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法学研究63巻3号（’90：3〉

稲
葉
光
彦
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

稲
葉
光
彦
君

「
窮
民
救
助
制
度
の
研
究

　
　
ー
帝
国
議
会
開
設
以
前
史
1
」

　
稲
葉
君
の
学
位
請
求
論
文
は
、
前
中
後
三
篇
、
約
一
一
〇
〇
枚
に
及
ぶ

大
部
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
一
言
に
し
て
述
べ
れ
ば
、
日
本
に
お

け
る
公
的
扶
助
、
即
ち
救
済
制
に
つ
い
て
の
、
四
・
五
世
紀
よ
り
十
九
世

紀
末
、
明
治
二
十
年
前
後
に
至
る
ま
で
の
法
史
的
研
究
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
本
文
は
、
時
代
区
分
に
則
し
て
五
つ
の
章
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
日
本
の
救
済
制
の
史
的
研
究
と
し
て
は
、
明
治
年
代
の
内
務
官
僚
井
上

友
一
の
先
駆
的
業
績
以
降
、
百
年
に
近
い
伝
統
が
存
し
、
い
く
つ
か
の
優

れ
た
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
か
る
論
考
を
以
て
し
て
も

い
ま
だ
解
明
し
え
な
い
、
所
謂
残
さ
れ
た
問
題
は
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、

そ
の
一
つ
と
し
て
、
明
治
前
期
に
お
い
て
公
法
私
法
多
く
の
部
門
に
西
洋

法
が
継
受
さ
れ
、
法
の
近
代
化
が
は
か
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
祉

部
門
に
お
い
て
は
、
何
故
に
大
幅
に
後
れ
を
と
っ
た
か
と
い
う
が
如
き
重

要
事
が
見
出
さ
れ
る
。
周
知
の
如
く
，
一
般
的
救
助
制
の
近
代
化
は
、
目

本
に
お
い
て
は
、
昭
和
初
年
に
制
定
さ
れ
た
救
護
法
が
最
初
で
あ
り
、
そ

れ
ま
で
は
、
維
新
に
際
し
て
応
急
的
に
立
法
さ
れ
た
法
三
章
的
と
も
い
う

べ
き
、
律
令
系
に
属
す
る
憧
救
規
則
が
、
基
本
的
法
令
と
し
て
存
続
し
て

い
た
．

　
本
論
考
は
、
か
か
る
福
祉
立
法
の
立
後
れ
の
原
因
の
解
明
に
、
正
面
よ

り
取
組
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
千
年
を
は
る
か
に
越
す
救
済
制
の
推
移
と
、

そ
の
背
後
に
維
持
せ
ら
れ
き
た
っ
た
固
有
の
要
素
と
を
明
ら
か
に
し
て
、

日
本
に
お
け
る
当
該
制
度
の
特
殊
性
に
迫
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
真

に
意
欲
的
研
究
と
評
し
う
る
と
思
う
。
従
っ
て
そ
の
研
究
は
、
従
来
の
先

学
の
も
の
と
比
較
す
る
と
甚
だ
そ
の
体
を
異
に
す
る
部
分
が
多
い
。
一
例

を
あ
げ
れ
ば
、
本
論
考
は
、
古
代
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
証
が
比
較
的
多

量
で
あ
る
と
い
う
点
等
に
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
け
だ
し
、
か
か
る
時
代

の
研
究
は
、
日
本
に
お
け
る
固
有
な
要
素
を
比
較
的
純
粋
な
形
式
の
下
に

把
握
し
う
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
恒
例
に
従
い
、
以
下
先
ず
そ
の
古
代
研
究
よ
り
は
じ
ま
る
本
書
内
容
を
、

簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
第
一
章
は
、
上
代
、
即
ち
律
令
法
継
受
以
前
の
時
代
を
対
象
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
日
本
古
代
社
会
に
お
い
て
は
、
救
済
制
と
い
う
如
き
も
の

を
成
立
せ
し
め
る
要
因
が
殆
ど
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

推
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
関
す
る
先
学
の
諸
論
考
に
は
ほ

ぽ
例
外
な
く
引
か
れ
て
い
る
よ
う
な
、
『
書
紀
』
所
見
の
天
皇
の
名
の
下

に
行
わ
れ
た
賑
憧
の
記
録
、
聖
徳
太
子
の
事
業
を
語
る
『
荒
陵
寺
御
手
印

縁
起
』
の
記
載
等
は
、
こ
と
ご
と
く
儒
教
的
仁
政
思
想
が
知
識
と
し
て
輸

入
さ
れ
た
奈
良
時
代
以
降
の
潤
色
と
し
て
否
定
さ
れ
、
む
し
ろ
当
代
の
確

実
な
史
料
よ
り
知
ら
れ
る
処
は
、
病
者
、
身
体
障
害
者
等
は
社
会
外
に
追

放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
．
共
同
体
が
経
済
的
に
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貧
困
で
あ
る
古
代
社
会
に
お
い
て
、
か
か
る
処
置
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
か
な
ら
ず
し
も
日
本
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て

著
者
は
、
か
か
る
慣
行
が
、
原
始
神
道
の
儀
礼
と
む
す
び
つ
き
、
固
有
思

想
と
し
て
後
世
ま
で
存
続
す
る
可
能
性
が
生
じ
た
と
論
じ
、
こ
れ
に
関
連

し
て
、
当
代
に
お
け
る
ツ
ミ
と
ケ
ガ
レ
に
つ
い
て
詳
細
な
論
を
展
開
し
て

い
る
。
病
者
、
身
体
障
害
者
を
ツ
ミ
と
み
な
す
思
想
が
、
少
く
と
も
一
般

社
会
に
お
い
て
は
、
史
料
的
に
江
戸
時
代
に
ま
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
神

事
儀
礼
と
し
て
は
現
代
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
著

者
見
解
は
、
妥
当
な
も
の
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
思
う
。

　
第
二
章
は
律
令
制
施
行
時
代
、
即
ち
中
古
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
継
受
法
で
あ
る
律
令
、
戸
令
、
獄
令
等
の
各
篇
に
散
見
す
る
救
済
法

に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
、
主
体
、
救
済
処
置
に
関
す
る
条
規
が
体
系
的
に

説
明
さ
れ
、
つ
い
で
、
か
か
る
制
度
と
併
行
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
臨
時

の
賑
給
に
つ
い
て
、
そ
の
財
源
、
手
続
等
が
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

　
前
者
に
つ
い
て
は
、
特
に
老
者
、
重
度
障
害
者
に
看
護
人
を
国
が
附
与

す
る
給
侍
制
の
研
究
が
詳
細
で
あ
り
、
令
集
解
、
令
義
解
等
の
注
釈
が
、

縦
横
に
駆
使
さ
れ
て
い
る
。
就
中
、
大
宝
、
養
老
職
制
律
の
疏
文
の
相
違

を
と
り
上
げ
、
大
宝
律
が
侍
丁
の
機
能
を
充
分
に
理
解
し
て
い
な
い
と
論

じ
、
こ
の
制
度
の
目
本
に
お
け
る
定
着
を
養
老
律
令
編
纂
以
降
と
み
な
し

て
い
る
部
分
等
は
、
著
者
の
律
令
学
に
お
け
る
見
識
の
深
さ
を
示
す
も
の

と
し
て
注
目
に
価
す
る
。

　
後
者
の
賑
給
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
如
何
に
頻
繁
に
行
わ
れ
た
か
が
統

計
的
に
示
さ
れ
て
お
り
、
体
系
的
、
恒
久
的
な
律
令
法
の
実
施
を
語
る
史

料
よ
り
も
、
は
る
か
に
多
い
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
。
而
し
て
、

か
か
る
賑
給
は
、
平
安
以
降
の
史
料
よ
り
す
れ
ば
、
武
官
で
あ
る
検
非
違

使
の
職
務
と
さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
災
害
そ
の
他
の
変
事
に
際
し
て
、

治
安
を
維
持
す
る
た
め
の
手
段
と
思
考
さ
れ
て
い
た
．
著
者
は
こ
こ
に
お

い
て
、
賑
給
こ
そ
中
古
の
為
政
者
が
困
窮
者
に
対
す
る
問
題
解
決
策
と
し

て
重
視
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
律
令
法
な
ど
は
飾
り
に
過
ぎ
な
い
と

論
じ
、
そ
れ
を
中
古
救
済
制
の
主
流
と
み
な
し
て
い
る
。
中
古
救
助
制
に

つ
い
て
は
、
儒
教
的
慈
恵
の
精
神
に
基
づ
い
て
い
た
と
す
る
の
が
通
説
で

あ
る
が
、
著
者
は
、
む
し
ろ
現
実
に
お
い
て
は
治
安
維
持
の
一
手
段
で
あ

っ
た
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
救
助
制
を
支
え
る
精
神
に
つ
い
て
、

こ
こ
に
従
来
の
研
究
と
の
間
に
径
庭
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
は
、
前
期
封
建
制
と
称
せ
ら
れ
る
中
世
を
対
象
と
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
前
代
の
体
系
的
、
恒
久
的
律
令
救
済
法
が
、
公
地
制
、
租
庸
法

制
、
戸
籍
計
帳
制
の
崩
壊
に
よ
り
、
全
く
そ
の
姿
を
史
上
よ
り
没
し
去
っ

た
様
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
公
家
朝

廷
に
か
わ
っ
て
政
治
権
力
を
握
り
つ
つ
あ
っ
た
武
家
が
、
一
般
人
に
対
し

て
如
何
程
の
政
治
的
責
任
を
感
じ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
．
傍
っ
て
、
か
か
る
疑
点
を
裏
付
け
る
が
如
く
、
救
済
制

の
如
き
も
、
そ
の
時
そ
の
時
に
応
じ
て
必
要
最
低
限
度
に
定
め
ら
れ
る
の

み
で
あ
っ
て
、
著
者
は
そ
の
荒
涼
た
る
様
を
、
式
目
、
式
目
追
加
、
吾
妻

鏡
等
に
よ
っ
て
あ
と
づ
け
て
い
る
。

　
な
お
、
公
的
扶
助
制
の
推
移
に
加
え
て
、
こ
の
時
代
の
救
助
事
業
と
し

て
は
、
僧
侶
重
源
、
明
恵
、
忍
性
、
道
仙
等
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
た
悲
田
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院
、
療
病
院
に
お
け
る
所
謂
私
的
救
済
事
業
の
展
開
に
つ
い
て
叙
述
さ
れ

る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
か
か
る
人
々
の
救
済
と
い
え
ど
も
、

所
詮
は
特
定
の
政
治
権
力
と
の
結
び
つ
き
の
中
に
行
わ
れ
た
も
の
に
過
ぎ

ず
、
そ
の
政
策
の
一
端
を
補
完
し
た
も
の
と
考
え
、
そ
の
明
証
と
し
て
、

道
仙
が
南
北
朝
和
議
に
深
く
関
与
し
、
悲
田
院
、
療
病
院
再
興
の
名
目
の

下
に
滞
在
し
て
い
た
京
都
の
居
宅
を
南
朝
の
使
者
に
利
用
せ
し
め
て
い
た

と
い
う
、
『
師
守
記
』
の
記
載
を
あ
げ
て
い
る
。
慈
善
事
業
家
と
し
て
の

道
仙
の
一
面
の
み
を
過
大
評
価
す
る
従
前
の
研
究
に
お
い
て
は
、
全
く
か

え
り
み
ら
れ
て
い
な
い
史
料
で
あ
り
、
著
者
の
こ
の
面
に
お
け
る
冷
厳
な

る
見
識
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
．

　
第
四
章
に
お
い
て
は
、
後
期
封
建
制
と
称
さ
れ
る
戦
国
よ
り
江
戸
期
に

い
た
る
救
済
制
が
対
象
と
さ
れ
、
著
者
は
、
分
国
法
、
江
戸
幕
府
法
の
史

料
と
と
も
に
．
近
時
公
刊
さ
れ
た
三
十
巻
に
及
ぶ
藩
法
史
料
等
を
使
用
し

て
、
当
代
制
度
を
考
究
し
て
い
る
．

　
特
に
江
戸
時
代
の
救
済
制
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
そ
の
基
礎
を
な
す

思
想
と
し
て
儒
教
的
家
族
道
徳
、
或
い
は
仁
政
思
想
等
が
強
調
さ
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
著
者
は
、
当
代
法
令
が
非
体
系
的
、
臨
時
法
的
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
、
江
戸
時
代
の
中
国
法
系
、
即
ち
明
清
律
令
系
の
法
令
と
は
全
く

異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。

　
右
の
如
き
法
制
の
特
徴
は
、
幕
府
の
町
方
、
地
方
支
配
関
係
法
令
に
よ

っ
て
も
顕
著
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
全
国
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
著
者
の
あ

げ
る
各
藩
の
法
令
に
お
い
て
更
に
明
確
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
か
る
法
令

の
中
に
は
．
幕
府
天
保
十
四
年
七
月
付
触
書
の
如
く
、
労
働
能
力
を
欠
き

当
然
に
一
揆
を
起
す
能
力
も
な
い
よ
う
な
高
齢
者
の
扶
持
米
を
否
定
す
る

と
い
う
、
驚
く
に
足
る
も
の
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
為
政
者
の

「
深
き
御
仁
慈
」
、
換
言
す
れ
ば
仁
政
主
義
な
る
も
の
が
、
現
実
に
は
、
財

政
不
足
と
い
う
要
因
が
生
ず
れ
ば
た
ち
ま
ち
風
前
の
塵
芥
同
様
の
情
況
に

た
ち
至
る
よ
う
な
、
単
な
る
知
識
と
し
て
の
存
在
に
止
ま
っ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
第
五
章
は
、
維
新
以
降
の
所
謂
近
代
が
対
象
と
さ
れ
、
明
治
初
年
に
次

々
と
立
法
さ
れ
た
「
憧
救
規
則
」
、
「
行
旅
病
人
取
扱
規
則
」
、
「
棄
児
」
関

係
法
令
等
の
制
定
経
過
及
び
そ
の
内
容
、
実
施
情
況
、
そ
し
て
明
治
二
十

三
年
十
二
月
に
第
一
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
、
日
本
に
お
け
る
最
初

の
近
代
的
救
護
法
た
る
「
窮
民
救
助
法
案
」
の
廃
案
に
至
る
ま
で
の
結
末

が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
右
に
つ
い
て
、
そ
の
記
述
の
様
を
み
る
と
、

前
者
は
す
こ
ぶ
る
概
論
的
、
叙
述
的
で
あ
る
が
、
後
者
は
詳
細
を
き
わ
め
、

ま
さ
に
一
篇
の
論
考
の
体
を
な
し
て
い
る
．
そ
の
理
由
は
、
恐
ら
く
は
、

前
者
に
つ
い
て
は
近
時
詳
細
な
研
究
が
次
々
と
な
さ
れ
、
先
学
の
意
見
の

紹
介
が
中
心
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
傾
向
が
あ
る
に
対
し
て
、
後
者
に
つ

い
て
は
、
公
文
書
館
蔵
『
公
文
録
』
、
『
後
藤
新
平
文
書
』
、
当
代
の
新
聞

記
事
等
よ
り
、
新
史
料
に
基
づ
く
斬
新
な
る
見
解
を
出
し
え
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　
「
窮
民
救
助
法
」
は
、
そ
の
起
草
者
内
務
官
僚
荒
川
邦
蔵
が
主
と
し
て

プ
ロ
シ
ャ
法
を
母
法
と
し
て
編
纂
し
た
近
代
的
形
式
を
備
え
た
法
案
で
あ

り
、
そ
の
第
一
次
草
案
は
、
「
嫡
子
」
に
相
当
す
る
「
公
生
子
」
な
る
用

語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
処
よ
り
み
て
、
民
法
人
事
編
草
案
成
立
以
前
の
二
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十
年
初
め
頃
に
成
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
後
二
度
の
政
府
に
よ
る

修
正
を
経
た
後
に
議
会
に
提
出
せ
ら
れ
た
。
し
か
る
に
救
助
対
象
を
大
幅

に
縮
小
し
た
政
府
案
に
お
い
て
さ
え
、
与
党
、
野
党
を
問
わ
ず
多
く
の
議

員
が
こ
れ
に
反
対
し
、
一
旦
委
員
会
を
組
織
し
て
更
に
修
正
を
重
ね
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
再
度
の
本
会
議
に
お
い
て
、
殆
ど
論
議
の
余
地
な
し
と

し
て
否
決
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
右
の
経
緯
を
、
著
者
は
先
述
の
新
史

料
よ
り
詳
細
に
あ
と
づ
け
て
い
る
が
、
「
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
」

の
み
を
拠
所
と
し
て
い
た
従
前
の
研
究
は
、
こ
れ
よ
り
飛
躍
的
に
そ
の
内

容
を
深
め
え
た
も
の
と
評
し
う
る
。
而
し
て
著
者
は
、
更
に
当
該
法
令
を

否
決
し
去
っ
た
事
情
へ
と
考
証
の
翼
を
の
ば
し
、
こ
の
頃
に
お
い
て
も
依

然
と
し
て
為
政
者
側
に
は
、
窮
民
救
助
は
応
急
的
臨
時
的
な
も
の
と
し
て

お
く
方
が
得
策
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
で
も
自
ら
を
拘
束
す
る
法
令
を
認
め

る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
気
風
が
強
烈
で
あ
り
、
一
方
、
自
由
党
系
の
議

員
を
含
め
て
在
野
政
治
家
の
間
に
は
、
選
挙
地
盤
に
負
担
を
か
け
て
ま
で

窮
民
を
救
助
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
．
著
者
が
、
本
法
否
決
を
以
て
一
応
本
論
文
の
筆
を
お
い
て
い
る
の

は
．
ま
さ
に
日
本
に
お
け
る
福
祉
制
の
立
ち
後
れ
の
原
因
が
、
当
該
法
案

否
決
の
背
景
を
な
す
思
想
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
て
、

こ
こ
に
お
い
て
吾
人
は
、
昭
和
の
救
護
法
が
、
公
布
後
、
長
年
月
に
わ
た

っ
て
予
算
措
置
さ
え
行
わ
れ
な
か
っ
た
真
因
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
感
取
し
う

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
、
稲
葉
君
の
目
本
に
お
け
る
救
助
制
の
史
的
研
究
は
、
そ

の
結
論
に
お
い
て
、
従
前
の
諸
論
考
と
大
い
な
る
へ
だ
た
り
を
み
せ
て
い

る
。
や
や
重
複
と
は
思
う
が
、
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
従
前
の
研
究
は
、

救
助
制
の
発
展
を
道
徳
的
慈
恵
に
基
づ
く
救
済
よ
り
法
的
権
利
を
認
め
る

も
の
へ
と
移
行
す
る
と
い
う
西
欧
的
図
式
に
求
め
、
日
本
に
お
い
て
も
、

古
代
よ
り
、
儒
教
的
、
或
い
は
仏
教
的
慈
恵
心
が
存
在
し
て
い
た
と
論
じ

て
い
る
。
し
か
る
に
著
者
は
、
か
か
る
外
来
の
思
想
は
、
有
識
の
観
念
の

世
界
に
の
み
存
在
し
、
そ
の
生
活
へ
の
定
着
は
か
な
ら
ず
し
も
充
分
な
ら

ず
と
考
え
、
救
済
は
為
政
者
の
治
安
維
持
的
必
要
よ
り
生
じ
、
一
方
民
間

側
に
お
い
て
も
、
窮
民
－
特
に
病
者
や
身
体
障
害
者
ー
に
対
す
る
か
か
わ

り
合
い
を
「
非
日
常
的
な
も
の
」
と
し
て
回
避
す
る
風
が
あ
っ
た
と
し
て

い
る
。
西
欧
に
お
い
て
は
、
民
間
が
政
府
を
批
評
し
、
救
済
制
を
進
歩
せ

し
め
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
か
か
る
土
壌
は
全

く
欠
落
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
．

　
右
の
如
き
思
考
は
、
福
祉
法
が
一
応
整
備
さ
れ
た
今
日
に
お
い
て
も
、

現
場
に
お
い
て
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
い
る
人
々
の
間
に
し
ば
し
ば
唱
え

ら
れ
て
い
る
不
満
と
一
致
す
る
点
が
多
い
。
著
者
は
、
近
時
一
地
方
都
市

の
福
祉
事
業
に
関
与
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
別
に
一
書
『
静
岡
県
富
士
市
に

み
る
福
祉
の
現
状
と
展
望
・
明
日
に
む
か
っ
て
』
を
も
の
し
て
い
る
が
、

現
場
に
お
け
る
疑
問
を
史
的
研
究
に
よ
っ
て
充
足
解
明
せ
ん
と
す
る
意
欲

は
、
か
か
る
主
唱
の
中
に
ま
ざ
ま
ざ
と
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

本
論
考
に
み
え
る
新
視
角
が
、
日
本
救
済
史
に
新
風
を
吹
込
む
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
以
上
の
記
述
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
．

　
な
お
、
本
書
に
つ
い
て
も
望
蜀
が
全
く
存
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
論
文
作
成
の
技
術
面
に
つ
い
て
、
本
章
の
各
章
末
に
は
、
「
窮
民
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救
助
法
」
政
府
原
案
、
同
説
明
書
、
或
い
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
現

行
貧
民
救
療
規
則
』
等
の
史
料
が
引
用
或
い
は
復
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
巻

末
史
料
の
長
大
さ
は
、
通
読
を
困
難
と
し
て
読
者
を
困
惑
せ
し
め
る
．
か

か
る
困
事
を
回
避
せ
し
め
る
た
め
に
、
論
考
を
二
分
し
、
論
述
、
史
料
の

二
部
と
な
す
程
度
の
工
夫
は
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
し
と
考
え
る
。
ま
た
、

救
済
法
史
の
研
究
対
象
と
し
て
は
、
著
者
が
と
り
上
げ
て
い
る
「
救
助
法

案
」
の
外
に
、
明
治
三
十
年
代
に
国
会
に
出
さ
れ
た
「
憧
救
法
案
」
、
「
救

貧
税
法
案
」
、
「
窮
民
法
案
」
等
が
あ
り
、
か
か
る
法
案
の
薄
命
を
検
討
す

る
こ
と
は
緊
要
の
こ
と
と
い
え
る
．
側
聞
す
る
処
に
よ
る
と
、
著
者
は
、

近
時
か
か
る
法
案
作
成
提
出
者
た
ち
の
郷
土
に
調
査
の
手
を
の
ば
し
、
新

史
料
の
収
集
に
努
め
つ
つ
あ
る
と
い
う
が
、
著
者
が
先
学
の
研
究
に
百
尺

竿
頭
一
歩
を
す
す
め
る
日
の
近
か
ら
ん
こ
と
を
希
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

希
望
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
論
考
に
よ
っ
て
、
目
本
に
お
け
る
救
済

史
研
究
は
新
方
面
が
ひ
ら
か
れ
、
一
方
著
者
個
人
に
と
っ
て
も
、
そ
の
ラ

イ
フ
ワ
ー
ク
の
基
礎
が
ほ
ぼ
確
実
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
と

い
っ
て
よ
い
。
な
お
、
本
書
に
お
け
る
叙
述
の
様
は
、
広
く
史
料
を
探
求

し
、
考
証
を
加
え
、
そ
の
意
義
を
た
ず
ね
る
と
い
う
実
証
主
義
の
本
義
に

則
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
方
面
に
お
け
る
著
者
の
努
力
も
充
分
に
こ

れ
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
従
っ
て
審
査
員
一
同
は
右
の
評
価
を
綜
合
し
、
著
者
に
法
学
博
士
（
慶

鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
け
る
こ
と
を
適
当
と
考
え
、
こ
こ
に
一
致
し

て
そ
れ
を
推
挽
す
る
次
第
で
あ
る
．
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