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「ア
ジ
ア
」
最
初
の
憲
政
国
家
か
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
近
代
帝
国
か

佐
々
木
紳
『オ
ス
マ
ン
憲
政
へ
の
道
』

一
九
四
六
年
に
中
華
民
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
、
中
国
は
憲
法
を
持
た
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
一
九
四
八
年
に
は
「
動
員
戡
乱
時

期
臨
時
条
款
」
で
そ
の
重
要
部
分
が
変
更
さ
れ
、
一
九
四
九
年
に
は
大
陸
で
は
中
華
民
国
憲
法
は
無
効
に
な
る
。
中
華
人
民
共
和
国
は
、

朝
鮮
戦
争
後
、
建
国
初
期
の
「
新
民
主
主
義
」
か
ら
社
会
主
義
へ
と
大
き
く
転
換
す
る
時
期
に
あ
た
る
一
九
五
四
年
に
よ
う
や
く
社
会
主

義
色
の
濃
い
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
を
制
定
し
た
。

中
国
に
は
立
憲
制
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
一
九
世
紀
末
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
た
し
、
遅
く
と
も
、
一
九
〇
〇
年
の
義
和
団
戦
争
（
庚

子
戦
争
）
の
後
は
、
立
憲
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
は
清
朝
治
下
の
知
識
人
・
政
治
家
の
あ
い
だ
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
。
一
九
〇
〇
年

代
の
清
朝
新
政
の
な
か
で
、
清
朝
自
身
も
憲
法
制
定
に
向
け
た
取
り
組
み
を
開
始
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
約
半
世
紀
、
中
国
は

憲
法
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
清
朝
に
し
て
も
、
中
華
民
国
の
袁
世
凱
政
権
に
し
て
も
、
一
九
二
四
年
の
直
隷

派
政
権
に
し
て
も
、
ま
た
一
九
四
六
年
の
国
民
党
政
権
に
し
て
も
、
憲
法
制
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
動
か
し
始
め
る
と
遠
か
ら
ず
し
て
そ
の
国
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家
・
政
権
は
倒
れ
る
、
と
い
う
不
幸
な
ジ
ン
ク
ス
が
中
国
の
中
央
政
権
に
は
定
着
し
て
い
た
。

そ
う
い
う
中
国
近
代
史
の
立
場
か
ら
見
る
と
一
八
七
六
年
に
す
で
に
「
ア
ジ
ア
」
最
初
の
憲
法
を
制
定
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
羨
む
べ

き
先
例
に
見
え
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
憲
法
は
、
皇
帝
の
危
険
人
物
追
放
権
と
非
常
時
に
お
け
る
憲
法
停
止
権
を
認
め
た
た
め
に
一
八
七
八
年
に
は
停
止
さ

れ
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
体
制
は
専
制
に
戻
る
。
し
か
し
、
一
九
〇
八
年
の
「
青
年
ト
ル
コ
人
革
命
」
が
可
能
だ
っ
た
の
は
こ
の
憲
法
が
存

続
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
九
〇
八
年
の
時
点
で
清
朝
は
よ
う
や
く
憲
法
典
と
し
て
は
き
わ
め
て
不
十
分
な
「
欽
定
憲
法
大
綱
」

を
制
定
し
た
段
階
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
清
朝
は
一
九
一
二
年
に
は
滅
亡
し
て
、
中
国
の
憲
法
制
定
の
歩
み
は
振
り
出
し
に
戻
っ
て
し
ま
う

（
同
年
、
そ
の
後
十
数
年
に
わ
た
っ
て
実
質
的
に
基
本
法
の
役
割
を
担
う
「
中
華
民
国
臨
時
約
法
」
制
定
）。
憲
政
の
実
績
と
い
う
面
で
は
、

清
も
中
華
民
国
も
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
及
ば
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
本
書
『
オ
ス
マ
ン
憲
政
へ
の
道
』
冒
頭
で
は
、
そ
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
憲
法
が
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
市
井
の
人
び
と
に
も

歓
迎
さ
れ
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
日
本
か
ら
も
、
ま
だ
憲
法
を
持
た
な
か
っ
た
大
清
帝
国
の
若
い
知
識
人
か
ら
も
き
わ
め
て
不
評
だ
っ

た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
そ
の
も
の
は
、
皇
帝
の
非
常
大
権
を
認
め
て
い
る
と
い
う
問
題
は
あ
り
、
ま
た
、
オ

ス
マ
ン
帝
国
史
上
初
め
て
明
文
で
「
ス
ル
タ
ン
‐
カ
リ
フ
制
」
を
規
定
し
た
と
い
う
、
立
憲
制
と
は
や
や
位
相
の
違
う
一
面
も
あ
る
が
、

と
も
か
く
も
、
当
時
の
世
界
の
憲
法
と
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
「
後
れ
た
」
、
ま
た
は
「
不
十
分
な
」
内
容
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
不
評

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
冒
頭
に
引
用
さ
れ
た
文
章
で
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
、
憲
法
の
制
定
が
あ
ま
り
に
唐
突
で
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
歴
史
や
国
民
意
識
と

こ
の
憲
法
と
が
十
分
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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ミ
ド
ハ
ト
憲
法
自
体
に
は
、
対
外
関
係
の
危
機
の
下
で
、
ロ
シ
ア
以
外
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
歓
心
を
買
う
目
的
で
比
較
的
短
期
間
で

起
草
さ
れ
制
定
さ
れ
た
と
い
う
一
面
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
た
し
か
に
唐
突
で
あ
る
。
だ
が
、
ほ
ん
と
う
に
そ
れ
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
の

歴
史
や
社
会
と
の
関
連
づ
け
を
意
識
し
な
い
ま
ま
制
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
。
著
者
は
、
こ
の
ミ
ド
ハ
ト
憲
法
制
定
に
い
た
る
十
年

程
度
の
短
い
時
期
に
問
題
関
心
を
集
中
さ
せ
る
。
ほ
ぼ
日
本
の
明
治
維
新
か
ら
西
南
戦
争
ま
で
の
時
期
に
相
当
す
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の

時
期
に
立
憲
制
を
求
め
る
運
動
の
中
心
せ
担
っ
た
運
動
は
「
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
運
動
を
行
っ
た
者
た
ち
は
「
新
オ

ス
マ
ン
人
」
と
呼
ば
れ
る
。
著
者
は
、
こ
の
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
に
関
心
を
限
る
こ
と
な
く
、
そ
の
運
動
の
外
部
も
含
め
て
、
い
わ
ば

「
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
期
」
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
立
憲
制
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
た
か
を
、
ト
ル
コ
に
残
る
当
時
の
新
聞
・
雑
誌
の
言

論
を
中
心
に
、
史
料
を
博
捜
し
て
再
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
も
と
に
、
こ
の
時
期
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
ど
の
よ
う
な
国
家
を
目
指
し

て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

本
書
の
著
者
は
、
東
京
大
学
人
文
社
会
系
研
究
科
を
修
了
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
度
よ
り
成
蹊
大
学
文
学
部
助
教
を
務
め
て
お
ら
れ
る
。

本
書
は
そ
の
博
士
論
文
を
も
と
に
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

評
者
は
、
西
ア
ジ
ア
史
も
イ
ス
ラ
ー
ム
史
も
専
門
と
し
て
い
な
い
し
、
現
代
ト
ル
コ
語
が
多
少
読
め
る
だ
け
で
、
ア
ラ
ビ
ア
語
や
、
オ

ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
語
と
呼
ば
れ
る
一
九
世
紀
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
使
わ
れ
た
ト
ル
コ
語
に
つ
い
て
の
知
識
を
欠
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

著
者
の
使
っ
て
い
る
史
料
に
ま
で
踏
み
こ
ん
で
本
書
を
評
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
史
・
イ
ス
ラ
ー
ム
史
の
文
脈
に
著

者
の
論
点
を
位
置
づ
け
て
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
の
中
国
の
憲
政
史
（
ま
た
は
憲
政
失

敗
史
）
に
関
心
を
寄
せ
る
者
と
し
て
の
本
書
の
評
価
を
綴
っ
て
み
た
い
。

な
お
、
本
書
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
主
と
し
て
一
八
六
七
年
以
後
の
「
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
期
」
で
あ
る
。
内
容
の
紹
介
に
先
立

「アジア」最初の憲政国家か、イスラームの近代帝国か 佐々木紳『オスマン憲政への道』

83



82

ち
、
そ
れ
ま
で
の
流
れ
を
新
井
政
美
『
ト
ル
コ
近
現
代
史
』
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
、
永
田
雄
三
（
編
）
『
新
版
世
界
各
国
史
９

西
ア
ジ
ア
史
２
』
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
、
山
内
昌
之
『
世
界
の
歴
史
二
〇

近
代
イ
ス
ラ
ー
ム
の
挑
戦
』
（
中
央
公
論
社
、
一

九
九
六
年
）
な
ど
に
拠
り
な
が
ら
略
述
し
て
お
く
。

一
八
世
紀
後
半
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
国
内
へ
の
影
響
力
を
強
め
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
軍
事
技
術
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強

に
追
随
で
き
な
く
な
り
、
国
内
で
は
名
門
官
人
や
ア
ー
ヤ
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
地
方
名
士
が
政
治
的
影
響
力
を
誇
り
社
会
的
勢
力
を
増
す
な

か
で
、
オ
ス
マ
ン
王
朝
は
改
革
へ
と
乗
り
出
す
。
最
初
に
改
革
に
取
り
組
ん
だ
皇
帝
は
一
七
八
九
年
即
位
の
セ
リ
ム
三
世
で
あ
っ
た
が
、

セ
リ
ム
は
守
旧
派
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
、
実
質
的
に
そ
の
後
を
継
い
だ
改
革
派
皇
帝
マ
フ
ム
ト
二
世
は
当
初
は
守
旧
派
に
周
囲
を
固
め
ら
れ

て
改
革
を
ス
ロ
ー
ダ
ウ
ン
さ
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
二
六
年
、
守
旧
派
の
中
心
で
あ
っ
た
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
（
旧
式
軍
隊

の
軍
人
で
、
当
時
は
特
権
階
級
化
し
て
い
た
）
勢
力
を
一
掃
し
、
再
び
改
革
へ
の
動
き
を
始
め
る
。
一
八
三
九
年
、
マ
フ
ム
ト
二
世
の
息

子
の
新
帝
ア
ブ
デ
ュ
ル
メ
ジ
ト
が
「
ギ
ュ
ル
ハ
ー
ネ
勅
令
」
を
発
し
、
組
織
的
な
改
革
が
始
め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
「
タ
ン
ズ
ィ
マ
ー
ト
」

と
呼
ば
れ
る
改
革
運
動
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
に
は
「
改
革
勅
令
」
も
発
せ
ら
れ
た
。
だ
が
、
タ
ン
ズ
ィ
マ
ー
ト
の
改
革
は
必
ず
し
も
順

調
に
進
ま
ず
、
一
八
六
〇
年
代
に
は
停
滞
を
感
じ
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
た
。
そ
の
一
八
六
〇
年
代
後
半
か
ら
が
本
書
の
対
象
で
あ
る
。
な

お
、
本
書
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
従
来
の
通
説
的
理
解
を
新
た
な
研
究
成
果
を
も
と
に
修
正
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
必
要
な
箇
所

で
触
れ
る
に
と
ど
め
る
。

第
一
章
「
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
の
社
会
史
的
起
源
」
で
は
、
一
八
六
七
年
の
ク
レ
タ
島
救
援
運
動
に
着
目
し
、
こ
こ
に
「
新
オ
ス
マ
ン

人
運
動
の
社
会
史
的
起
源
」
を
求
め
る
。
一
八
六
六
年
よ
り
ク
レ
タ
島
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
正
教
徒
に
よ
る
反
乱
が
起
こ
り
、
ギ
リ

シ
ア

や
欧

米
諸
国
で
は
ク
レ
タ
島
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
支
援
運
動
が
繰
り

広
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
新
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聞
は
、
こ
の
事
件
で
真
に
苦
し
ん
で
い
る
の
は
ク
レ
タ
島
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
し
て
、
ム
ス
リ
ム
住
民
に
対
す
る
支
援
活
動
を
呼
び
掛

け
、
自
ら
募
金
活
動
を
繰
り
広
げ
る
。
と
く
に
政
府
批
判
の
立
場
に
立
つ
『
報
道
者
』
紙
は
、
ク
レ
タ
島
支
援
の
た
め
の
特
別
号
を
発
行

し
、
そ
の
売
り
上
げ
を
募
金
に
あ
て
る
と
い
う
独
創
的
な
活
動
を
展
開
し
た
。
し
か
し
、
『
報
道
者
』
は
停
刊
の
処
分
を
受
け
、
他
の
新

聞
の
関
係
者
や
こ
の
運
動
の
支
持
者
も
首
都
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
か
ら
遠
い
地
域
に
赴
任
さ
せ
ら
れ
る
な
ど
の
処
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
運
動
の
主
導
者
や
参
加
者
が
パ
リ
に
、
つ
い
で
ロ
ン
ド
ン
に
脱
出
し
、
こ
こ
か
ら
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
が
始
ま
る
。

こ
の
ク
レ
タ
島
救
援
運
動
は
、
こ
の
運
動
か
ら
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
の
担
い
手
が
輩
出
し
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
意
義
を
持
っ

て
い
る
。
な
ぜ
ク
レ
タ
島
の
ム
ス
リ
ム
を
中
心
と
す
る
住
民
を
救
援
す
る
の
か
。
「
同
じ
ム
ス
リ
ム
」
だ
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
同

じ
オ
ス
マ
ン
人
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
ユ
ダ
ヤ
教
徒
も
含
む
）
」
か
ら
な
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
具
体
的
に
問
題
に
さ
れ
る
局
面
を
変
え
つ

つ
も
、
常
に
そ
の
後
の
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
の
な
か
で
も
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
行
く
。

従
来
、
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
皇
帝
ア
ブ
デ
ュ
ル
ア
ズ
ィ
ズ
の
改
革
へ
の
不
熱
心
さ
や
浪
費
癖
・
虚
栄
癖
、
ア
ブ

デ
ュ
ル
ア
ズ
ィ
ズ
の
も
と
で
の
改
革
の
中
心
的
な
担
い
手
と
な
っ
た
ア
ー
リ
ー
・
パ
シ
ャ
と
フ
ア
ト
・
パ
シ
ャ
の
狭
量
さ
と
専
横
、
そ
れ

ら
に
よ
る
改
革
の
停
滞
と
改
革
派
人
材
の
政
府
か
ら
の
流
出
を
中
心
に
据
え
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
本
書
で
も
こ
れ
ら
の
構

図
は
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
出
発
点
を
具
体
的
に
描
く
こ
と
で
、
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
の
政
治
史
・
憲
政
史
的
意
義

を
よ
り
明
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

第
二
章
は
「
憲
政
史
論
議
の
法
制
史
的
契
機
」
で
あ
る
。
一
八
六
八
年
、
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
に
結
集
す
る
改
革
派
官
僚
・
言
論
人
た

ち
を
追
放
し
た
後
の
オ
ス
マ
ン
宮
廷
は
「
国
家
評
議
会
」
の
設
立
に
踏
み
切
る
。
こ
れ
は
、
議
員
の
指
名
権
も
政
府
が
握
り
、
実
際
に
も

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
高
官
が
議
員
を
兼

務
す
る
会
議
体
で
、
議
会
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
国
家
評
議
会
の
創
設

時
の
ア
ブ
デ
ュ
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ル
ア
ズ
ィ
ズ
帝
の
勅
諭
で
は
、
政
府
は
臣
民
の
自
由
を
実
現
す
る
た
め
に
存
在
す
る
こ
と
、
法
に
ま
つ
わ
る
権
力
（
立
法
権
と
司
法
権
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
）
と
執
行
権
は
分
離
す
べ
き
も
の
で
、
今
回
の
国
家
評
議
会
の
設
立
は
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
い

う
こ
と
な
ど
が
う
た
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
臣
民
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
・
宗
派
を
信
じ
て
い
よ
う
と
も
一
体

と
な
っ
て
お
り
、
狂
信
に
よ
り
敵
対
を
煽
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
改
革
に
あ
た
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の

理
念
は
打
ち
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ム
ス
リ
ム
の
優
位
性
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
改
革
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
念

に
触
れ
な
い
こ
と
に
オ
ス
マ
ン
帝
国
国
内
の
世
論
に
は
と
く
に
異
論
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
時
は
ロ
ン
ド
ン
に
拠
点
を
置
い

て
い
た
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
の
側
は
、
い
っ
そ
う
の
議
会
制
改
革
を
求
め
る
と
と
も
に
、
「
ア
ク
ル
」
（
知
性
、
理
性
）
と
「
ナ
ク
ル
」

（
伝
統
）
の
両
面
か
ら
議
会
制
改
革
へ
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
く
。
こ
の
「
ナ
ク
ル
」
と
は
主
と
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
の
こ
と
で
あ

る
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
本
国
よ
り
も
海
外
に
い
た
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
の
側
が
む
し
ろ
よ
り
積
極
的
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
を
参
照
し
て
議

論
を
進
め
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
章
で
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
皇
帝
が
「
政
府
は
臣
民
の
自
由
を
促
進
す
る
た
め
に
存
在
す
る
」
と
、
ま
る
で
ル
ソ
ー
の
よ
う
な
こ

と
を
述
べ
て
い
る
点
に
も
驚
い
た
し
、
新
オ
ス
マ
ン
人
の
議
論
の
な
か
で
、
自
由
は
皇
帝
（
パ
ー
デ
ィ
シ
ャ
ー
）
が
与
え
た
も
の
で
は
な

く
て
最
初
か
ら
自
分
た
ち
の
権
利
な
の
だ
と
、
「
恩
賜
的
民
権
／
恢
復
的
民
権
」
に
相
当
す
る
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

も
驚
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
「
自
由
」
の
主
張
に
お
い
て
よ
り
急
進
的
な
新
オ
ス
マ
ン
人
側
が
む
し
ろ
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
を
参
照
し
て

い
る
点
が
興
味
深
い
点
で
あ
る
。

第
三
章
は
、
新
オ
ス
マ
ン
人
の
代
表
格
と
見
ら
れ
る
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
と
、
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
が
拠
点
と
し
た
新
聞
『
自
由
』
の

論
調
を
中
心
に
分
析
す
る
「
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
の
立
憲
議
会
構
想
」
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
本
書
で
「
ケ
マ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
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ご
く
一
部
を
除
い
て
こ
の
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
で
あ
っ
て
、
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
、
す
な
わ
ち
後
の
ア
タ
チ
ュ
ル
ク
で
は
な
い
。
ま
た
、

こ
の
『
自
由
』
は
ト
ル
コ
語
で
は
『
ヒ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
で
、
直
接
に
続
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
今
日
の
ト
ル
コ
を
代
表
す
る
新
聞

の
名
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
）。

ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
は
、
国
家
評
議
会
の
創
設
に
あ
た
っ
て
の
勅
諭
に
も
言
及
し
つ
つ
、
国
民
議
会
の
必
要
性
を
論
証
し
て
い
く
。
そ

の
論
法
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
（
コ
ー
ラ
ン
）
な
ど
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
法
源
に
も
立
ち
戻
り
つ
つ
、
自
由
や
議
会
制
な
ど
の
制
度
の
正
当
性
と

必
要
性
を
論
証
し
て
い
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
人
民
主
権
さ
え
イ
ス
ラ
ー
ム
を
用
い
て
正
当
化
す
る
。
こ
れ
を
も
と
に
、
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ

ル
は
、
国
民
議
会
、
元
老
院
、
国
家
評
議
会
の
三
層
構
成
の
議
会
制
を
構
想
す
る
。
た
だ
し
、
元
老
院
を
貴
族
制
度
と
結
び
つ
け
る
こ
と

に
は
反
対
で
あ
る
（
理
由
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
元
老
院
を
貴
族
院
に
す
る
と
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
改
革
を
停
滞
さ
せ
て
い
る

名
門
官
人
層
が
そ
こ
に
結
集
し
て
改
革
を
遅
ら
せ
る
と
い
う
判
断
か
ら
だ
ろ
う
）
。
国
家
評
議
会
で
は
国
民
議
会
・
元
老
院
で
定
め
ら
れ

た
法
案
を
シ
ャ
リ
ー
ア
な
ど
の
観
点
か
ら
審
査
し
、
こ
こ
で
審
議
に
通
過
す
れ
ば
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
最
長
老
で
あ
る
シ
ェ

イ
ヒ
ュ
ル
イ
ス
ラ
ー
ム
が
フ
ァ
ト
ワ
ー
（
宗
教
裁
定
、
宗
教
的
意
見
）
で
法
の
有
効
性
を
宣
言
す
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
内
部
で
は
ム
ス
リ
ム
が
文
明
的
で
あ
っ
て
治
者
で
あ
り
、
非
ム
ス
リ

ム
は
文
明
の
程
度
で
ム
ス
リ
ム
に
劣
り
被
治
者
で
あ
る
と
い
う
秩
序
を
譲
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
新
オ
ス
マ
ン
人
が
、
自
由

や
憲
政
を
求
め
つ
つ
も
、
国
民
の
平
等
と
い
う
価
値
に
つ
い
て
は
消
極
的
だ
っ
た
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
主

と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
平
等
を
認
め
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
を
背
後
に
持
つ
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
ム
ス
リ
ム
に
対
し
て
優
位
に
立

つ
か
ら
だ
と
い
う
「
受
け
身
」
の
理
由
づ
け
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
書
で
は
、
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

帝
国
支
配
を
正
当
化
す
る
文
明
論
と
同
じ
構
造
を
、
ム
ス
リ
ム
を
優
位
に
位
置
づ
け
て
展
開
し
た
点
が
重
視
さ
れ
る
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
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近
代
的
帝
国
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
を
「
新
オ
ス
マ
ン
人
」
の
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
は
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
な
か
で
、「
共
同
体
」、
普
通
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
共
同
体
（
ウ
ン
マ
・
イ
ス
ラ
ミ
ー
ヤ
）
を
意
味
す
る
「
ウ
ン
マ
」
と
い
う

こ
と
ば
や
、
同
じ
宗
教
・
宗
派
を
信
じ
る
者
の
集
団
を
指
す
「
ミ
ッ
レ
ト
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
訳
語
に
意
識
的
に

当
て
ら
れ
て
い
く
過
程
に
も
著
者
は
注
意
を
促
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
章
（
一
三
七
頁
）
以
下
、
本
書
に
何
度
か
登
場
す
る

R
u
m
を
著
者
は
「
正
教
徒
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
「
ブ
ル
ガ
リ
ア

人
」
と
並
列
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
正
教
徒
の
な
か
で
も
、
ギ
リ
シ
ア
系
正
教
徒
を
主
に
意
識
し
た

表
現
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
ル
ー
ム
」
と
は
も
と
も
と
ロ
ー
マ
の
こ
と
で
、
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
帝
国
を
指
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
ブ
ル

ガ
リ
ア
正
教
会
は
狭
い
意
味
で
の
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
（
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
総
主
教
座
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
下
で
は
世
界
総
主
教
座

と
し
て
他
の
総
主
教
座
よ
り
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
）
か
ら
の
自
立
を
図
っ
て
い
た
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
正
教
会
の
信
者
を
切
り
離
す
な

ら
ば
、
ギ
リ
シ
ア
が
す
で
に
独
立
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
内
の
ギ
リ
シ
ア
系
の
正
教
会
の
信
者
は
、
「
正
教
徒
」
と

一
括
し
た
場
合
よ
り
も
少
数
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
そ
れ
で
も
首
都
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
を
は
じ
め
と
し
て
帝
国
内
に
は
か
な
り
の
数
の
ギ

リ
シ
ア
人
が
居
住
し
て
い
た
が
）
。
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
の
言
う
よ
う
に
顕
微
鏡
を
使
わ
な
け
れ
ば
探
し
出
せ
な
い
ほ
ど
で
は
な
い
に
し

て
も
、
で
あ
る
。
た
ん
に
教
会
が
違
う
か
ら
別
の
ミ
ッ
レ
ト
と
考
え
た
の
か
、
そ
れ
と
も
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
し
て
一
致
結
束
し
て
い
る

と
は
言
い
が
た
い
ギ
リ
シ
ア
系
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
系
の
正
教
徒
の
分
断
状
況
を
意
識
し
た
の
か
、
ど
ち
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
争
論
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
」
と
題
さ
れ
た
第
四
章
で
は
、
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
か
ら
は
離
れ
て
、
当
時
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
憲
政
が
ど

う
論
じ
ら
れ
て
い
た
か
が
紹
介
さ
れ
る
。
憲
政
導
入
論
を
主
張
し
た
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
（
本
書
で
は
ト
ル
コ
語

読
み
で
メ
フ
メ
ト
・
ア
リ
と
す
る
）
王
朝
の
一
員
で
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ア
ズ
ィ
ズ
帝
と
オ
ス
マ
ン
政
府
の
介
入
で
エ
ジ
プ
ト
の
君
主
の
地
位

成蹊法学82号 書 評

88



82

を
手
に
入
れ
損
な
っ
た
ム
ス
タ
フ
ァ
・
フ
ァ
ー
ズ
ル
・
パ
シ
ャ
で
あ
っ
た
。
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
の
パ
ト
ロ
ン
と
も
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

ム
ス
タ
フ
ァ
・
フ
ァ
ー
ズ
ル
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
国
民
の
議
会
制
を
担
う
能
力
に
差
は
な
い
と
し
て
議
会
制
の
導
入
を

訴
え
る
論
陣
を
張
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
治
上
も
ム
ス
タ
フ
ァ
・
フ
ァ
ー
ズ
ル
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
ア
ー
リ
ー
・
パ
シ
ャ
は
、
原

理
的
に
は
議
会
制
を
認
め
つ
つ
も
、
現
時
点
で
議
会
制
を
導
入
す
れ
ば
宗
教
・
宗
派
の
違
い
が
表
面
化
し
て
帝
国
の
統
一
が
保
て
な
く
な

る
と
否
定
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
時
期
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
出
身
の
二
人
の
言
論
人
、
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ジ
ェ
ラ
ー
レ
ッ
テ
ィ
ン
と
ハ
イ
レ
ッ

テ
ィ
ン
・
カ
ル
ス
キ
の
議
会
制
論
を
健
闘
す
る
。
こ
の
時
期
、
ロ
シ
ア
に
圧
迫
さ
れ
て
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
、
反
ロ
シ
ア
連
合
を
構
想

す
る
亡
命
者
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
来
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
タ
ン
ズ
ィ
マ
ー
ト
の
「
即
戦
力
」
と
し
て
帝
国
で
重
用
さ
れ
て
い
た
と
い

う
。
こ
の
う
ち
、
ジ
ェ
ラ
ー
レ
ッ
テ
ィ
ン
は
、
ゴ
ビ
ノ
ー
の
人
種
論
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
ア
ー
リ
ア
人
と
ト
ル
コ
人
の
同
祖
論
を
説
い

た
。
そ
の
上
で
、
非
ム
ス
リ
ム
が
わ
ず
か
に
多
数
（
ム
ス
リ
ム
一
〇
〇
対
非
ム
ス
リ
ム
一
〇
一
）
の
独
特
の
議
会
論
を
打
ち
出
す
。
ハ
イ

レ
ッ
テ
ィ
ン
は
、
国
民
議
会
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
地
方
議
会
を
樹
立
し
て
そ
れ
を
十
分
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
は
国
民

議
会
は
開
設
し
得
な
い
と
い
う
、
や
は
り
独
特
の
尚
早
論
を
掲
げ
た
。
こ
れ
ら
は
、
速
開
論
に
せ
よ
慎
重
論
に
せ
よ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な

論
理
を
使
わ
な
い
議
論
で
あ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

第
五
章
「
ミ
ド
ハ
ト
憲
法
へ
の
道
」
で
は
、
ミ
ド
ハ
ト
憲
法
制
定
に
至
る
オ
ス
マ
ン
帝
国
政
治
史
の
激
動
に
触
れ
つ
つ
、
ま
た
、
普
仏

戦
争
（
独
仏
戦
争
）
の
影
響
で
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
言
論
活
動
を
制
約
さ
れ
た
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
の
不
自
由
な
境
遇
に
も
触
れ
つ
つ
、

そ
の
帰
国
後
の
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
の
、
現
実
に
進
み
つ
つ
あ
る
憲
法
制
定
に
向
け
て
の
発
言
に
つ
い
て
論
じ
る
。
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル

は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
や
シ
ャ
リ
ー
ア
の
優
位
性
を
認
め
、
ム
ス
リ
ム
を
治
者
、
非
ム
ス
リ
ム
を
被
治
者
と
す
る
構
図
は
抱
き
つ
づ
け
た
も
の

の
、
非
ム
ス
リ
ム
の
政
治
へ
の
参
加
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
や
シ
ャ
リ
ー
ア
の
概
念
を
柔
軟
に
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使
い
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
優
位
と
す
る
考
え
か
た
は
不
変
だ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
臣
民
は
、
そ
の
信
じ
る
宗
教
に

関
係
な
く
オ
ス
マ
ン
人
と
し
て
平
等
で
あ
る
と
い
う
主
張
と
は
や
は
り
最
後
ま
で
性
格
を
異
に
し
て
い
た
。
「
新
オ
ス
マ
ン
人
」
が
目
指

し
て
い
た
の
は
「
多
文
化
・
多
民
族
の
国
家
」
で
は
な
く
、
「
ム
ス
リ
ム
文
明
に
よ
る
帝
国
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
本
書
の
結
論
の
最
も

重
要
な
部
分
で
あ
ろ
う
。

本
書
で
特
徴
的
な
点
と
し
て
、
ま
ず
、
表
記
に
つ
い
て
挙
げ
て
お
こ
う
。
本
書
で
は
、
当
時
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
使
わ
れ
た
固
有
名
詞

の
う
ち
、
新
聞
の
名
称
や
国
家
機
関
名
な
ど
、
日
本
語
に
翻
訳
で
き
る
も
の
は
翻
訳
し
、
そ
れ
に
原
語
を
ロ
ー
マ
字
を
も
と
に
し
た
現
代

ト
ル
コ
語
表
記
で
添
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
先
に
触
れ
た
新
聞
『
ヒ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
は
『
自
由
』
と
訳
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
文
を
引
用

し
て
い
る
部
分
で
も
、
論
点
に
な
り
そ
う
な
部
分
は
や
は
り
原
文
を
引
用
し
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
著
者
に
よ
る
ア
ラ
ビ
ア
文
字

（
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
語
は
ア
ラ
ビ
ア
文
字
表
記
。
よ
り
正
確
に
は
ペ
ル
シ
ア
文
字
に
近
い
）
か
ら
の
現
代
ト
ル
コ
語
表
記
へ
の
転
写
な

の
か
、
引
用
元
文
献
の
転
写
な
の
か
も
註
記
し
て
い
る
。
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
語
で
は
ア
ラ
ビ
ア
語
な
ど
の
こ
と
ば
が
多
く
採
り
入
れ
ら

れ
て
お
り
、
翻
訳
す
れ
ば
同
じ
に
な
る
こ
と
ば
で
も
、
ト
ル
コ
語
の
単
語
を
使
う
か
ア
ラ
ビ
ア
語
系
の
こ
と
ば
を
使
う
か
で
ニ
ュ
ア
ン
ス

に
違
い
が
あ
る
（
さ
ら
に
、
評
者
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
系
で
も
、
語
尾
ま
で
ア
ラ
ビ
ア
語
の
ば
あ
い
と
、
ア
ラ
ビ
ア

語
の
単
語
に
ト
ル
コ
語
語
尾
を
つ
け
た
ば
あ
い
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
。
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
翻
訳
す
れ
ば
消
え
て
し
ま

う
。
か
と
い
っ
て
、
す
べ
て
カ
タ
カ
ナ
書
き
で
は
、
ト
ル
コ
語
に
も
ア
ラ
ビ
ア
語
に
も
通
じ
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
難
解
に
な

る
。
著
者
は
、
日
本
語
に
で
き
る
単
語
は
翻
訳
し
、
原
語
を
添
え
る
こ
と
で
、
正
確
さ
と
わ
か
り
や
す
さ
を
両
立
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
点

を
ま
ず
高
く
評
価
し
た
い
。

次
に
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
特
徴
的
な
点
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
を
「
東
方
問
題
の
客
体
」
と
し
て
描
く
の
で
は
な
く
、
前
近
代
的
な
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帝
国
か
ら
近
代
的
帝
国
へ
と
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
志
向
す
る
「
帝
国
」
と
し
て
描
き
出
し
た
点
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
政
治
史
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
と
の
関
係
を
基
軸
に
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
セ
リ
ム
三
世
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
に
対
し
て
劣
勢
に
な
っ
た
国
勢
を
回
復
す
る
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
制
度
を
導
入
す
る
改
革
を
目
指
し
、
マ
フ
ム
ト
二
世
は
エ
ジ

プ
ト
問
題
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
介
入
に
苦
し
め
ら
れ
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
メ
ジ
ト
は
エ
ジ
プ
ト
と
の
和
平
の
仲
介
へ
の
交
換
条
件
と

し
て
タ
ン
ズ
ィ
マ
ー
ト
を
始
め
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
の
援
助
の
見
返
り
と
し
て
改
革
勅
令
を
発
し
た
、
と
い
う
、「
東
方
の
瀕
死
の
病
人
」

像
の
強
い
影
響
を
受
け
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
史
像
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
も
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
自
体
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
よ
り
も
立
ち
後
れ
た
に
し
て
も
、
近
代
的
帝
国
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
に
伍
す
る
国

に
な
れ
る
と
い
う
見
込
み
の
も
と
に
改
革
を
進
め
て
い
た
。
本
書
で
は
そ
の
「
帝
国
意
識
」
に
注
目
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
明
治
維
新
後
の
日
本
が
目
指
し
た
方
向
で
も
あ
っ
た
し
、
清
も
そ
れ
を
目
指
し
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
多
数
の
帝
国
で
は

な
い
近
代
的
帝
国
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
、
日
本
や
清
と
も
同
じ
だ
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
の
こ
と
ば
で
言
う
な
ら
ば
「
維
新
」
の

方
向
性
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
議
会
制
の
導
入
に
い
ち
ば
ん
熱
心
で
あ
っ
た
グ
ル
ー
プ
が
最
も
熱
心
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
言
及
し
て
い
る
こ
と

も
理
解
で
き
る
。
中
国
の
ば
あ
い
も
、
議
会
制
も
立
憲
制
も
ま
ず
儒
教
の
伝
統
の
な
か
で
受
け
入
れ
ら
れ
、
議
論
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
に

は
、
西
洋
の
物
質
・
機
械
文
明
は
墨
家
の
流
れ
で
あ
る
と
い
う
強
引
な
「
附
会
」
説
も
あ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
を
尭
舜
時
代

の
理
想
的
な
「
禅
譲
」
制
度
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
、
現
在
の
私
た
ち
か
ら
見
れ
ば
奇
妙
で
も
必
ず
し
も
強
引
な
「
附
会
」
と
は
言

え
な
い
議
論
も
あ
っ
た
。
議
会
制
は
皇
帝
と
民
衆
の
あ
い
だ
の
隔
た
り
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
儒
教
の
伝
統
の
封
建
論
に
即
し
て
理
解
さ

れ
た
。
さ
ら
に
、
本
書
で
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
国
家
評
議
会
が
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
高
官
が
議
員
を
兼
務
す
る
も
の
で
、
議
会
制
か
ら
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は
ほ
ど
遠
か
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
清
末
に
は
や
は
り
「
官
僚
に
よ
る
議
会
」
が
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
清
朝
で
は
、

伝
統
的
な
「
選
挙
」
つ
ま
り
科
挙
を
、
議
会
制
的
「
選
挙
」
と
解
す
る
余
地
が
あ
っ
た
に
せ
よ
）
。
清
朝
で
は
そ
の
よ
う
な
議
会
さ
え
開

か
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
は
国
家
評
議
会
が
開
設
さ
れ
た
だ
け
ま
し
、
と
い
う
評
価
も
で
き
る
か
も
知
れ
な

い
。
ま
た
、
本
書
に
よ
る
と
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
ま
っ
た
く
触
れ
な
い
議
会
論
が
可
能
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
清
末
に

は
、
一
八
九
八
年
の
戊
戌
変
法
の
挫
折
ま
で
、
儒
教
に
触
れ
な
い
改
革
論
は
有
力
な
改
革
論
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
現
代
の
東
ア
ジ
ア
に

住
む
私
た
ち
か
ら
す
れ
ば
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ほ
う
が
儒
教
よ
り
も
は
る
か
に
社
会
に
対
す
る
束
縛
が
強
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
オ
ス
マ
ン
帝

国
と
清
と
を
比
較
す
れ
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
も
な
い
ら
し
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
本
書
に
描
か
れ
て
い
る
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
の
イ
ス
ラ
ー
ム
解
釈
の
自
在
さ
・
柔
軟
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
ク
ル
ア
ー

ン
に
合
議
を
正
当
化
す
る
一
節
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
は
現
在
で
も
イ
ス
ラ
ー
ム
体
制
と
議
会
制
を
統
一
的
に
理

解
す
る
た
め
に
援
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
人
間
は
生
ま
れ
つ
き
自
由
で
あ
る
こ
と
を
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
導
き
出
し
、

立
憲
制
・
議
会
制
の
政
体
を
構
想
し
て
い
く
流
れ
か
ら
は
、
一
七
～
一
八
世
紀
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
な
か
か
ら
近
代
的
政
治
理

論
が
生
ま
れ
て
く
る
過
程
を
、
時
間
の
流
れ
を
圧
縮
し
て
見
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
感
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
立
憲
制
・
議
会
制
の
正
当
化
と

い
う
「
結
論
」
が
先
に
見
え
て
い
る
の
で
可
能
な
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
イ
ス
ラ
ー
ム
の
「
知
性
と
伝
統
」
と
結
び
つ
け
て
論
じ

る
こ
と
は
や
は
り
さ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
思
え
ば
、
同
じ
こ
と
は
、
か
な
り
異
端
的
な
儒
教
解
釈
を
通
じ
て
、
康
有
為
や
譚
嗣
同
ら
戊

戌
変
法
の
中
心
的
思
想
家
た
ち
が
行
っ
て
い
た
。
後
に
中
国
の
立
憲
主
義
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
梁
啓
超
も
一
度
は
こ
の
康
有
為
学
を
通
っ

て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
議
会
制
・
立
憲
制
の
主
張
に
対
し
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
政
府
も
全
面
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
議
会
制
は

時
期
尚
早
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
「
政
府
の
役
割
は
人
間
の
自
由
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
抑
圧
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
皇
帝
が
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公
的
な
場
で
発
言
し
て
い
た
こ
と
を
本
書
か
ら
学
ん
だ
。
こ
れ
は
「
頑
迷
で
怠
惰
な
オ
ス
マ
ン
王
朝
（
と
く
に
ア
ブ
デ
ュ
ル
ア
ズ
ィ
ズ
帝
）」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
十
分
に
と
ら
え
き
れ
な
い
。
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
は
、
ミ
ド
ハ
ト
憲
法
制
定
後
、
専
制
化
し
た
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ

ト
二
世
の
も
と
で
圧
殺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
部
の
開
明
的
な
官
僚
や
言
論
人
だ
け
が
展
開
し
た
孤
立
し
た
基
盤
の
弱
い
運

動
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
て
い
た
。
し
か
し
、
本
書
に
よ
る
と
、
新
オ
ス
マ
ン
人
以
外
の
官
僚
や
言
論
人
に
も
そ
の
主
張
の
一
部
は

共
有
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
な
ん
と
な
く
想
定
さ
れ
て
い
た
以
上
の
広
が
り
を
持
っ
た
運
動
と
し
て
と
ら
え
直
す
必
要
が
あ
る
の
か
も

知
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
ミ
ド
ハ
ト
憲
法
停
止
後
の
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
二
世
の
「
専
制
」
の
性
格
づ
け
や
、
そ
の
下
で
進
め
ら
れ
る
「
青

年
ト
ル
コ
人
」
運
動
の
評
価
と
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
著
者
は
あ
え
て
強
調
し
て
い
な
い
が
、
「
新
オ
ス
マ
ン
人
」
は
フ
ラ
ン
ス

語
で
は
「
青
年
ト
ル
コ
人
」
と
な
っ
て
い
て
、
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
か
ら
青
年
ト
ル
コ
人
運
動
へ
の
連
続
性
が
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。

こ
れ
を
書
い
て
い
る
現
在
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
」
が
預
言
者
時
代
に
戻
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
を
実
践
し
て
い
る
と
主
張
し
、
そ
の
残
虐
さ

に
対
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
に
も
革
新
が
必
要
だ
と
主
張
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
動
き
は
、
新
オ
ス
マ
ン
人
運
動
か
ら
（
本
書
で
は
あ
ま
り

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
）
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
二
世
の
汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
革
新
の
行
方
は
ど

う
な
っ
た
か
。
一
度
確
か
め
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

補
足
的
な
感
想
を
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。

セ
ル
ビ
ア
な
ど
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
内
に
形
式
的
に
と
ど
ま
り
つ
つ
「
自
治
」
を
獲
得
し
た
諸
国
に
は
、
オ
ス
マ
ン
皇
帝
が
憲
法
を
与
え

て
い
た
。
ま
た
、
か
な
り
不
十
分
な
も
の
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
自
治
公
国
で
は
議
会
も
開
か
れ
、
議
会
政
治
も
行
わ
れ
て
い
た
。
も
と
も

と
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
の
ヴ
ァ
ラ
キ
ア
（
ワ
ラ
キ
ア
）
や
モ
ル
ド
ヴ
ァ
（
こ
の
両
国
が
合
同
し
て
ル
ー
マ
ニ
ア
に
な
る
。
た
だ
し
領
土
は
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今
日
の
ル
ー
マ
ニ
ア
と
は
完
全
に
は
重
な
ら
な
い
）
で
は
貴
族
た
ち
に
よ
る
議
会
を
基
盤
と
し
た
政
治
が
行
わ
れ
、
一
八
世
紀
ま
で
は
ヴ
ァ

ラ
キ
ア
公
・
モ
ル
ド
ヴ
ァ
公
も
議
会
で
選
ば
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
本
国
に
与
え
た
影
響
は
あ
っ
た
の
か
、
な
か
っ
た
の

か
。
こ
れ
は
、
本
書
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
だ
が
、
評
者
と
し
て
は
興
味
を
引
か
れ
る
点
で
あ
る
。

な
お
、
二
一
六
頁
で
、
一
八
七
六
年
に
即
位
し
た
新
帝
ム
ラ
ト
五
世
が
、
前
皇
帝
ア
ブ
デ
ュ
ル
ア
ズ
ィ
ズ
の
弟
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
ム
ラ
ト
五
世
の
弟
で
あ
る
次
の
皇
帝
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
二
世
と
と
も
に
「
甥
」
（
ア
ブ
デ
ュ
ル
ア
ズ
ィ
ズ
の
兄
ア
ブ
デ
ュ
ル

メ
ジ
ト
の
息
子
）
の
誤
記
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
評
者
の
手
許
で
参
照
で
き
る
複
数
の
オ
ス
マ
ン
家
の
系
図
で
は
そ
う
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
ナ
ー
ム
ク
・
ケ
マ
ル
の
思
想
と
も
ミ
ド
ハ
ト
憲
法
と
も
関
係
な
い
が
、
政
治
学
科
で
の
「
卒
業
論
文
」
（
三
年
次
で
の
必
修

レ
ポ
ー
ト
）
制
度
の
採
用
を
前
に
本
書
の
あ
と
が
き
を
読
ん
で
、
学
生
の
論
文
に
対
し
て
「
君
の
論
文
は
つ
ま
ら
な
い
」
な
ど
と
言
う
の

は
厳
に
つ
つ
し
も
う
と
思
っ
た
。
そ
う
指
摘
さ
れ
た
学
生
が
、
数
年
後
に
、
鋭
い
着
想
と
精
密
な
実
証
を
兼
ね
備
え
、
後
続
の
研
究
者
へ

の
配
慮
に
満
ち
た
す
ぐ
れ
た
研
究
書
を
発
表
す
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
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