
に
つ
い
て
、
収
容

数
や
施
設
、
結
婚
や
私
生
児
、
養
育
や
幼
児
死
亡
率
な
ど
に
関
す
る

表
や
グ
ラ
フ
な
ど
を
と
お
し
た
、
さ
ら
に
詳
し
い
全
体
的
な
説
明
が

あ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。続
く
第
二
章
で
は
、
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っ
て
い
る
こ
と
を
力
説
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
書
を
と
お
し
て
、
第
三
共
和
政
期
に
お
け
る
子
ど
も
の
実
態
分

析
か
ら
、
子
ど
も
そ
の
も
の
が
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
「
捨

て
子
」
か
ら
「
開
放
受
け
入
れ
」
を
経
て
、
近
代
的
な
保
護
や
福
祉

の
対
象
に
な
っ
て
い
く
詳
細
な
過
程
が
明
瞭
に
な
っ
た
。
こ
の
分
野

で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ア
リ
エ
ス
・
フ
ー
コ
ー
理
論
の
影
響
が
強

く
、
本
書
の
分
析
も
ア
リ
エ
ス
に
よ
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
「
子
ど
も
期
の
発
見
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
裏
打
ち
す
る
形

に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
方
で
、

本
書
で
は
、
ア
リ
エ
ス
以
降
、
研
究
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
い
わ
ゆ
る

社
会
史
的
な
描
写
が
少
な
く
、
そ
の
た
め
に
子
ど
も
史
か
ら
家
族
史

に
い
た
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
展
開
を
明
快
な
想
像
の
イ
メ
ー
ジ
で

膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
書
が
ア

リ
エ
ス
以
上
に
依
拠
す
る
の
は
、
フ
ー
コ
ー
の
権
力
理
論
で
あ
る
の

で
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
本
書
は
、
非
常
に
精
緻
に
理
論
化
さ
れ
た
部
・

章
構
成
を
と
り
、
緻
密
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
論
理
分
析
を
達
成
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
の
私
的
領
域
へ
の
介
入
や
統
治
権
力

そ
の
も
の
の
不
安
定
さ
や
流
動
性
が
、
本
書
の
ひ
と
つ
の
結
論
と
し

て
導
き
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
理
論
的
な
理
解
が
実
証
面
で

修
正
・
補
足
さ
れ
る
と
い
う
、
ど
の
時
代
・
地
域
の
分
析
に
も
該
当

す
る
よ
う
な
理
論
と
実
証
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
問
題
に
矮
小
化
さ
れ
る

危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
権
力
や
統
治
の
問
題
に
関

心
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
や
む
を
得
な
い
と
は
い
え
、
子
ど
も

や
福
祉
と
い
う
極
め
て
民
衆
レ
ベ
ル
の
「
下
の
」
問
題
が
、「
上
か
ら
」

の
視
線
で
す
く
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
史
研
究
で
は
、
学
校
教
育
を
国
家
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
す
る
よ
う
な
社
会
学
者
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
理
論
の

影
響
も
す
で
に
あ
っ
て
、
本
書
の
よ
う
に
、
子
ど
も
や
福
祉
の
問
題

を
フ
ー
コ
ー
の
よ
う
な
統
治
権
力
理
論
で
捉
え
る
独
自
性
が
わ
か
り

づ
ら
い
。
フ
ー
コ
ー
の
統
治
権
力
分
析
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
合

理
主
義
的
な
政
策
の
裏
面
に
隠
れ
た
、
狂
気
や
非
合
理
性
の
管
理
・

閉
じ
込
め
政
策
の
問
題
を
抉
り
だ
す
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
近
代
史
研
究
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
た
。
そ
の
手
法
を
、

子
ど
も
や
福
祉
の
問
題
の
分
析
に
適
用
す
る
と
い
う
方
向
性
は
充
分

理
解
で
き
る
が
、
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
決
し
て
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
裏
面
を
暴
き
だ
す
と
こ
ろ
ま
で
到
達
し
う
る
の
か
。
本
書
が
拘

泥
す
る
詳
細
な
統
治
権
力
分
析
の
有
効
性
が
、
い
ま
ひ
と
つ
判
然
と

し
な
い
。
ま
た
、
統
治
権
力
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
二
帝
政
期
ナ

ポ
レ
オ
ン
３
世
の
時
代
の
権
力
機
構
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ

ム
と
の
継
承
性
、
第
三
共
和
政
期
に
お
け
る
王
党
派
諸
派
と
共
和
派

と
の
捉
え
方
の
違
い
、
二
〇
世
紀
の
政
教
分
離
に
い
た
る
カ
ト
リ
シ

ズ
ム
や
ラ
イ
シ
テ
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
、
部
分
的
な
説
明
は
な

ら
管
理
さ
れ
た
補
完
関
係
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
主

張
さ
れ
る
。
次
い
で
、
民
間
児
童
保
護
事
業
に
つ
い
て
も
、
ノ
ー
ル

県
児
童
支
援
協
会
の
組
織
や
活
動
に
関
す
る
分
析
か
ら
、
国
家
政
策

に
位
置
づ
け
ら
れ
つ
つ
も
一
定
の
自
立
性
や
積
極
的
な
役
割
を
も
っ

て
い
た
面
が
明
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
第
８
・
９
章
で
は
、
統
治
権

力
と
し
て
の
児
童
保
護
が
、
二
〇
世
紀
の
家
族
政
策
や
母
子
保
護
政

策
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
の
地

方
自
治
体
や
民
間
事
業
の
活
動
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
問
わ

れ
て
い
る
。
ま
ず
、
一
九
一
三
年
の
多
子
家
族
扶
助
法
の
成
立
を
め

ぐ
っ
て
、
地
方
レ
ヴ
ェ
ル
の
多
様
な
実
践
が
国
政
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
一

定
の
限
定
を
加
え
ら
れ
た
形
で
制
度
化
さ
れ
た
事
情
が
明
か
さ
れ
る
。

ま
た
、
児
童
保
護
が
母
子
保
護
制
度
に
移
行
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い

て
、
こ
れ
に
関
わ
っ
た
ド
ロ
ン
の
主
導
す
る
母
子
保
護
事
業
の
内
容

分
析
か
ら
、
母
子
保
護
に
お
け
る
民
間
事
業
と
国
家
政
策
と
の
微
妙

な
補
完
関
係
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
結
論
で
は
、

本
書
全
体
の
研
究
分
析
に
つ
い
て
の
ま
と
め
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

ノ
ー
ル
県
の
事
例
が
は
た
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
他
の
地
域
や
県

と
比
較
し
て
、
ど
の
程
度
特
殊
性
や
普
遍
性
を
も
つ
の
か
。
ノ
ー
ル

県
の
詳
細
な
事
例
分
析
は
そ
れ
だ
け
で
自
己
完
結
し
た
緻
密
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
全
体
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
、

こ
れ
以
後
の
展
開
を
含
め
て
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

本
書
全
体
を
と
お
し
て
ま
ず
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
本
書
の
分
析
全

般
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
や
ノ
ー
ル
県
に
お
け
る
手
稿
史
料
を
含
め

た
膨
大
な
関
連
資
料
や
報
告
書
の
渉
猟
分
析
に
基
づ
い
て
お
り
、
論

述
の
実
証
性
や
そ
の
精
度
の
高
さ
が
極
め
て
秀
逸
な
研
究
水
準
に
到

達
し
て
い
る
点
で
あ
る
。フ
ラ
ン
ス
近
世
・
近
代
史
研
究
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
現
地
史
料
に
基
づ
く
実
証
的
な
研
究
が
よ
う
や
く
増
え

つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
本
書
の
研
究
ス
タ
イ
ル
は
欧
米
の
そ
れ
に
比

肩
し
う
る
も
の
で
、
今
後
の
研
究
の
一
つ
の
モ
デ
ル
に
な
る
。
と
り

わ
け
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
期
を
扱
っ
た
わ
が
く
に
の
研
究
の
中

に
は
、
こ
の
よ
う
な
実
証
的
な
研
究
は
ま
だ
少
な
く
、
本
書
が
、
大

変
な
時
間
と
苦
闘
を
要
し
た
力
作
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
た

い
。加
え
て
、わ
が
く
に
の
第
三
共
和
政
に
関
す
る
研
究
の
大
半
は
、

教
育
問
題
や
植
民
地
・
帝
国
主
義
の
問
題
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、

児
童
保
護
や
福
祉
を
扱
っ
た
本
格
的
な
研
究
は
、
本
書
を
嚆
矢
と
す

る
。
西
洋
史
研
究
の
い
ず
れ
の
分
野
・
領
域
で
も
流
行
や
、
は
や
り

す
た
り
が
あ
っ
て
、
研
究
の
充
足
や
欠
落
に
大
き
な
差
が
あ
る
の
は

や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
は
、
先
行
研
究
の
多
い
教
育

史
関
連
の
研
究
領
域
を
超
え
て
、
福
祉
や
児
童
保
護
の
分
野
に
挑
戦

し
た
パ
イ
オ
ニ
ア
的
な
研
究
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
本
書
は

外
国
の
研
究
に
依
拠
し
、
適
宜
取
捨
選
択
し
て
要
領
よ
く
ま
と
め
上

げ
た
い
わ
ゆ
る
概
説
書
で
は
な
く
、
高
い
水
準
の
学
術
研
究
書
に
な
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っ
て
い
る
こ
と
を
力
説
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
書
を
と
お
し
て
、
第
三
共
和
政
期
に
お
け
る
子
ど
も
の
実
態
分

析
か
ら
、
子
ど
も
そ
の
も
の
が
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
「
捨

て
子
」
か
ら
「
開
放
受
け
入
れ
」
を
経
て
、
近
代
的
な
保
護
や
福
祉

の
対
象
に
な
っ
て
い
く
詳
細
な
過
程
が
明
瞭
に
な
っ
た
。
こ
の
分
野

で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ア
リ
エ
ス
・
フ
ー
コ
ー
理
論
の
影
響
が
強

く
、
本
書
の
分
析
も
ア
リ
エ
ス
に
よ
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
「
子
ど
も
期
の
発
見
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
裏
打
ち
す
る
形

に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
方
で
、

本
書
で
は
、
ア
リ
エ
ス
以
降
、
研
究
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
い
わ
ゆ
る

社
会
史
的
な
描
写
が
少
な
く
、
そ
の
た
め
に
子
ど
も
史
か
ら
家
族
史

に
い
た
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
展
開
を
明
快
な
想
像
の
イ
メ
ー
ジ
で

膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
書
が
ア

リ
エ
ス
以
上
に
依
拠
す
る
の
は
、
フ
ー
コ
ー
の
権
力
理
論
で
あ
る
の

で
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
本
書
は
、
非
常
に
精
緻
に
理
論
化
さ
れ
た
部
・

章
構
成
を
と
り
、
緻
密
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
論
理
分
析
を
達
成
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
の
私
的
領
域
へ
の
介
入
や
統
治
権
力

そ
の
も
の
の
不
安
定
さ
や
流
動
性
が
、
本
書
の
ひ
と
つ
の
結
論
と
し

て
導
き
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
理
論
的
な
理
解
が
実
証
面
で

修
正
・
補
足
さ
れ
る
と
い
う
、
ど
の
時
代
・
地
域
の
分
析
に
も
該
当

す
る
よ
う
な
理
論
と
実
証
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
問
題
に
矮
小
化
さ
れ
る

危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
権
力
や
統
治
の
問
題
に
関

心
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
や
む
を
得
な
い
と
は
い
え
、
子
ど
も

や
福
祉
と
い
う
極
め
て
民
衆
レ
ベ
ル
の
「
下
の
」
問
題
が
、「
上
か
ら
」

の
視
線
で
す
く
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
近
代
史
研
究
で
は
、
学
校
教
育
を
国
家
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
す
る
よ
う
な
社
会
学
者
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
理
論
の

影
響
も
す
で
に
あ
っ
て
、
本
書
の
よ
う
に
、
子
ど
も
や
福
祉
の
問
題

を
フ
ー
コ
ー
の
よ
う
な
統
治
権
力
理
論
で
捉
え
る
独
自
性
が
わ
か
り

づ
ら
い
。
フ
ー
コ
ー
の
統
治
権
力
分
析
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
合

理
主
義
的
な
政
策
の
裏
面
に
隠
れ
た
、
狂
気
や
非
合
理
性
の
管
理
・

閉
じ
込
め
政
策
の
問
題
を
抉
り
だ
す
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
近
代
史
研
究
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
た
。
そ
の
手
法
を
、

子
ど
も
や
福
祉
の
問
題
の
分
析
に
適
用
す
る
と
い
う
方
向
性
は
充
分

理
解
で
き
る
が
、
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
決
し
て
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
裏
面
を
暴
き
だ
す
と
こ
ろ
ま
で
到
達
し
う
る
の
か
。
本
書
が
拘

泥
す
る
詳
細
な
統
治
権
力
分
析
の
有
効
性
が
、
い
ま
ひ
と
つ
判
然
と

し
な
い
。
ま
た
、
統
治
権
力
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
二
帝
政
期
ナ

ポ
レ
オ
ン
３
世
の
時
代
の
権
力
機
構
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ

ム
と
の
継
承
性
、
第
三
共
和
政
期
に
お
け
る
王
党
派
諸
派
と
共
和
派

と
の
捉
え
方
の
違
い
、
二
〇
世
紀
の
政
教
分
離
に
い
た
る
カ
ト
リ
シ

ズ
ム
や
ラ
イ
シ
テ
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
、
部
分
的
な
説
明
は
な

ら
管
理
さ
れ
た
補
完
関
係
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
主

張
さ
れ
る
。
次
い
で
、
民
間
児
童
保
護
事
業
に
つ
い
て
も
、
ノ
ー
ル

県
児
童
支
援
協
会
の
組
織
や
活
動
に
関
す
る
分
析
か
ら
、
国
家
政
策

に
位
置
づ
け
ら
れ
つ
つ
も
一
定
の
自
立
性
や
積
極
的
な
役
割
を
も
っ

て
い
た
面
が
明
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
第
８
・
９
章
で
は
、
統
治
権

力
と
し
て
の
児
童
保
護
が
、
二
〇
世
紀
の
家
族
政
策
や
母
子
保
護
政

策
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
の
地

方
自
治
体
や
民
間
事
業
の
活
動
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
問
わ

れ
て
い
る
。
ま
ず
、
一
九
一
三
年
の
多
子
家
族
扶
助
法
の
成
立
を
め

ぐ
っ
て
、
地
方
レ
ヴ
ェ
ル
の
多
様
な
実
践
が
国
政
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
一

定
の
限
定
を
加
え
ら
れ
た
形
で
制
度
化
さ
れ
た
事
情
が
明
か
さ
れ
る
。

ま
た
、
児
童
保
護
が
母
子
保
護
制
度
に
移
行
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い

て
、
こ
れ
に
関
わ
っ
た
ド
ロ
ン
の
主
導
す
る
母
子
保
護
事
業
の
内
容

分
析
か
ら
、
母
子
保
護
に
お
け
る
民
間
事
業
と
国
家
政
策
と
の
微
妙

な
補
完
関
係
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
結
論
で
は
、

本
書
全
体
の
研
究
分
析
に
つ
い
て
の
ま
と
め
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

ノ
ー
ル
県
の
事
例
が
は
た
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
他
の
地
域
や
県

と
比
較
し
て
、
ど
の
程
度
特
殊
性
や
普
遍
性
を
も
つ
の
か
。
ノ
ー
ル

県
の
詳
細
な
事
例
分
析
は
そ
れ
だ
け
で
自
己
完
結
し
た
緻
密
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
全
体
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
、

こ
れ
以
後
の
展
開
を
含
め
て
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

本
書
全
体
を
と
お
し
て
ま
ず
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
本
書
の
分
析
全

般
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
や
ノ
ー
ル
県
に
お
け
る
手
稿
史
料
を
含
め
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関
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資
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猟
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い
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お
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、
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の
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や
そ
の
精
度
の
高
さ
が
極
め
て
秀
逸
な
研
究
水
準
に
到

達
し
て
い
る
点
で
あ
る
。フ
ラ
ン
ス
近
世
・
近
代
史
研
究
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
現
地
史
料
に
基
づ
く
実
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的
な
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が
よ
う
や
く
増
え
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つ
あ
る
と
は
い
え
、
本
書
の
研
究
ス
タ
イ
ル
は
欧
米
の
そ
れ
に
比

肩
し
う
る
も
の
で
、
今
後
の
研
究
の
一
つ
の
モ
デ
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に
な
る
。
と
り
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、
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を
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が
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に
の
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の
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に
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な
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は
ま
だ
少
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、
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、
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と
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を
要
し
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力
作
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
た

い
。加
え
て
、わ
が
く
に
の
第
三
共
和
政
に
関
す
る
研
究
の
大
半
は
、

教
育
問
題
や
植
民
地
・
帝
国
主
義
の
問
題
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、

児
童
保
護
や
福
祉
を
扱
っ
た
本
格
的
な
研
究
は
、
本
書
を
嚆
矢
と
す

る
。
西
洋
史
研
究
の
い
ず
れ
の
分
野
・
領
域
で
も
流
行
や
、
は
や
り

す
た
り
が
あ
っ
て
、
研
究
の
充
足
や
欠
落
に
大
き
な
差
が
あ
る
の
は

や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
は
、
先
行
研
究
の
多
い
教
育

史
関
連
の
研
究
領
域
を
超
え
て
、
福
祉
や
児
童
保
護
の
分
野
に
挑
戦

し
た
パ
イ
オ
ニ
ア
的
な
研
究
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
本
書
は

外
国
の
研
究
に
依
拠
し
、
適
宜
取
捨
選
択
し
て
要
領
よ
く
ま
と
め
上

げ
た
い
わ
ゆ
る
概
説
書
で
は
な
く
、
高
い
水
準
の
学
術
研
究
書
に
な
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さ
れ
て
い
る
が
、
も
う
少
し
詳
し
い
論
及
が
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
分
析
上
の
不
足
を
、
本
書
の
よ

う
な
き
わ
め
て
テ
ー
マ
を
限
定
し
た
学
術
的
な
研
究
書
に
問
い
か
け

る
の
は
、
理
不
尽
な
こ
と
で
あ
る
。
今
後
は
、
同
様
の
テ
ー
マ
の
も

と
で
、
国
際
的
な
比
較
な
ど
も
含
め
て
、
一
般
読
者
を
対
象
に
し
た

わ
か
り
や
す
い
啓
蒙
的
な
研
究
書
を
執
筆
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま

た
、
実
証
的
な
研
究
分
析
を
積
み
重
ね
て
、
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政

の
新
た
な
側
面
や
意
義
に
さ
ら
に
研
究
の
光
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
を

期
待
す
る
。

（
二
〇
一
七
年
一
一
月
刊
、
昭
和
堂
、
二
五
二
頁
、
四
八
〇
〇
円
＋
税
）

92




