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よ
る
自
治
か
ら
建
国
へ
の
転
換
は
主
権
に
よ
る
縄
張
り
意
識
が
形
成
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
友
と
敵
の
分
か
れ
目
は
日
清
戦
争
で
あ
る
。

水
林
彪
氏
の
問
題
提
起
に
応
え
る
た
め
に
も
日
本
を
も
含
む
東
ア
ジ

ア
文
明
と
い
う
視
点
が
必
要
で
あ
る
。
水
林
氏
は
マ
ル
ク
ス
の
用
語
を

援
用
し
、
明
治
維
新
が
社
会
︵
市
民
︶
と
国
家
︵
公
民
︶
と
の
二
元
性

を
作
り
出
し
た
と
見
て
い
る
が
、
実
際
に
近
代
日
本
の
﹁
公
民
﹂
は
帝

政
中
国
の
﹁
公
民
﹂
と
は
内
的
結
合
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
日
本
的
な

公
民
の
政
治
倫
理
を
根
拠
付
け
た
の
は
吉
田
松
陰
に
由
来
す
る
宗
教
に

寛
容
な
柳
宗
元
の
人
役
説
︵
徂
徠
の
﹁
苦
厄
介
﹂
説
︶
で
あ
る
。
日
本

の
グ
ロ
ー
バ
ル
性
は
東
ア
ジ
ア
文
明
と
切
り
離
し
て
は
語
れ
な
い
。
中

国
近
代
革
命
の
道
徳
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
日
本
由
来
で
あ
る
。

全
体
の
感
想
と
し
て
、
太
平
天
国
、
尊
皇
攘
夷
運
動
、
明
治
維
新
、

近
代
中
国
革
命
、
北
伐
、
満
州
事
変
、
日
中
戦
争
は
ウ
ェ
イ
ス
タ
ン
・

イ
ン
パ
ク
ト
に
対
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る

性
格
の
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

 

︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
国
人
研
究
員
︶

基
礎
領
域
研
究
「
英
文
日
本
歴
史
研
究
書
講
読
」
を
開
講
・

担
当
し
て

牛
　
村
　
　
　
圭

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
隆
盛
の
な
か
で

巷
間
に
は
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ
る
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
英
語
﹂
教
授
を
掲
げ
る
外
国
語
学
校
が
か
な
り
あ
る
。
大
学
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
で
も
、
従
来
のL

istening &
 Speaking

に
加
えC

om
pre-

hensive

な
ど
と
銘
打
っ
た
英
語
科
目
が
目
に
つ
く
。
喜
ば
し
い
現
状

と
思
う
。
う
ら
や
ま
し
く
さ
え
感
じ
る
。
顧
み
れ
ば
自
分
が
大
学
の
教

養
課
程
に
学
ぶ
学
部
学
生
の
折
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ
る

英
語
の
授
業
を
と
り
た
く
て
も
、
そ
う
い
う
先
生
は
き
わ
め
て
少
数
派

だ
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
で
き
る
こ
と
は
と
い
え
ば
、
ラ
ジ
オ
の
英
語
会
話

番
組
を
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
録
音
し
て
繰
り
返
し
聴
く
こ
と
だ
っ
た
。

そ
れ
を
思
え
ば
、
隔
世
の
感
を
お
ぼ
え
る
。

だ
が
、
そ
の
一
方
で
気
が
か
り
な
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
学
の

授
業
で
訳
読
を
中
心
に
据
え
た
英
文
精
読
の
ク
ラ
ス
が
か
な
り
減
じ
て

き
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
高
等
学
校
で
も
、
日
本
人
教
師
に
も

日
本
語
で
は
な
く
英
語
を
使
っ
て
英
語
を
教
授
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
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れ
、
訳
読
の
授
業
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
主
眼
か
ら
す
っ
か
り
外
れ
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
英
文
の
大
意
の
み
解
れ
ば
よ
い
、
細
部
に
こ
だ
わ
る

こ
と
な
く
大
量
に
読
む
こ
と
が
肝
要
、
と
い
う
の
が
英
語
教
育
の
現
場

で
の
読
解
授
業
の
主
流
と
感
じ
ら
れ
る
︵
奇
妙
な
こ
と
に
、
世
に
難
関

と
さ
れ
る
国
立
大
学
の
入
学
試
験
で
は
昔
と
変
わ
ら
ぬ
英
文
和
訳
問
題

が
出
題
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
⋮
︶。

英
文
の
流
れ
を
つ
か
み
、
要
旨
を
ざ
っ
と
理
解
す
る
、
そ
れ
で
済
む

場
面
な
ら
ば
そ
れ
で
も
よ
い
。
だ
が
研
究
者
は
、
自
身
が
専
攻
す
る
分

野
の
英
文
を
正
確
に
読
み
取
り
、
と
き
に
は
原
著
を
翻
訳
し
て
広
く
世

に
紹
介
す
る
責
務
を
も
負
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
根
底
と
な
る

訳
読
の
訓
練
の
機
会
は
、
現
在
の
日
本
で
は
お
そ
ら
く
大
学
受
験
の
学

習
を
境
に
し
て
ほ
ぼ
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
独
り
よ
が
り

の
解
釈
や
看
過
で
き
な
い
誤
訳
の
出
現

︱
氾
濫
と
は
言
わ
な
い
ま
で

も

︱
を
招
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

史
実
の
正
反
対
を
伝
え
る
専
門
家
に
よ
る
訳
文

こ
れ
ま
で
私
が
研
究
対
象
と
し
て
き
た
分
野
の
一
つ
で
あ
る
東
京
裁

判
︵
極
東
国
際
軍
事
裁
判
︶
関
係
の
訳
書
に
見
つ
け
た
由
々
し
き
一
例

︱
書
名
や
訳
者
名
は
伏
す

︱
を
こ
こ
に
引
い
て
、
議
論
の
き
っ
か

け
と
し
て
み
た
い
。

［
原
著
］B

ut the general line of agreem
ent should have 

been discussed in cham
bers, w

ith all the judges present.  

T
hat w

as not done.

［
訳
書
］
し
か
し
、
合
意
の
基
本
線
は
全
判
事
が
出
席
し
て
判
事

室
で
討
議
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
決
着
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

東
京
裁
判
で
は
対
日
降
伏
文
書
に
署
名
し
た
一
一
か
国
か
ら
一
名
ず

つ
判
事
が
任
命
さ
れ
、
そ
の
中
の
﹁
多
数
派
﹂
七
人
︵
イ
ギ
リ
ス
、
ア

メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
中
華
民
国
、
ソ
連
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
各
代
表
判
事
︶
が
自
分
た
ち
だ
け
で
重
要
な
こ
と
を
決
め
て

行
く
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
こ
れ
は
、﹁
多
数
派
﹂
で
は
な
い
フ
ラ

ン
ス
代
表
判
事
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
個
別
意
見
書
で
明
か
し
た

﹁
真
相
﹂
で
あ
る
。
こ
の
判
事
団
の
不
仲
、
不
統
一
は
、
今
や
東
京
裁

判
に
関
わ
る
き
わ
め
て
基
本
的
史
実
、
常
識
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

だ
が
右
に
掲
げ
た
訳
文
は
、
一
一
人
全
員
で
討
議
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。
訳
者
は
、
東
京
裁
判
を
研
究
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
長
く
研
究
し

て
き
た
専
門
家

4

4

4

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
史
実
に
反
す
る
訳
文
を
臆
す
る

こ
と
な
く
活
字
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
訳
者
の
他
の
研
究
業
績

へ
も
大
い
な
る
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
よ
う
に
思
え
た
。
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︽should have

過
去
分
詞
︾
と
い
う
高
校
で
学
習
す
る
英
文
法
の
助

動
詞
の
知
識
を
失
念
し
て
い
る
︵
欠
い
て
い
る
？
︶
た
め
こ
の
誤
訳
に

至
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。︽should have

過
去
分
詞
︾
は

︽ought to have

過
去
分
詞
︾
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
教
わ
る
。﹁
⋮
す

べ
き
だ
っ
た
の
に
し
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ち
な
み
に
助

動
詞
に
完
了
形
︵have 

過
去
分
詞
︶
が
続
く
と
、
過
去
に
起
こ
っ
た

こ
と
に
対
し
て
現
在
の
時
点
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
よ
う
な
意
味
を

持
つ
。
他
に
は
︽m

ust have

過
去
分
詞
︾﹁
⋮
だ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
﹂、︽m

ay have

過
去
分
詞
︾﹁
⋮
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
﹂、︽can-

not have

過
去
分
詞
︾﹁
⋮
だ
っ
た
は
ず
は
な
い
﹂、︽need not have

過
去
分
詞
︾﹁
⋮
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
に
し
て
し
ま
っ
た
﹂
等
が

あ
る
。
前
掲
の
英
文
は
、﹁
し
か
し
、
合
意
の
基
本
線
は
全
判
事
が
出

席
し
て
判
事
室
で
討
議
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
す
。
が
、
そ
う
い
う
こ
と

は
行
な
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
﹂
と
訳
せ
ば
、
東
京
裁
判
に
関
わ
る
基
本

的
史
実
の
一
つ
が
正
し
く
伝
わ
る
。

英
文
の
構
造
を
如
何
に
つ
か
む
か

右
に
掲
げ
た
の
は
、
文
法
知
識
の
欠
如
が
生
ん
だ
誤
訳
の
例
と
言
っ

て
よ
い
。
そ
の
一
方
、
英
文
の
構
造
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
た
め
、

正
し
い
理
解
に
つ
な
が
ら
な
い
事
例
も
多
々
あ
る
。
や
や
構
造
が
難
解

な
英
文
に
立
ち
至
っ
た
ら
、
既
習
の
英
文
法
知
識
を
適
用
し
つ
つ
、
そ

の
文
構
造
を
正
し
く
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
肝
要
。
そ
う
い
う
訓
練
の
場

こ
そ
、
研
究
者
の
英
文
読
解
力
の
向
上
に
つ
な
が
る
は
ず
と
信
じ
て
い

る
。
や
や
臆
面
も
な
く
記
す
な
ら
ば
、
そ
の
機
会
の
提
供
を
試
み
る
の

が
、
平
成
二
九
年
度
よ
り
私
が
担
当
者
と
し
て
開
講
し
て
い
る
﹁
基
礎

領
域
研
究
﹃
英
文
日
本
歴
史
研
究
書
講
読
﹄﹂
で
あ
る
。
初
年
度
最
初
の

教
室
で
は
、
次
に
掲
げ
る
英
文
の
構
造
を
、
想
像
力
︵
創
造
力
︶
に
よ
っ

て
で
っ
ち
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
理
詰
め
で
正
し
く
把
握
し
た
上
で
、

自
然
な
日
本
語
に
移
し
替
え
る
手
ほ
ど
き
を
す
る
こ
と
に
専
念
し
た
。

T
he m

an is the book; the book is the m
an.  T

his undeni-

able truth, w
hich I often repeat to m

yself, I claim
 to be as 

true of gardens as it is of books and their authors.

A
s a m

an is, so is his garden.  H
e is a reflection of it, and 

it of him
.

こ
の
拙
稿
に
た
ま
た
ま
目
を
通
さ
れ
た
諸
賢
は
、
ま
ず
は
ご
自
身
で

構
造
を
考
え
訳
文
を
作
っ
た
の
ち
、
以
後
を
お
読
み
く
だ
さ
る
よ
う
に

お
願
い
し
た
い
。

第
一
文

︱ T
he m

an is the book; the book is the m
an. 

︱
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は
Ｓ
Ｖ
Ｃ
の
構
造
が
明
瞭
な
一
文
で
は
あ
る
が
、﹁
そ
の
人
は
そ
の
本

で
あ
る
⋮
﹂
と
か
﹁
人
と
い
う
も
の
は
本
だ
⋮
﹂
み
た
い
な
さ
ま
ざ
ま

訳
文
が
出
て
き
そ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
続
く
文
の
冒
頭
で
、T

his 

undeniable truth
と
あ
る
以
上
、
第
一
文
はtruth

﹁
真
実
、
真
理
﹂

の
具
体
的
内
容
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
是
非
﹁
人
は
本
な
り
、

本
は
人
な
り
﹂
と
始
め
た
い
。｢

文
は
人
な
り｣

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
構
造
が
つ
か
み
に
く
い
の
は
、T

his undeniable truth

以

下
の
一
文
。
文
頭
に
置
か
れ
た
名
詞
の
働
き
を
す
る
も
の
が
、
そ
の
英

文
の
主
語
と
な
る
と
考
え
る
の
が
自
然
な
発
想
な
の
で
、﹁
こ
の
紛
う

こ
と
な
き
真
理
は
﹂
と
い
う
よ
う
に
ひ
と
ま
ず
主
語
と
考
え
て
、
そ
れ

に
呼
応
す
る
述
語
動
詞
を
探
し
て
み
る
。w

hich
以
下
は
関
係
代
名
詞

に
始
ま
る
修
飾
部
分
︵
形
容
詞
節
︶
ゆ
え
後
回
し
に
し
て
、
文
の
中
心

と
な
る
動
詞
︵
述
語
動
詞
︶
を
探
す
と
、
予
想
に
反
し
てI claim

 to 

be....

と
い
う
よ
う
に
ま
た
別
の
主
語
候
補
で
あ
る I 

が
登
場
し
て
い

る
た
め
戸
惑
う
。
こ
こ
で
辞
書
に
あ
た
れ
ば
、
動
詞claim

に
は
、

claim
 +

 O
 +

 to be ~
 

﹁
Ｏ
が
～
で
あ
る
と
主
張
す
る
﹂
と
い
う
用
法

が
あ
る
。
以
上
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
文
頭
に
置
か
れ
たT

his unde-

niable truth

は
、
こ
の
文
の
主
語
で
は
な
く
、claim

の
目
的
語
で
あ

り
、
強
調
の
た
め
に
文
頭
に
置
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

主
語
と
思
っ
た
も
の
が
実
は
目
的
語
だ
っ
た
と
い
う
こ
の
発
想
の
転
換

が
で
き
る
か
ど
う
か
。

次
に
気
づ
く
べ
き
は
、be true of~

﹁
～
に
当
て
は
ま
る
﹂
と
い
う

表
現
にas...as~

と
い
う
同
等
比
較
が
つ
い
て
い
る
箇
所
。T

his un-

deniable truth is true of gardens.

と
い
う
文
と
、T

his undeniable 

truth is true of books and their authors. 

と
い
う
文
を
念
頭
に
お

い
て
、
当
て
は
ま
る
度
合
い
が
同
程
度
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
け
ば
よ
い
。﹁
人
は
本
な
り
、
本
は
人
な
り
﹂

と
同
じ
よ
う
に
、﹁
人
は
庭
な
り
、
庭
は
人
な
り
﹂
と
い
う
の
が
筆
者

の
主
張
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
こ
こ
ま
で
読
め
れ
ば
、
最
後

ま
で
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

最
終
文
に
あ
る
省
略
が
や
や
見
抜
き
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
と

も
か
く
中
心
の
テ
ー
マ
は
﹁
人
は
庭
な
り
、
庭
は
人
な
り
﹂
と
お
さ
え

れ
ば
、H

e is a reflection of it, and it is a reflection of him
.

と
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う

︱
﹁
人
は
本
な
り
、
本
は
人
な
り
。
こ
の

紛
う
こ
と
な
き
真
理
、
そ
れ
を
私
は
頻
繁
に
自
ら
に
繰
り
返
す
の
だ

が
、
そ
の
真
理
が
書
き
手
と
そ
の
書
物
に
当
て
は
ま
る
の
と
同
様
に
庭

に
も
当
て
は
ま
る
と
申
し
上
げ
た
い
。
あ
る
人
が
存
在
す
る
の
と
同
じ

よ
う
に
、
そ
の
人
の
庭
も
ま
た
存
在
す
る
。
人
は
自
分
の
庭
を
映
し
出

し
、
庭
は
そ
の
人
を
映
し
出
す
の
で
あ
る
﹂。
庭
を
見
れ
ば
そ
の
庭
の
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持
ち
主
の
人
と
な
り

4

4

4

4

が
お
お
よ
そ
分
か
る
、
と
い
う
趣
旨
の
英
文
だ
っ

た
。

一
石
三
鳥
を
狙
っ
て

―C
am

bridge H
istory of Ja

pan

と
い

う
素
材

開
講
す
る
訳
読
訓
練
の
場
を
﹁
英
文
日
本
歴
史
研
究
書
講
読
﹂
と
命

名
し
た
の
は
、
英
語
圏
の
日
本
史
研
究
者
の
論
考
を
読
解
訓
練
の
素
材

に
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
だ
っ
た
。
日
本
史
を
論
じ
る
論
文
な
ら
ば
受

講
者
に
は
背
景
知
識
が
あ
る
。
日
本
語
で
か
つ
て
読
ん
だ
あ
の
史
実

か
、
と
い
う
ふ
う
に
興
味
は
薄
れ
な
い
だ
ろ
う
し
、
誤
読
を
し
て
も
説

明
を
聴
け
ば
納
得
し
や
す
い
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
外
国
人
研
究
者
の

視
点
で
論
じ
ら
れ
る
た
め
、
世
界
の
な
か
の
日
本
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス

ト
が
常
に
あ
る
。
一
八
五
三
年
の
浦
賀
で
起
き
た
事
件
は
、｢
ペ
リ
ー

が
来
航
し
た｣

の
で
は
な
く
、｢

ア
メ
リ
カ
大
統
領
フ
ィ
ル
モ
ア
が
ペ

リ
ー
を
日
本
に
派
遣
し
た｣

と
書
か
れ
る
。
こ
う
い
う
視
点
の
新
鮮
さ

を
も
堪
能
し
て
も
ら
い
た
い
と
の
願
い
を
も
込
め
た
。

一
方
、
外
国
人
研
究
者
と
い
え
ど
も
専
門
家
が
執
筆
し
た
論
考
は
、

と
き
に
細
々
と
し
た
日
本
史
上
の
史
実
を
叙
述
す
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
そ
の
点
、
概
論
め
い
た
文
章
な
ら
訳
読
の
素
材
に
ふ
さ
わ
し
い
だ

ろ
う
。
さ
ら
に
願
わ
く
は
、
よ
き
英
文
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
冗
長
で
は

な
く
澄
ん
で
引
き
締
ま
っ
た
文
体
、
格
調
高
く
、
英
語
を
書
く
と
き
の

お
手
本
と
も
な
り
得
る
も
の
、
そ
う
い
う
英
語
論
文
が
最
良
と
考
え

た
。こ

れ
に
適
う
素
材
と
し
て
た
め
ら
う
こ
と
な
く
選
ん
だ
の
が
、
日
本

の
二
〇
世
紀
を
扱
う
諸
論
考
を
収
め
て
い
るC

am
bridge H

istory of 

Japan

第
六
巻
所
収
の
、
当
該
巻
編
者
で
も
あ
る
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大

学
教
授
︵
刊
行
当
時
︶Peter D

uus

教
授
の
手
に
よ
る“Introduc-

tion ”

︱
﹁
序
論
﹂

︱
で
あ
る
。
英
文
を
読
み
、
英
文
で
書
く
と

い
う
経
験
が
あ
る
方
な
ら
首
肯
い
た
だ
け
る
か
と
思
う
が
、D

uus

教

授
の
英
文
は
達
意
の
英
語
と
確
信
す
る
。
叙
述
の
仕
方
も
素
晴
ら
し

く
、
読
ん
で
い
て
こ
の
部
分
の
説
明
が
ほ
し
い
な
、
と
思
う
と
、
続
く

パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
そ
の
説
明
が
簡
に
し
て
要
を
得
た
形
で
な
さ
れ
て
い

る
。
さ
な
が
ら
読
み
手
で
あ
る
こ
ち
ら
の
こ
こ
ろ
の
内
を
見
抜
く
よ
う

な
書
き
ぶ
り
が
展
開
し
て
い
る
。

一
英
語
学
習
者
に
過
ぎ
な
い
日
本
語
話
者
の
自
分
に
ど
れ
ほ
どD

uus

教
授
の
英
文
の
魅
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
自
信
は
な
か
っ
た

が
、
こ
の“Introduction ”

を
素
材
と
し
て
﹁
英
文
日
本
歴
史
研
究
書

講
読
﹂
は
船
出
し
た
。
受
講
者
に
は
各
自
訳
文
を
作
成
し
て
教
室
に
臨

む
こ
と
、
た
だ
し
私
が
説
明
し
て
い
る
と
き
は
英
文
に
目
を
向
け
る
こ

と
に
専
念
し
、
自
作
の
訳
文
の
見
直
し
作
業
は
散
会
後
に
行
な
う
こ
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と
、
と
い
う
提
言
を
し
た
。
英
文
の
構
造
を
説
明
す
る
さ
い
に
は
、
英

文
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
肝
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

英
語
に
限
ら
ず
西
洋
近
代
語
は
名
詞
を
前
置
詞
で
接
続
し
て
成
り
立

つ
こ
と
が
き
わ
め
て
多
い
。
そ
の
名
詞
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
日
本
語
の
名

詞
に
置
き
換
え
て
い
っ
て
は
、﹁
○
○
の
○
○
に
よ
る
○
○
す
る
こ
と
﹂

式
の
機
械
的
な
ぎ
こ
ち
な
い
訳
文
が
生
ま
れ
る
。
教
室
で
は
、
背
景
に

あ
る
は
ず
の
動
詞
表
現
を
想
起
し
て
訳
文
を
作
成
す
る
こ
と
の
大
切
さ

を
常
に
説
き
、
そ
の
傍
ら
で
、
仮
定
法
と
は
何
か
、
こ
のof

の
用
法

は
何
か
、
と
い
っ
た
こ
と
をD

uus
教
授
の
英
文
を
素
材
に
し
て
教
示

す
る
こ
と
に
も
努
め
た
。
思
う
に
、
正
し
い
英
文
読
解
に
は
、
動
詞
の

｢

個
性｣

に
目
を
向
け
て
の
構
造
把
握
に
加
え
、
仮
定
法
、
そ
し
て
助

動
詞
の
さ
ま
ざ
ま
な
用
法
に
習
熟
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
ろ

う
。
同
じ
よ
う
な
説
明
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
受
講
者
諸
氏
の
理
解
度

が
高
ま
っ
て
い
く
さ
ま
が
見
受
け
ら
れ
た
の
は
た
い
へ
ん
嬉
し
く
思
え

た
。第

六
巻
﹁
序
論
﹂
も
次
第
に
経
済
史
な
ど
や
や
専
門
的
な
内
容
と

な
っ
て
き
た
た
め
、
参
加
の
諸
氏
と
相
談
の
う
え
二
年
目
の
三
〇
年
度

に
は
一
九
世
紀
を
扱
う
第
五
巻
の
﹁
序
論
﹂
を
素
材
と
す
る
こ
と
と
し

た
。
こ
ち
ら
は
同
巻
編
者
の
プ
リ
ン
ス
ト
ン
の
日
本
史
家M

arius 

Jansen

教
授
の
手
に
よ
る
。
正
直
に
自
分
の
好
み
を
記
す
な
ら
ば
、

私
自
身
はPeter D

uus

のlucid

でstylistic

な
英
文
の
フ
ァ
ン
で
あ

る
。
だ
が
、
黒
船
、
開
国
、
明
治
維
新
と
い
う
大
き
な
流
れ
が
あ
る

一
九
世
紀
は
内
容
と
し
て
大
い
な
る
魅
力
を
持
つ
た
め
か
、
受
講
者
の

評
判
は
良
い
。
さ
て
、
ま
も
な
く
三
年
目
を
迎
え
る
。
新
規
受
講
者
も

加
わ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
今
春
、
こ
の
ま
まJansen

教
授
を
使
わ

せ
て
も
ら
う
か
、
そ
れ
と
も
素
材
を
改
め
る
か
、
悩
ま
し
い
思
い
に
と

ら
わ
れ
て
い
る
。

 

︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
︶

第
五
三
回
国
際
研
究
集
会
「
世
界
史
の
な
か
の
明
治
／
世
界

史
に
と
っ
て
の
明
治
」
を
実
施
し
て

瀧
　
井
　
一
　
博

昨
年
︵
二
〇
一
八
年
︶
は
明
治
改
元
か
ら
一
五
〇
年
目
に
あ
た
る
節

目
の
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
締
め
く
く
り
の
年
末
一
二
月
に
、
一
四
カ
国

か
ら
四
〇
名
以
上
の
明
治
史
の
研
究
者
が
一
堂
に
会
し
た
国
際
会
議
を

開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
日
文
研
の
国
際
研
究
集
会
予
算
の
み
な
ら

ず
、
東
芝
国
際
財
団
、
社
会
科
学
国
際
交
流
江
草
基
金
、
上
廣
倫
理
財


