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ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
読
本
』

　
一
　
本
書
は
、
一
九
二
二
年
創
刊
以
来
四
三
年
に
わ
た
つ
て
継
続
し
て
い
る

外
交
・
国
際
問
題
の
権
威
あ
る
専
門
誌
問
。
器
一
讐
＞
夢
富
に
、
こ
れ
ま
で
掲

載
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
関
係
の
論
文
の
な
か
か
ら
、
サ
ハ
ラ
以
南
を
対
象
と
し

た
も
の
二
四
篇
を
え
ら
ん
で
、
　
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
男
。
琶
α
q
昌

＞
夢
富
誌
は
こ
れ
ま
で
に
一
〇
〇
篇
を
越
え
る
ア
フ
リ
カ
関
係
の
論
文
を
掲

載
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ア
フ
リ
カ
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
比
較
的

力
点
を
お
い
て
き
た
方
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
句
。
琶
讐
＞
浮
富
誌
に
お
け

る
ア
フ
リ
カ
の
比
重
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ア
フ
リ
カ
の
拾
頭
が
目
だ
つ

て
き
た
一
九
五
〇
年
代
の
末
ご
ろ
か
ら
、
ま
す
ま
す
大
き
く
な
つ
て
き
て
い
る
。

い
ま
、
試
み
に
、
「
ア
フ
リ
カ
の
年
」
と
い
わ
れ
た
一
九
六
〇
年
か
ら
最
新
号

（
一
九
六
五
年
四
月
号
）
ま
で
を
例
に
と
つ
て
み
る
と
、
そ
の
間
に
出
版
さ
れ

た
二
二
冊
（
同
誌
は
季
刊
で
あ
る
）
の
う
ち
一
八
冊
が
ア
フ
リ
カ
関
係
の
論
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
　
　
　
（
八
七
四
）

を
掲
載
し
て
お
り
、
そ
の
数
は
二
九
篇
に
の
ぽ
る
．
こ
と
に
一
九
六
一
年
七
月

号
の
ご
と
き
は
、
全
部
で
一
三
篇
の
う
ち
四
篇
が
ア
フ
リ
カ
関
係
の
論
文
な
の

で
あ
る
。
同
誌
が
ア
フ
リ
カ
問
題
に
さ
く
頁
数
は
、
今
後
、
国
際
社
会
に
お
け

る
ア
フ
リ
カ
の
比
重
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
多
く
な
つ
て
い
く
と

と
も
に
、
す
で
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
そ
の
論
点
な
い
し
観
点
は
さ
ら
に
急
激
に

変
化
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
．

　
そ
の
意
味
か
ら
考
え
れ
ぽ
、
同
誌
が
過
去
四
〇
年
以
上
に
わ
た
つ
て
展
開
し

て
き
た
論
調
を
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
整
理
し
、
一
冊
の
書
物
に
ま
と
め
て
出
版
し

た
の
は
、
ま
こ
と
に
意
義
ふ
か
い
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
、
本
書
に
よ
つ
て
、
ア
フ
リ
カ
問
題
が
も
つ
歴
史
的
性
格
の
変
遷

を
知
り
う
る
ば
か
り
で
な
く
、
本
書
の
編
集
方
針
を
つ
う
じ
て
ア
フ
リ
カ
問

題
に
対
す
る
男
o
琶
管
＞
浮
蕊
誌
、
な
ら
び
に
O
o
彗
亀
9
国
。
琶
讐

評
一
豊
。
諾
の
態
度
な
い
し
姿
勢
の
一
端
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。　

以
下
に
示
す
よ
う
に
本
書
は
、
二
四
篇
の
論
文
を
そ
れ
が
対
象
と
し
て
い
る

問
題
の
性
格
に
し
た
が
つ
て
、
六
つ
の
部
分
に
分
割
整
理
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
二
四
篇
の
論
文
を
個
別
的
に
詳
細
に
わ
た
つ
て
紹
介
す
る
紙
数
を
も
た
な
い

の
で
、
そ
の
論
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
二
　
そ
れ
で
は
ま
ず
、
本
書
の
構
成
を
目
次
で
示
し
て
お
こ
う
．
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ま
ず
第
一
部
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
の
経
略
に
直
接
タ
ッ
チ
し
た
人
物
と

し
て
の
立
場
か
ら
リ
ュ
ガ
！
ド
卿
が
、
さ
ら
に
学
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
リ
ュ

ウ
イ
ン
が
、
そ
れ
ぞ
れ
植
民
地
経
営
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
、
他
方
で
は
パ

ン
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
父
と
よ
ば
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
運
動
に
巨
大
な
足

跡
を
の
こ
し
た
混
血
の
指
導
者
デ
ュ
ボ
ア
博
士
が
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
植
民

地
勢
力
の
型
と
そ
の
実
績
に
つ
い
て
論
評
し
て
い
る
。
前
二
者
の
基
本
的
立
場

を
構
成
し
て
い
る
も
の
は
、
ア
フ
リ
カ
を
教
化
し
向
上
さ
せ
ア
フ
リ
カ
の
開
発

を
お
し
す
す
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
白
人
の
使
命
感
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
、
イ
ギ
リ
ス
・
コ
β
ニ
ア
リ
ズ
ム
に
特
徴
的
な
リ
ュ
ガ
ー
ド
的
植
民
地
経

営
方
式
は
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
O
轟
一
竃
導
量
ぢ
方
式
は
ま
さ
し
く
こ

う
し
た
使
命
感
の
具
現
化
で
あ
る
。
リ
ュ
ウ
イ
ソ
が
引
用
し
て
い
る
「
わ
れ
わ

れ
は
ア
フ
リ
カ
文
明
を
発
展
さ
せ
前
進
さ
せ
る
こ
と
を
受
託
し
て
い
る
ば
か
り

で
な
く
、
こ
の
豊
か
な
諸
地
域
を
世
界
か
ら
受
託
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
の
偉
大
な
大
陸
の
莫
大
な
経
済
的
資
源
開
発
の

義
務
を
、
人
類
に
対
し
て
負
つ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
い
う
リ
ュ
ガ
ー

ド
の
言
葉
は
、
植
民
地
支
配
に
お
け
る
使
命
感
的
正
当
化
の
論
理
を
、
端
的
に

表
現
し
て
い
る
。
編
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
後
進
国
援
助
の
論

理
は
、
こ
の
使
命
感
の
論
理
の
延
長
線
上
に
あ
る
よ
う
に
も
思
え
て
興
味
ぶ
か

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六
　
　
　
（
八
七
六
）

　
デ
ュ
ボ
ア
の
論
文
は
．
前
述
の
よ
う
に
か
れ
自
身
が
黒
人
運
動
に
身
を
捧
げ

て
き
た
だ
け
に
人
種
意
識
が
前
面
に
あ
ら
わ
れ
、
し
た
が
つ
て
西
欧
諸
国
の
ア

フ
リ
カ
に
お
け
る
植
民
地
支
配
を
比
較
検
討
す
る
場
合
に
も
、
た
と
え
ば
、
も

つ
と
も
ス
ム
ー
ス
に
自
治
と
独
立
を
あ
た
え
た
こ
と
で
、
こ
ん
に
ち
で
は
比
較

的
た
か
く
評
価
さ
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
き
び
し
く
、
ア
ン
ゴ
ラ
問
題

な
ど
で
悪
名
た
か
い
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
対
し
て
も
つ
と
も
た
か
い
評
価
を
あ
た
え

て
い
る
こ
と
な
ど
が
注
目
を
ひ
く
。
一
九
二
五
年
の
時
点
で
デ
ュ
ボ
ア
が
ポ
ル

ト
ガ
ル
の
植
民
地
支
配
方
式
を
も
つ
と
も
た
か
く
評
価
し
た
の
は
、
同
国
が
同

化
政
策
を
土
台
と
し
て
、
ア
フ
リ
カ
人
中
の
開
化
民
。
帥
く
津
鋸
審
を
同
化
民

器
巴
昌
一
＆
o
と
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
市
民
の
範
疇
に
含
め
る
と
い
う
、
形
式
上

の
平
等
化
方
式
を
と
つ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
5
。
現
在
の
時
点
で
み
れ
ば
こ
の

評
価
は
当
然
逆
転
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
つ
て
デ
ュ
ボ
ァ
の
論
文

を
皮
肉
な
目
を
も
つ
て
読
む
気
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
本
論
執
筆
当
時
、

全
米
黒
人
向
上
協
会
（
N
A
A
C
P
）
を
つ
う
じ
て
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
の
た
め

の
平
等
化
運
動
を
指
導
し
て
い
た
デ
ュ
ボ
ア
に
す
れ
ぽ
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら

ア
フ
リ
カ
問
題
を
み
る
の
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。　

第
二
部
に
お
さ
め
ら
れ
た
三
論
文
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ

ー
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
四
ヵ
国
の
植
民
地
主
義
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
で
ア
メ
リ
カ
の
地
政
治
学
者
ウ
イ
ト
ル
シ
ー
の
論
文
は
、
対
照
的
な
イ
ギ
リ

ス
の
間
接
統
治
方
式
と
フ
ラ
ン
ス
の
直
接
統
治
政
策
な
い
し
同
化
政
策
に
つ
い

て
の
平
易
な
解
説
に
と
ど
ま
り
、
と
く
に
明
確
な
主
張
を
か
ら
ま
せ
て
は
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
、
ベ
ル
ギ
i
植
民
地
主
義
に
関
す
る
論
文
は
、
執
筆



者
の
リ
ッ
ク
マ
ン
ズ
が
コ
ン
ゴ
総
督
を
長
期
に
わ
た
つ
て
つ
と
め
た
（
一
九
三

四
－
一
九
四
七
）
人
物
で
あ
る
だ
け
に
．
ベ
ル
ギ
ー
の
父
権
主
義
的
統
治
方
式

に
対
す
る
強
い
自
信
を
随
所
に
う
か
が
わ
せ
て
い
る
．
か
れ
は
「
植
民
地
体
制

を
で
き
る
だ
け
は
や
く
終
ら
せ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
国
際
世
論
（
こ
の
場
合
か

れ
は
ダ
レ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
）
に
対
し
て
、
植
民
地
の
社
会
的
、
文
化

的
、
経
済
的
進
歩
を
目
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
治
的
進
歩
を
も
た
ら
す
べ
き

植
民
地
支
配
は
、
目
的
に
対
す
る
手
段
の
役
割
を
に
な
つ
て
い
る
と
し
、
た
と

え
ば
現
段
階
で
部
族
民
に
選
挙
権
を
あ
た
え
る
よ
う
な
こ
と
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
を
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
す
る
に
も
ひ
と
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
．
し
か

し
、
そ
こ
に
白
人
の
使
命
感
的
な
論
理
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
よ
う
と
も
、
こ
う

し
た
論
理
が
ベ
ル
ギ
ー
領
コ
ン
ゴ
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
は
、
一
九
六
〇
年

の
独
立
以
後
に
お
け
る
コ
ン
ゴ
の
情
勢
を
一
べ
つ
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

か
れ
が
コ
ン
ゴ
紛
争
前
夜
の
一
九
五
九
年
に
世
を
去
つ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
し

あ
わ
せ
で
あ
つ
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
つ
ぎ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
植
民
地
主
義
に
関
す
る
ダ
ッ
フ
ィ
の
論
文
は
、
ア
フ

リ
カ
開
発
に
対
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
真
剣
な
態
度
を
一
応
認
め
な
が
ら
も
、
本

国
が
貧
困
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
開
発
計
画
が
実
効
性
を
も
ち
え
な
い
ば
か
り

か
、
む
し
ろ
搾
取
の
度
合
を
強
め
る
結
果
に
な
つ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。　

第
三
部
は
自
治
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
四
論
文
は
い
ず
れ
も

ア
フ
リ
カ
人
の
自
治
能
力
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
議
論
を
展
開
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
い
わ
ゆ
る
文
化
相
対
主
義
に
立
脚
し
、

土
着
民
が
多
く
の
点
で
高
度
の
自
治
能
力
を
も
つ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
と

　
　
　
紹
介
と
批
評

と
も
に
、
現
在
あ
る
土
着
民
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
あ
い
だ
の
悪
感
情
は
、
思
い

あ
が
つ
た
≦
獣
審
韓
導
、
。
・
ぴ
ξ
山
窪
意
識
が
そ
の
原
因
で
あ
る
と
指
摘
す
る
の

で
あ
る
．
し
た
が
つ
て
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
提
案
は
、
戦
後
世
界
の
秩
序
は

英
米
的
な
モ
デ
ル
に
基
礎
を
お
い
て
再
構
成
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
5
観
念
を
放

棄
し
、
ま
ず
土
着
民
に
地
域
的
、
文
化
的
な
自
治
を
あ
た
え
、
し
か
る
の
ち
に

か
れ
ら
を
戦
後
世
界
へ
統
合
す
る
よ
う
（
強
制
す
る
の
で
は
な
く
）
誘
導
す
る

の
が
も
つ
と
も
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ニ
ア
人
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
女
史
の
筆
に
な
る
論
文
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
が
ア
フ
リ
カ
文
化
の
調
和
を
破
壊
し
、
し
か
も
そ
の
代
替
物
を
あ

た
え
な
か
つ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
今
後
ア
フ
リ
カ
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
後
見
な
し
に
自
ら
の
道
を
み
い
だ
し
う
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
と

し
、
ア
フ
リ
カ
人
を
現
在
の
ま
ま
の
状
態
に
放
置
す
る
こ
と
は
犯
罪
で
あ
る
と

断
じ
て
い
る
。
ま
た
パ
ー
ラ
ム
女
史
の
論
文
は
、
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
は
逆

に
、
ア
フ
リ
カ
人
の
自
治
能
力
に
関
し
て
、
極
め
て
暗
い
み
と
お
し
を
示
し
て

い
る
。

　
第
四
部
は
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
「
イ
ズ
ム
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
り

あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
コ
ミ

ュ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
論
文

（
p
・
ア
ン
リ
）
は
、
　
一
九
五
九
年
五
月
に
ガ
：
ナ
・
ギ
ニ
ァ
連
合
が
成
立
し

た
こ
と
を
契
機
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
こ
れ
ま
で

断
絶
し
て
い
た
旧
英
領
ア
フ
リ
カ
と
旧
仏
領
ア
フ
リ
カ
と
の
あ
い
だ
に
橋
が
か

け
ら
れ
た
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
特
殊
ア
フ
リ
カ
的
な
イ
デ
オ
・
ギ
ー

お
よ
び
運
動
と
し
て
の
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
た
ら
し
い
段
階
に
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
　
　
　
（
八
七
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

つ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
一
九
五
九
年
七
月

号
　
（
本
書
の
な
か
で
は
一
〇
月
と
な
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
七
月
の
誤
り
）
　
で
あ

る
が
、
そ
の
後
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
、
内
部
に
対
立
的
要
因
を
は
ら
み
つ
つ
も
と

に
か
く
南
ア
を
の
ぞ
く
全
独
立
国
か
ら
な
る
ア
フ
リ
カ
統
一
機
構
（
O
A
U
）

に
ま
で
一
体
化
を
お
し
す
す
め
て
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ぽ
、
本
論
文
に
＞

早
＄
ヨ
Q
。
日
。
ギ
奉
と
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
を
附
し
た
の
も
、
け
つ
し
て
軽
卒

で
は
な
か
つ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
で
発
行
さ
れ
て
い
る
日
刊
紙
＞
窪
8
μ
U
毘
鴇
乞
。
≦
・
の

編
集
長
シ
ャ
ム
ヤ
リ
ラ
の
論
文
は
、
い
ま
は
解
体
し
た
ロ
ー
デ
シ
ア
・
ニ
ア
サ

ラ
ソ
ド
連
邦
に
つ
い
て
．
批
判
的
な
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
う

ま
で
も
な
く
イ
ギ
リ
ス
が
「
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
的
協
調
の
モ
デ
ル
」
を

表
看
板
に
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
ロ
ー
デ
シ
ア
・
ニ
ア
サ
ラ
ン
ド
連
邦
は
、
一
九

五
三
年
に
成
立
し
て
以
来
す
る
ど
い
批
判
の
対
象
と
な
つ
て
き
た
も
の
で
あ
る

だ
け
に
、
本
論
文
の
趣
旨
は
首
肯
し
う
る
点
を
多
く
も
つ
て
い
る
が
、
第
四
部

の
主
題
が
「
イ
ズ
ム
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
が
イ
ズ
ム
に
直
接

関
係
を
も
た
な
い
論
文
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
こ
に
収
録
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か

当
を
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
つ
ぎ
の
ラ
ッ
カ
ー
の
論
文
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
が
ア
フ
リ
カ
に
浸
透
す
る
と

し
て
も
、
そ
の
場
合
に
は
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
的
な
い
し
ソ
連
的
マ
ル
ク
ス
・

レ
ー
ニ
ン
主
義
と
は
異
つ
た
、
べ
つ
の
タ
イ
プ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
変
形
し
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と
い
5
こ
と
を
示
唆
し
た
興
味
ぶ
か
い
趣
旨
の
も
の
で
あ

る
。
か
れ
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ

5
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八
　
　
　
（
八
七
八
）

　
第
五
部
は
南
ア
の
人
種
間
題
が
主
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
つ
め
ら
れ
た
四
論

文
の
執
筆
者
は
す
べ
て
南
ア
の
白
人
で
あ
る
が
、
と
く
に
興
味
を
ひ
く
の
は
、

南
ア
の
元
総
督
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ダ
ン
カ
ン
と
そ
の
息
子
で
あ
る
同
名
の
パ
ト
リ

ッ
ク
・
ダ
ン
カ
ン
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
つ
た
く
異
つ
た
立
場
か
ら
書
い
た
論
文
が

お
さ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
が
一
九
二
七
年
に
書
い
た
論
文
は
、

非
白
人
に
対
し
て
同
化
と
隔
離
の
中
間
を
い
く
方
式
を
主
張
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
後
者
が
一
九
六
三
年
一
〇
月
に
発
表
し
た
論
文
で
は
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ

ト
を
真
向
か
ら
否
定
し
、
多
数
者
に
よ
る
立
憲
的
政
府
の
樹
立
を
さ
け
ん
で
い

る
。
後
者
は
南
ア
に
お
け
る
急
進
的
な
反
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
勢
力
「
パ
ン
・
ア

フ
リ
カ
ニ
ス
ト
会
議
派
」
に
加
入
し
て
い
る
数
す
く
な
い
白
人
の
一
人
で
あ

る
。　

第
六
部
は
．
ア
フ
リ
カ
の
新
時
代
を
代
表
す
る
七
人
の
も
つ
と
も
有
力
な
指

導
者
（
こ
の
う
ち
ト
ー
ゴ
共
和
国
元
大
統
領
オ
リ
ン
ピ
オ
だ
け
が
故
人
と
な
つ
て

い
る
）
の
論
稿
を
再
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
な
か
に
は
．
ウ
フ
ェ

ボ
ワ
ニ
　
（
ア
イ
ボ
リ
ー
・
コ
ー
ス
ト
大
統
領
）
、
バ
レ
ワ
（
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
首
相
）
、

サ
ン
ゴ
ー
ル
（
セ
ネ
ガ
ル
大
統
領
）
の
よ
う
な
西
欧
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
も
い

れ
ば
、
　
エ
ン
ク
ル
マ
、
ト
ゥ
ー
レ
な
ど
の
ご
と
き
ウ
ル
ト
ラ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ス

ト
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
姿
勢
は
か
な
ら
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
が
、
そ
れ

だ
け
に
現
段
階
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
の
基
本
的
な
傾
向
が
、
こ
れ
ら
の
論
文
に

よ
つ
て
十
分
に
代
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
本
来
、

こ
れ
ら
の
論
調
こ
そ
も
つ
と
も
力
点
を
お
い
て
こ
こ
に
紹
介
す
べ
き
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
諸
論
文
の
多
く
は
い
ず
れ
も
比
較
的
最
近
に

な
つ
て
発
表
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
す
で
に
い
ろ
い
ろ
な
機



会
に
翻
訳
（
た
と
え
ば
エ
ソ
ク
ル
マ
の
＞
窪
。
欝
零
8
冨
9
は
「
世
界
」
の
昭
和

三
十
四
年
三
月
号
に
、
阿
部
知
二
訳
「
ア
フ
リ
カ
の
将
来
と
非
加
盟
主
義
」
と
し
て

掲
載
さ
れ
て
い
る
）
あ
る
い
は
解
説
を
く
わ
え
ら
れ
、
す
で
に
周
知
の
も
の
が

大
部
分
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　
三
　
以
上
、
本
書
の
概
要
を
、
コ
メ
ン
ト
を
く
わ
え
つ
つ
紹
介
し
た
。
こ
こ

で
総
合
的
な
読
後
感
を
の
べ
れ
ば
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
本
書
は
極
め
て
適
切
に
編
集
さ
れ
て
い
る
。
六
つ
の
項
目
な

い
し
テ
ー
マ
の
な
か
に
は
た
と
え
ば
前
二
者
の
よ
う
に
本
来
歴
史
的
範
疇
に
は

い
る
べ
き
も
の
が
あ
つ
て
も
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
論
文
の
趣
旨
を
た
ど
れ

ば
、
す
べ
て
か
な
ら
ず
現
代
的
な
問
題
に
つ
な
が
つ
て
く
る
の
で
あ
る
。
本
書

の
編
者
ク
イ
ッ
グ
は
、
序
文
の
な
か
で
、
「
現
代
的
な
論
文
も
あ
り
　
　
ま
た

歴
史
的
興
味
を
よ
ぶ
論
文
も
あ
る
が
、
そ
の
全
部
が
、
ア
フ
リ
カ
の
現
在
お
よ

び
未
来
に
関
係
を
も
つ
た
こ
と
を
の
べ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
選
ば
れ
た
」
と

い
つ
て
い
る
が
、
こ
の
編
者
の
選
択
眼
が
い
さ
さ
か
も
く
も
つ
て
い
な
か
つ
た

こ
と
が
、
本
書
を
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
書
の
土
台
に
な
つ

て
い
る
守
琶
o
q
⇒
＞
庸
鉱
お
誌
の
編
集
方
針
が
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
執

筆
者
が
植
民
地
経
営
者
、
ア
フ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
、
政
治
家
等
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
と
ん
で
い
る
こ
と
も
、
本
書
の
性
格
に

幅
を
も
た
せ
て
い
る
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
い
わ
ゆ
る
学
術
書
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
に
む

し
ろ
、
ア
フ
リ
カ
問
題
特
有
の
体
臭
を
、
よ
り
つ
よ
く
、
ナ
マ
の
ま
ま
で
伝
え

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
五
・
四
・
一
六
（
小
田
英
郎
）

紹
介
と
批
評

一
四
九

（
八
七
九
）


