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紹介と批評

＜
ぎ
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一
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導
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器
帖
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帖
§
。
。
妹
ミ
ざ
覧
§
篭
§
ミ
Q
§
。
憲
。
。
恥
●

旨
さ
9
ざ
ミ
o

Ω
雪
o
〈
欝
一
〇
〇〇
ω
り
醇
刈
b
サ

Y
ピ
エ
ル
ジ
ォ
ヴ
ァ
ン
ニ
著

『
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
法
史
講
義
ー
中
世
ー
』

　
歴
史
を
物
語
ろ
う
と
す
る
と
き
．
一
般
的
に
は
、
一
地
域
を
超
え
た
全

体
的
な
視
野
か
ら
そ
の
流
れ
を
辿
る
道
と
、
一
定
の
地
域
に
限
定
し
て
、

そ
の
流
れ
を
辿
る
道
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
前
者
が
一
般
史
な
い
し
は
全

体
史
と
い
わ
れ
、
後
者
が
地
域
史
な
い
し
は
地
方
史
と
い
わ
れ
る
。
一
般

史
と
地
域
史
と
は
ど
の
よ
う
な
調
和
関
係
に
立
つ
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、

歴
史
学
の
研
究
課
題
の
一
つ
で
も
あ
る
が
、
最
近
、
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
学

界
に
お
い
て
も
、
こ
の
問
題
は
脚
光
を
浴
び
つ
つ
あ
る
（
た
と
え
ば
鑑

oq

ε
ユ
斜
一
8
巴
9
，
。
弩
騨
島
ρ
≦
。
一
導
箆
閃
。
臼
。
の
暴
し
O
c。
ω
）
。

　
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
史
研
究
に
お
い
て
も
二
つ
の
方
向

が
見
ら
れ
る
．
全
体
史
的
方
向
の
も
の
と
し
て
は
，
た
と
え
ば
C
・
A
・

カ
ン
ナ
ー
タ
著
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
学
史
概
説
』
（
ρ
》
9
目
暮
欝
＝
昌
臼
宇

①
暮
一
良
o。
ε
二
即
山
①
＝
即
讐
自
吋
富
胃
昌
。
冒
即
o
霞
8
Φ
典
一
〇
戸
膚
〇
二
ぎ
、
ご
お
）

が
あ
る
が
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
ピ
エ
ル
ジ
ォ
ヴ
ァ
ン
ニ
著
『
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

法
史
』
は
地
域
史
的
方
向
の
も
の
で
あ
る
。

　
著
者
ピ
エ
ル
ジ
ォ
ヴ
ァ
ン
ニ
教
授
は
、
本
書
の
序
文
で
、
「
過
去
の
法

現
実
を
認
識
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る
た
め
の
道
具
」
と
し
て
の
「
制
度

一
昌
葺
N
一
。
奉
」
史
研
究
の
意
味
を
強
調
し
た
後
、
「
も
っ
と
も
重
要
な
法
史

料
の
検
討
を
通
し
て
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
史
の
重
大
な
局
面
を
回
想
す
る
こ
と
は
、

類
の
な
い
魅
力
の
あ
る
地
域
史
の
特
殊
な
契
機
に
注
意
を
喚
起
す
る
と
い

う
目
的
ー
し
か
し
な
が
ら
．
そ
れ
は
称
賛
に
価
い
す
る
も
の
な
の
だ
が

ー
を
有
す
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
地
域
史
が
そ
の
部

分
を
構
成
す
る
、
も
っ
と
も
広
い
制
度
お
よ
び
理
論
の
世
界
と
の
間
に
存

在
す
る
結
び
つ
き
を
も
理
解
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
味
を
も
も
つ
」
と
述
べ
、

地
域
史
を
全
体
史
と
の
関
連
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
。

　
本
書
は
全
体
で
三
〇
講
か
ら
な
る
が
．
そ
の
内
容
は
著
者
自
身
の
、
こ

れ
ま
で
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
制
度
史
、
そ
の
条
例
編
纂
史
、
そ
し
て
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
出
身
の
法
学
者
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
を
基
礎
に
し
て
い
る
た
め
か
、

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
制
度
、
条
例
、
法
学
者
を
三
つ
の
柱
と
し
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。
以
下
に
お
い
て
．
評
者
自
身
の
興
味
関
心
の
赴
く
ま
ま
に
、
そ
れ

ゆ
え
著
者
の
意
図
の
正
確
な
紹
介
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ

な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
本
書
の
一
端
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
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な
お
、
著
者
の
研
究
業
績
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
①
目
¢
馨
。
目
即
①
弩
8
8
。
一
。
一
ψ
暮
自
一
。
艮
冨
冨
げ
集
。
導
。
島

O
窪
。
養
話
一
曾
9
＃
。
8
暮
。
”
竃
暮
①
岳
目
冨
吋
巨
騨
§
旨
琶
寅
。
ロ
一
－

0
霞
即
笹
霞
目
郵
菌
＼
一
（
一
〇
〇。
ω
）

　
②
O
一
一
¢
ひ
彗
暮
一
。
三
目
o
＆
邑
召
＝
島
O
。
ぎ
養
富
一
冒
a
一
。
Φ
〈
9

い
暫
ぼ
＆
一
N
凶
o
語
コ
印
ぎ
8
二
9
印
①
一
Φ
a
§
o
巳
噂
O
o
ぎ
く
斜
お
oo
ρ

　
③
の
一
巳
富
崔
o
α
①
一
葱
Φ
ω
。
露
階
。
吋
9
巴
馨
鉾
曽
。
霞
9
①
撃
一
宣
＜
一
笹
”

ω
言
島
”
0
3
謡
雪
魯
噛
塑
（
一
8
刈
）
．

　
④
田
旨
。
一
。
ヨ
8
切
。
・
8
。
昌
α
三
9
0
筑
①
ぎ
く
。
器
島
即
の
旨
ξ
鶏
。

纂
〈
一
馨
寅
三
霞
。
”
＞
暮
畳
α
Φ
一
一
釦
問
舘
。
一
萄
島
Ω
言
旨
箕
鼠
窪
鑓
＆

0
8
0
養
u
茗
（
お
ミ
）
そ
の
他
。

　
中
世
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
一
一
世
紀
以
降
に
、
コ
ム
ー
ネ
Q
§
轟
Φ

の
形
成
が
見
ら
れ
る
が
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
も
、
コ
ン
バ
ー
ニ
ァ
Q
。
ヨ
冨
－

の
蜜
と
呼
ば
れ
た
都
市
エ
リ
ー
ト
の
私
的
誓
約
団
体
8
巳
自
蝕
。
が
都
市

内
部
に
支
配
的
な
政
治
組
織
と
し
て
誕
生
し
、
都
市
内
に
居
住
す
る
者
す

ぺ
て
に
た
い
し
て
．
政
治
上
お
よ
び
裁
判
上
の
統
制
を
加
え
る
に
い
た
り
、

し
だ
い
に
コ
ム
ー
ネ
に
成
長
し
て
ゆ
く
。
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
コ
ム
ー
ネ
形
成

初
期
の
情
況
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
著
者
は
、
一
〇
九
九
年

以
前
に
は
す
で
に
、
コ
ン
パ
ー
ニ
ア
を
代
表
す
る
コ
ン
ソ
レ
に
よ
る
複
数

支
配
体
制
が
採
用
さ
れ
て
い
た
と
説
く
．
コ
ン
ソ
レ
の
任
期
は
、
は
じ
め

は
四
年
で
あ
っ
た
が
、
二
二
二
年
以
降
、
一
年
に
固
定
す
る
。

　
し
か
し
、
コ
ム
ー
ネ
内
部
に
生
じ
た
支
配
権
を
め
ぐ
る
党
派
争
い
を
解

決
す
べ
く
、
一
一
九
〇
年
に
は
、
ポ
デ
ス
タ
に
よ
る
単
独
支
配
体
制
が
登

場
し
、
一
一
二
七
年
に
は
そ
れ
が
確
立
す
る
と
い
う
。
都
市
外
か
ら
招
聰

さ
れ
る
任
期
一
年
の
役
人
で
あ
る
ポ
デ
ス
タ
は
、
い
わ
ば
調
停
者
で
あ
り
、

「
党
派
を
越
え
て
屹
立
す
る
か
の
ご
と
く
、
馬
に
跨
り
、
鎮
圧
す
る
ポ
デ

ス
タ
の
あ
の
姿
は
、
都
市
内
に
融
和
を
取
り
戻
す
新
し
い
役
人
と
そ
の
能

力
を
象
徴
的
に
表
わ
す
も
の
で
あ
る
」
．
し
か
し
、
ポ
デ
ス
タ
制
が
確
立
す

る
ま
で
は
、
コ
ム
ー
ネ
は
ポ
デ
ス
タ
に
、
と
り
わ
け
裁
判
権
を
委
任
し
よ

う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
裁
判
権
が
独
立
し
て
行
使
さ
れ
、
そ

し
て
伝
統
的
な
諸
特
権
や
慣
習
法
上
の
諸
権
利
を
変
更
し
制
限
す
る
た
め

に
、
ロ
：
マ
法
教
育
を
受
け
た
法
律
家
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
利
用
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を
抱
い
た
た
め
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
後
述

す
る
法
学
者
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
二
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
に
お
け
る
例
を
見
れ
ば
、

あ
な
が
ち
根
拠
の
な
い
も
の
と
も
い
え
な
い
．

　
そ
の
後
、
ロ
ー
マ
教
会
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
と
の
対
立
と
い
う
国
際

情
勢
が
都
市
内
部
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
グ
ェ
ル
フ
ィ
と
ギ
ベ
リ
ー
二
、

あ
る
い
は
ラ
ン
ピ
ー
二
と
マ
ス
ケ
ラ
ー
テ
ィ
の
党
派
争
い
が
生
ず
る
と
か
、

租
税
請
負
に
か
ら
む
上
級
支
配
層
の
経
済
的
格
差
の
発
生
、
さ
ら
に
は
生

産
者
層
ポ
ポ
ロ
の
政
治
舞
台
へ
の
登
場
等
の
要
素
が
複
雑
に
か
ら
み
合
っ

て
、
都
市
の
政
治
生
活
は
不
安
定
に
な
る
．
一
二
二
七
年
、
ポ
ポ
ロ
が
都

市
貴
族
層
の
政
治
的
対
立
を
利
用
し
て
介
入
し
、
最
初
の
つ
ば
ぜ
り
合
い

が
生
じ
た
．
こ
の
政
争
は
、
結
局
、
ポ
デ
ス
タ
の
面
前
で
の
和
平
の
誓
約

と
い
う
形
で
決
着
を
み
る
が
、
こ
こ
に
も
若
干
の
法
律
家
が
顧
問
と
し
て

出
席
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

　
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
に
お
け
る
ポ
デ
ス
タ
制
の
、
カ
ピ
タ
：
ノ
・
デ
ル
・
ポ
ポ
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紹介と批評

・
制
へ
の
移
行
は
、
一
二
五
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
両
者
は

併
存
し
、
後
者
は
前
者
を
模
倣
す
る
．
し
か
し
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
場
合
は
他

都
市
と
異
な
り
、
カ
ピ
タ
ー
ノ
は
都
市
民
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
、
任
期
は

一
〇
年
で
あ
る
。
一
三
〇
九
年
に
は
シ
ニ
ョ
リ
ー
ア
制
が
出
現
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
本
書
で
は
、
ヤ
コ
ポ
・
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
二
、
シ
ニ
バ
ル
ド
・

デ
ィ
・
フ
ィ
エ
ス
キ
（
教
皇
イ
ン
ノ
チ
ェ
ン
ト
四
世
）
、
バ
ル
ト
ロ
メ
オ
・
ボ

ス
コ
と
い
う
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
に
縁
の
深
い
三
人
の
法
律
家
に
つ
い
て
の
紹

介
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
評
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
ヤ

コ
ポ
・
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
二
の
個
所
で
あ
る
。

　
ヤ
コ
ポ
・
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
二
は
、
一
二
世
紀
の
終
り
頃
に
ボ
ロ
ー
ニ
ア

で
誕
生
し
、
ボ
・
ー
ニ
ア
大
学
の
教
授
就
任
の
宣
誓
を
し
た
一
一
二
三
年

に
は
．
法
学
博
士
一
①
讐
巨
q
8
8
吋
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
バ
ル
ド
ヴ
ィ

ー
二
は
、
不
思
議
と
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
多
い
人
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
師
ア

ー
ゾ
と
論
争
し
た
が
、
師
は
彼
に
し
っ
ぺ
返
し
を
し
た
と
い
う
逸
話
に
つ

い
て
は
様
々
な
評
価
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
の
師
に
た
い
す
る
忘
恩
や

非
礼
に
由
来
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
師
と
は
異
な
っ
た
、
彼
独

自
の
優
れ
た
学
識
の
な
せ
る
業
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
著
者
は
い
う
。

彼
の
学
説
に
お
け
る
抽
象
性
の
高
度
さ
、
そ
の
論
証
に
お
け
ゐ
弁
証
法
は
、

他
の
ボ
ロ
ー
ニ
ア
の
法
学
者
に
比
較
し
て
際
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
フ
ラ

ン
ス
学
派
を
彷
彿
と
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
彼
が
ロ
ー
マ
法
の
法
文
相
互

問
の
矛
盾
の
解
決
方
法
に
つ
い
て
苦
悩
す
る
あ
ま
り
、
つ
い
に
法
律
を
祭

壇
に
お
き
、
ろ
う
そ
く
を
灯
し
て
一
晩
中
祈
り
続
け
、
明
け
方
つ
い
に
啓

示
を
得
て
、
そ
の
矛
盾
を
解
決
で
き
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
．
お
そ
ら

く
伝
説
で
は
あ
ろ
う
が
．
彼
の
法
律
家
と
し
て
の
情
熱
を
物
語
る
も
の
で

は
あ
る
。
ま
た
彼
の
弟
子
に
は
、
オ
ド
フ
レ
ー
ド
の
ほ
か
、
教
会
法
学
者

エ
ン
リ
コ
・
ダ
・
ス
ー
ザ
、
さ
ら
に
定
か
で
は
な
い
が
．
シ
ニ
バ
ル
ド
・

デ
ィ
・
フ
ィ
エ
ス
キ
，
そ
し
て
、
一
二
六
〇
年
に
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
ポ
デ
ス

タ
に
就
任
し
た
マ
ル
テ
ィ
ー
ノ
・
ダ
・
フ
ァ
！
ノ
等
の
優
れ
た
法
学
者
が

輩
出
し
て
い
る
．

　
「
師
ヤ
コ
ポ
は
武
装
し
て
馬
に
乗
り
、
判
決
を
言
渡
し
た
」
と
い
う
、

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
ポ
デ
ス
タ
と
し
て
の
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
二
を
非
難
す
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ア
．
と
り
わ
け
彼
に
た
い
す
る
ア
ー
ゾ
の
敵
意
に

由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
著
者
は
い
う
．

　
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
二
は
、
一
二
二
九
年
に
ポ
デ
ス
タ
と
し
て
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

に
招
聰
さ
れ
た
が
、
こ
の
年
、
同
市
は
、
彼
一
人
に
条
例
の
修
正
を
要
請

し
た
．
こ
の
事
件
は
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
政
治
体
制
の
伝
統
を
揺
る
が
す
重

大
な
問
題
を
惹
き
起
こ
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
、
都
市
の
執
行
権
と

裁
判
権
を
有
す
る
機
関
で
あ
る
ポ
デ
ス
タ
に
、
伝
統
に
反
し
て
条
例
立
法

権
を
も
付
与
す
る
こ
と
は
、
権
力
の
集
中
と
い
う
危
険
を
は
ら
む
こ
と
、

そ
し
て
第
二
に
、
条
例
編
纂
に
関
し
て
は
、
条
例
編
纂
委
員
会
と
い
う
合

議
体
に
そ
れ
を
委
任
す
る
の
が
伝
統
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
一
人
の
者
に

委
任
す
る
の
は
、
こ
の
伝
統
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
こ
の

試
み
は
失
敗
に
帰
し
た
．

　
法
学
者
と
都
市
権
力
、
さ
ら
に
は
・
ー
マ
法
と
都
市
法
と
の
関
係
を
考

え
る
う
え
で
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
二
に
は
あ
る
。
・

ー
マ
法
学
者
の
彼
は
、
あ
る
凶
悪
犯
罪
を
犯
し
た
貴
族
に
た
い
し
て
彼
が
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下
し
た
絞
首
刑
の
判
決
の
執
行
を
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
市
民
が
欲
し
な
か
っ
た

と
き
、
ポ
デ
ス
タ
職
を
投
げ
捨
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の

慣
習
法
は
、
貴
族
は
「
な
わ
で
は
な
く
剣
に
よ
っ
て
」
処
刑
さ
れ
る
べ
し

と
規
定
し
て
い
た
が
、
「
最
高
の
学
識
を
も
っ
た
ロ
ー
マ
法
学
者
と
し
て

の
」
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
二
は
、
凶
悪
犯
罪
に
関
し
て
は
、
「
ロ
ー
マ
法
」
（
正

し
く
は
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
慣
習
法
な
の
だ
が
1
条
例
の
優
先
的
適
用
に
つ
い
て
は
後

述
ー
）
を
優
先
的
に
適
用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
し
か
し
ジ
ェ
ノ
ヴ

ァ
市
民
の
抵
抗
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
は
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
を
去
っ

て
ボ
・
i
ニ
ァ
の
講
壇
に
復
帰
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ

市
民
は
、
ロ
ー
マ
法
学
者
を
ポ
デ
ス
タ
に
就
任
さ
せ
る
こ
と
を
禁
止
す
る

規
定
を
設
け
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
法
律
は
、
か
つ
て
存
在
し

た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
後
も
法
学

者
は
依
然
と
し
て
ポ
デ
ス
タ
と
し
て
招
聰
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
伝
説
は
、
ロ
ー
マ
法
に
内
在
す
る
衡
平

や
自
然
法
的
要
素
を
賞
揚
し
、
そ
し
て
そ
れ
と
対
照
的
に
条
例
の
貧
弱
さ

を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
．
し
た

が
っ
て
こ
の
逸
話
が
、
ボ
ロ
ー
ニ
ア
法
学
校
の
先
駆
者
の
一
人
ペ
ポ
の
そ

れ
と
著
し
く
似
て
い
た
と
し
て
も
偶
然
で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
法
学
者
ペ
ポ

の
逸
話
は
、
奴
隷
の
殺
害
事
件
に
つ
い
て
「
悪
し
き
裁
判
官
」
は
財
産
刑

を
主
張
し
た
が
、
ペ
ポ
は
「
あ
た
か
も
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
勅
法
類

集
お
よ
び
法
学
提
要
の
裁
判
官
の
よ
う
に
」
、
彼
に
反
対
し
、
皇
帝
法
の

適
用
を
達
成
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
．
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
は
、
バ
ル
ド
ヴ

ィ
ー
二
は
、
・
ー
マ
法
の
伝
統
を
防
衛
す
る
が
、
そ
の
結
果
は
、
ペ
ポ
と

は
逆
に
、
勝
て
な
か
っ
た
。
彼
は
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
を
追
わ
れ
て
、
真
の
法
源

に
精
神
的
渇
き
を
い
や
す
べ
く
ボ
・
ー
ニ
ア
の
講
壇
に
戻
る
が
、
こ
れ
に

た
い
し
て
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
人
は
将
来
に
わ
た
っ
て
、
・
ー
マ
法
学
者
の
支

援
を
断
つ
こ
と
を
決
定
し
た
瞬
間
か
ら
、
ま
す
ま
す
野
蛮
な
法
の
深
み
に

は
ま
り
こ
ん
で
ゆ
く
と
い
う
く
だ
り
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。

　
中
世
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
条
例
立
法
史
の
う
え
で
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
は
他

の
都
市
に
比
較
し
て
、
法
学
者
が
条
例
編
纂
へ
の
介
入
を
経
験
し
た
、
も

っ
と
も
早
い
例
と
し
て
特
異
な
地
位
を
占
め
る
。
ボ
・
ー
ニ
ア
法
学
校
の

ロ
ー
マ
法
教
授
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
二
が
、
一
二
二
九
年
に
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
条

例
編
纂
を
行
な
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
こ
れ
を
否
定
す
る
学

者
も
い
た
が
、
著
者
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
。

　
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
条
例
編
纂
史
の
う
え
で
中
心
的
地
位
を
占
め
る
の
は
、

一
三
〇
四
年
（
一
三
〇
五
年
説
、
一
三
〇
六
年
説
も
あ
る
）
の
編
纂
と
推
定
さ

れ
る
「
ペ
ラ
条
例
の
貫
葺
菖
島
頴
蚕
」
で
あ
る
。
ペ
ラ
条
例
の
二
法
文
は
、

一
三
七
五
年
の
条
例
に
引
き
継
が
れ
る
。
一
三
七
五
年
条
例
は
、
一
四
一

四
年
に
補
完
さ
れ
、
一
六
世
紀
半
ば
ま
で
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
法
生
活
の
な

か
で
生
き
延
び
る
、
民
事
、
刑
事
に
関
す
る
条
例
で
あ
る
。
ペ
ラ
条
例
の

一
法
文
は
、
条
例
解
釈
の
禁
止
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
条
例
の
解
釈

は
、
法
学
者
、
役
人
、
一
般
市
民
の
す
べ
て
に
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
と
く

に
裁
判
官
に
関
し
て
は
．
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
財
産
刑
が
科
さ

れ
た
．
都
市
権
力
は
、
危
険
な
法
学
者
か
ら
公
益
を
守
る
べ
く
、
条
例
の

文
理
解
釈
の
み
を
認
め
、
い
か
な
る
発
展
的
解
釈
を
も
禁
止
し
て
、
そ
れ

に
よ
っ
て
法
学
者
の
活
動
空
間
を
奪
い
去
り
、
そ
の
政
治
的
力
の
強
化
を
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阻
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
著
者
は
い
う
。

　
さ
ら
に
都
市
は
、
裁
判
に
お
け
る
法
源
の
適
用
順
位
に
つ
い
て
も
配
慮

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
三
六
三
年
条
例
、
こ
れ
は
一
四
一
三
年
に
完
成

さ
れ
た
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
政
治
制
度
の
基
本
を
定
め
た
も
の
で
、
実
質
的

に
は
一
五
二
八
年
ま
で
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
政
治
生
活
の
な
か
で
生
き
続
け

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
条
例
で
は
、
裁
判
官
は
ま
ず
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の

条
例
に
従
っ
て
、
そ
れ
に
欠
飲
あ
る
と
き
は
、
補
充
法
と
し
て
の
ロ
ー
マ

法
に
従
っ
て
裁
判
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
で
本
書
の
粗
雑
な
紹
介
を
終
え
る
が
、
最
後
に
、
全
体
的
に
み
て
．

本
書
の
特
徴
は
、
内
容
の
面
か
ら
い
え
ぽ
、
中
世
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
を
舞
台
に

し
て
、
制
度
史
、
法
源
史
、
法
学
者
史
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
複
雑
に
交

錯
す
る
様
が
、
み
ご
と
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、

体
裁
の
面
か
ら
い
え
ば
、
序
言
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
著
者
の

法
史
学
教
育
の
経
験
を
ふ
ま
え
て
、
「
（
一
般
に
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
数
の
）

学
生
」
に
、
直
接
に
法
史
料
に
あ
た
ら
せ
な
が
ら
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
法
史
を

理
解
さ
せ
よ
う
と
い
う
教
育
的
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
ろ
う
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
　
　
征
一

紹介と批評
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