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一
九
九
八
年
六
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
法
政
史
学
五
十
号
刊
行

記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
歴
史
研
究
と
文
化
財
」
に
お
い
て
、
筆
者
は

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
と
同
様
な
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
本
稿
は
、
そ
の
と
き
の
レ
ジ
ュ
メ
を
も
と
に
加
筆
訂
正
し
た
も

の
で
あ
る
。

博
物
館
の
機
能
と
し
て
は
、
調
査
研
究
・
展
示
・
教
育
普
及
の
三

つ
の
活
動
が
あ
る
。
こ
う
し
た
各
活
動
の
な
か
で
文
化
財
は
ど
の
よ

う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
現
状
と
課
題
を
提
示
し
て
い

き
た
い
。

な
お
、
筆
者
が
勤
務
す
る
福
島
県
立
博
物
館
は
、
一
九
八
六
年
十

月
に
開
館
し
た
、
延
べ
床
面
積
約
二
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
、
職

は
じ
め
に

法
政
史
学
第
五
十
二
号

学
芸
員
活
動
と
文
化
財

員
数
二
六
人
（
外
に
展
示
解
説
員
二
四
人
）
の
博
物
館
で
あ
る
。

福
島
県
立
博
物
館
に
は
二
十
人
の
学
芸
員
が
お
り
、
全
員
が
考
古

・
歴
史
・
美
術
・
民
俗
・
地
質
・
保
存
科
学
と
い
う
専
門
分
野
に
分

か
れ
、
保
存
科
学
を
除
い
た
五
分
野
毎
に
企
画
展
や
調
査
研
究
を
実

施
し
て
い
る
。
こ
の
分
野
毎
、
正
確
に
は
学
芸
員
毎
に
研
究
対
象
と

す
る
文
化
財
（
資
料
）
が
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
旧
石
器
時
代
を
専

門
と
す
る
者
は
石
器
で
あ
り
、
歴
史
を
専
門
と
す
る
者
は
古
文
書
で

あ
り
、
有
孔
虫
を
専
門
と
す
る
者
は
微
化
石
で
あ
り
、
民
俗
を
専
門

と
す
る
者
は
口
承
伝
承
で
あ
り
、
そ
し
て
、
美
術
を
専
門
と
す
る
者

は
仏
像
で
あ
っ
た
り
、
絵
画
で
あ
っ
た
り
、
漆
器
で
あ
っ
た
り
す

る
。
各
学
芸
員
が
対
象
と
す
る
文
化
財
は
、
自
ら
の
研
究
対
象
と
し

専
門
分
野
と
文
化
財

酒
井
耕
造
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て
の
取
り
扱
い
の
容
易
さ
、
困
難
さ
は
、
自
ら
が
選
択
し
た
研
究
対

象
で
も
あ
り
、
他
の
文
化
財
と
の
比
較
を
口
に
す
る
者
は
余
り
い
な

い
。
し
か
し
、
展
示
と
教
育
普
及
の
面
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
財

の
持
つ
適
性
が
、
そ
れ
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
く
る
。

展
示
の
面
に
お
い
て
は
、
研
究
対
象
で
あ
る
文
化
財
が
、
そ
の
ま

ま
展
示
物
と
な
り
う
る
分
野
と
、
そ
う
で
は
な
い
分
野
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、
美
術
分
野
は
仏
像
・
絵
画
・
漆
器
が
そ
の
ま
ま
展
示
物
と

な
り
う
る
し
、
民
俗
分
野
で
民
具
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
者
も
同

様
で
あ
る
。
企
画
展
の
た
め
に
収
集
し
た
文
化
財
で
論
文
を
書
く
こ

と
が
で
き
、
ま
た
、
展
示
図
録
が
論
文
と
同
様
の
評
価
を
得
る
こ
と

が
あ
る
と
い
う
。

反
面
、
古
文
書
は
従
来
か
ら
「
展
示
し
に
く
い
物
」
の
代
名
詞
と

さ
れ
、
肉
眼
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
有
孔
虫
は
電
子
顕
微
鏡
を
大

量
に
設
置
す
る
か
、
パ
ネ
ル
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
口
承
伝

承
を
展
示
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
展
示
し

に
く
い
物
」
を
研
究
対
象
と
す
る
学
芸
員
は
、
何
ら
か
の
工
夫
が
必

要
と
な
る
。
企
画
展
を
企
画
す
る
際
に
、
展
示
物
と
し
て
見
栄
え
が

す
る
立
体
物
を
求
め
て
、
自
ら
は
そ
れ
ま
で
全
く
研
究
も
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
、
取
り
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
生
じ
て
く
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
担
当
す
る
学
芸
員
に
と
っ
て
困
難
を
伴
う

も
の
の
、
そ
れ
を
克
服
し
た
場
合
に
は
大
き
な
成
果
を
得
る
場
合
も

学
芸
員
活
動
と
文
化
財
（
酒
井
）

あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
当
館
歴
史
分
野
の
学
芸
員
が
担
当
し
た
一

九
九
三
年
第
一
回
企
画
展
「
明
治
は
じ
め
て
物
語
Ｉ
石
井
研
堂
と

『
明
治
事
物
起
原
』
ｌ
」
を
紹
介
し
よ
う
。
担
当
学
芸
員
本
来
の
専

門
は
古
代
史
で
あ
っ
た
が
、
諸
事
情
に
よ
っ
て
、
文
明
開
化
を
対
象

と
し
た
同
企
画
展
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
は
、
そ
の
調
査

の
過
程
で
現
在
の
福
島
県
郡
山
市
出
身
で
、
『
明
治
事
物
起
原
』
の

著
者
と
し
て
有
名
な
石
井
研
堂
に
着
目
し
た
。
こ
の
企
画
展
終
了
後

も
、
彼
は
研
堂
に
関
す
る
地
道
な
研
究
を
重
ね
、
彼
に
先
行
す
る
山

下
恒
夫
の
著
述
と
共
に
、
現
在
の
石
井
研
堂
研
究
で
は
欠
く
こ
と
が

で
き
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
文
化
財
の
持
つ
適
性
は
、
教
育
普
及
の
面
へ
も
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
。
近
年
、
体
験
学
習
、
ま
た
は
ハ
ン
ズ
・
オ
ン
と
呼
ば

れ
る
行
動
が
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
当
館
に
は
体
験
学
習
室
と
い
う

実
際
に
体
験
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
昔
の
衣
装
を

実
際
に
着
た
り
、
伝
統
的
な
お
も
ち
ゃ
で
遊
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
う
し
た
体
験
学
習
を
一
歩
進
め
た
企
画
展
が
、
考
古
分
野

が
担
当
し
た
一
九
九
七
年
度
第
一
回
企
画
展
「
縄
文
た
ん
け
ん
」
で

あ
っ
た
。
こ
の
企
画
展
の
開
催
中
に
は
、
企
画
展
示
室
内
に
体
験

コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
、
「
石
器
を
つ
く
ろ
う
」
・
「
縄
文
の
ね
い
る
（
土

笛
・
太
鼓
）
」
・
「
土
器
の
も
よ
う
を
つ
け
よ
う
」
等
を
体
験
で
き
た

ほ
か
に
、
実
技
講
座
「
縄
文
体
験
」
と
し
て
弓
矢
体
験
、
石
器
で
魚

￣
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￣
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を
さ
ば
く
、
火
お
こ
し
体
験
が
、
ま
た
、
同
講
座
「
縄
文
料
理
を
つ

く
ろ
う
」
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
考
古
分
野
で
は
「
出
前
授

業
」
と
称
し
て
学
校
等
へ
出
向
い
て
、
生
徒
に
石
器
や
土
器
や
弓
矢

等
を
実
際
に
触
ら
せ
、
使
用
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
出
前
授
業
に

持
参
す
る
土
器
・
石
器
等
は
実
際
に
発
掘
さ
れ
た
文
化
財
で
は
な

く
、
学
芸
員
が
制
作
し
た
「
模
造
品
」
で
あ
る
。
但
し
、
模
造
品
と

い
っ
て
も
考
古
学
に
素
人
の
筆
者
が
見
る
と
、
本
物
と
見
間
違
う
ほ

ど
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
古
学
の
分
野
で
は
、
文
化
財
と
同
様
な
も
の
が
比

較
的
容
易
に
作
製
す
る
こ
と
が
で
き
、
体
験
学
習
が
実
施
し
や
す
い

分
野
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
方
、
歴
史
や
美
術
の
場
合
に

は
、
「
見
る
、
触
る
」
に
耐
え
う
る
模
造
品
を
作
製
す
る
こ
と
は
、

学
芸
員
の
力
量
で
は
不
可
能
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
対
象
と
す
る
文
化
財
は
、
教
育
普
及
活
動
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
。

さ
て
当
館
の
場
合
に
は
、
多
種
多
様
な
文
化
財
を
調
査
・
研
究
す

る
学
芸
員
が
揃
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
学
芸
員
が
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ

に
対
し
て
自
ら
が
掌
握
し
て
い
る
文
化
財
を
提
示
し
合
っ
て
企
画
展

を
実
施
す
る
と
、
｜
分
野
が
実
施
す
る
企
画
展
と
は
異
な
っ
た
多
角

的
な
構
成
を
成
し
う
る
。

当
館
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
こ
う
し
た
専
門
が
異
な
る
分
野
が
合
同

法
政
史
学
第
五
十
二
号

し
た
企
画
展
を
幾
度
か
開
催
し
た
。
’
九
八
七
年
度
第
一
回
企
画
展

「
ふ
く
し
ま
の
顔
」
・
一
九
九
○
年
度
第
四
回
「
日
本
の
音
色
」
・
’

九
九
八
年
度
第
一
回
「
戦
国
の
城
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
「
戦

国
の
城
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。
同
企
画
展
は
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
「
天
守

閣
へ
の
道
」
が
示
す
よ
う
に
、
戦
国
期
の
舘
が
石
垣
と
天
守
閣
を
持

つ
近
世
の
城
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
、
歴
史
分

野
が
担
当
し
、
考
古
・
美
術
分
野
の
協
力
を
得
て
開
催
し
た
企
画
展

で
あ
る
。
展
示
物
は
、
古
文
書
特
に
絵
図
と
戦
国
期
の
発
掘
遺
物
を

中
心
に
、
加
え
て
仏
像
・
絵
画
等
で
あ
っ
た
。
通
常
の
企
画
展
の
関

連
行
事
と
し
て
は
企
画
展
記
念
講
演
が
あ
る
が
、
こ
の
と
き
に
は
、

そ
れ
に
加
え
て
年
十
二
回
開
催
し
て
い
る
古
文
書
講
座
で
展
示
史
料

を
使
用
し
た
り
、
実
技
講
座
「
お
城
跡
を
歩
こ
う
」
で
若
松
城
の
石

垣
を
観
察
し
た
。

展
示
に
お
い
て
は
、
古
文
書
だ
け
で
は
明
確
に
で
き
な
い
事
実
を

発
掘
遺
物
等
に
よ
っ
て
、
よ
り
ト
ー
タ
ル
で
、
よ
り
具
体
的
に
提
示

で
き
た
と
思
う
。
こ
う
し
た
企
画
展
が
、
学
際
的
研
究
の
端
緒
と
な

れ
ば
と
期
待
す
る
。
ま
た
、
実
技
講
座
に
お
い
て
は
日
常
的
に
目
に

し
て
い
る
も
の
（
石
垣
）
の
重
要
さ
や
見
る
楽
し
さ
を
参
加
者
に
知

ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
合
同
企
画
展
を
実
施
す
る
と
き
の
問
題
点
と
し
て

は
、
ま
ず
、
他
分
野
の
文
化
財
を
扱
え
な
い
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ

一

四
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る
。
こ
れ
は
、
そ
の
文
化
財
の
運
搬
を
は
じ
め
と
し
て
、
図
録
執
筆

等
で
も
同
様
で
あ
る
。
当
館
で
は
県
内
の
文
化
財
の
運
搬
は
、
原
則

的
に
学
芸
員
が
公
用
車
で
行
っ
て
い
る
。
こ
の
運
搬
に
は
当
然
梱
包

も
伴
う
が
、
埋
蔵
文
化
財
の
梱
包
は
考
古
分
野
の
学
芸
員
の
協
力

を
、
仏
像
は
美
術
分
野
の
学
芸
員
の
協
力
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

二
日
常
活
動
と
し
て
の
文
化
財
保
護

ｌ
古
文
書
講
座
「
会
津
の
古
文
書
を
読
も
う
」
を
事
例
と
し
て
ｌ

当
館
で
は
、
一
九
九
五
年
度
以
降
、
古
文
書
講
座
「
会
津
の
古
文

書
を
読
も
う
」
を
開
催
し
て
い
る
。
こ
の
講
座
は
定
員
を
設
定
し
て

毎
月
一
回
の
年
十
二
回
の
講
座
で
、
そ
の
内
容
は
古
代
二
回
、
中
世

三
回
、
近
世
七
回
で
あ
る
。
近
世
の
場
合
、
テ
ク
ス
ト
は
マ
イ
ク
ロ

写
真
の
コ
ピ
ー
を
使
用
し
、
前
回
で
渡
し
た
コ
ピ
ー
を
予
習
さ
せ
、

講
座
は
講
師
に
指
名
さ
れ
た
受
講
者
が
一
行
毎
に
自
分
で
予
習
し
た

読
み
を
板
書
し
、
講
師
が
添
削
す
る
。
第
一
回
目
の
講
座
は
、
こ
の

コ
ピ
ー
を
史
料
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
よ
う
に
指
導
す
る
。
具
体
的
に

は
、
受
講
者
の
多
く
に
見
ら
れ
る
ペ
ン
で
テ
ク
ス
ト
の
行
間
に
自
分

で
考
え
た
読
み
を
書
い
て
い
く
と
い
う
方
法
を
、
原
稿
用
紙
に
鉛
筆

で
書
く
よ
う
に
修
正
さ
せ
る
。

こ
の
指
導
の
理
由
は
、
当
然
の
如
く
、
保
存
意
識
の
高
ま
り
を
期

学
芸
員
活
動
と
文
化
財
（
酒
井
）

侍
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
後
の
受
講
者
の
予
習
の

様
子
を
見
る
と
、
や
は
り
、
多
く
は
古
文
書
の
コ
ピ
ー
の
行
間
に
ペ

ン
で
書
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
古
文
書
講
座
を
四
年
間
実
施
し
て

き
て
気
が
付
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
受
講
者
の
う
ち
十
か
ら
二

十
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
自
宅
に
、
ま
た
は
実
家
や
本
家
に
古
文
書
を
所

蔵
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
何
人
か
が
そ
う
し
た
古
文
書

の
コ
ピ
ー
を
持
参
し
て
解
読
で
き
な
い
と
こ
ろ
を
質
問
さ
れ
た
し
、

実
際
に
古
文
書
を
持
っ
て
き
た
者
も
い
た
。
つ
ま
り
、
受
講
者
の
う

ち
何
人
か
は
古
文
書
の
所
蔵
者
で
あ
っ
た
。
昨
年
か
ら
は
、
保
存
に

関
す
る
話
を
す
る
場
合
、
意
図
的
に
次
の
よ
う
な
文
言
を
入
れ
て
い

る
。
「
将
来
、
自
分
た
ち
の
子
供
や
孫
が
、
自
分
た
ち
が
見
て
い
る

の
と
同
様
な
状
態
で
史
料
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
に

は
、
自
分
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
史
料
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
」
。こ
の
よ
う
に
所
蔵
者
で
も
あ
る
受
講
者
が
い
る
反
面
、
実
際
に
古

文
書
に
触
れ
た
こ
と
も
な
い
受
講
者
も
い
る
。
こ
う
し
た
受
講
者
に

顕
著
で
あ
る
が
、
実
際
に
古
文
書
を
受
講
者
の
前
に
出
し
て
、
虫
食

い
の
様
子
な
ど
を
説
明
す
る
と
、
非
常
に
興
味
深
く
見
入
っ
て
い

る
。当
館
の
古
文
書
講
座
は
、
他
の
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
や
図
書
館

や
公
民
館
で
実
施
さ
れ
て
い
る
古
文
書
講
座
と
異
な
る
「
博
物
館
で

一
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本
節
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
学
際
的
研
究
が
容
易
に
で
き
る
場
と

し
て
の
博
物
館
」
と
は
、
異
な
る
専
門
を
持
つ
学
芸
員
が
日
常
的
に

交
流
を
繰
り
返
し
、
そ
の
面
で
は
、
も
し
か
し
た
ら
大
学
よ
り
も
学

際
的
研
究
が
容
易
に
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
環
境
を
持
つ
博
物
館
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
当
館
に
は
専
門
分

野
が
異
な
る
二
十
人
の
学
芸
員
が
お
り
、
調
査
研
究
や
展
示
の
場
に

お
い
て
、
異
な
る
視
点
や
知
識
を
互
い
に
交
換
し
て
い
る
。
し
か

し
、
複
数
の
分
野
に
よ
る
企
画
展
の
開
催
は
あ
っ
た
も
の
の
、
合
同

の
調
査
研
究
の
経
験
は
な
い
。
本
節
で
は
、
博
物
館
に
お
け
る
学
際

的
研
究
の
課
題
に
つ
い
て
史
料
の
収
集
方
法
を
中
心
に
述
べ
る
。

博
物
館
の
学
芸
員
と
し
て
勤
務
し
て
ま
ず
気
が
付
い
た
こ
と
に
、

専
門
毎
に
文
化
財
に
対
す
る
対
応
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
な

か
で
も
文
化
財
の
収
集
方
法
は
、
筆
者
を
戸
惑
わ
せ
る
ほ
ど
の
こ
と

し
か
で
き
な
い
、
博
物
館
ら
し
い
古
文
書
講
座
」
を
目
指
し
て
い

る
。
一
般
の
古
文
書
講
座
の
目
的
は
「
古
文
書
が
読
め
る
よ
う
に
な

る
」
で
あ
る
。
当
館
の
古
文
書
講
座
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
史
料

の
保
存
を
理
解
し
て
も
ら
い
、
た
と
え
ば
史
料
保
存
機
関
へ
受
講
者

自
ら
が
行
っ
て
、
史
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
も
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

三
学
際
的
研
究
が
容
易
に
で
き
る
場
と
し
て
の
博
物
館
の
課
題

法
政
史
学
第
八
十
一
一
号

で
あ
っ
た
。
歴
史
・
考
古
分
野
の
場
合
、
家
や
発
掘
現
場
と
い
っ
た

調
査
先
で
出
会
っ
た
文
化
財
は
、
原
則
的
に
一
括
収
集
し
て
く
る

（
具
体
的
な
手
続
き
と
し
て
は
、
寄
贈
・
寄
託
・
借
用
で
あ
る
）
。
虫

食
い
の
古
文
書
だ
け
を
そ
の
家
に
残
し
て
き
た
り
、
土
器
片
を
士
の

中
に
残
し
て
き
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
は
古
文
書
・

土
器
・
石
器
と
い
う
一
点
一
点
の
文
化
財
も
重
要
だ
が
、
「
古
文
書

群
」
や
遺
跡
と
い
っ
た
総
体
も
、
そ
れ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
ほ
ど

重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
他
の
分
野
で
は
調
査
先
で
文
化
財
に
対
す
る
「
選
択
」
が

行
わ
れ
る
。
史
料
群
の
な
か
か
ら
史
料
的
に
価
値
の
あ
る
も
の
だ
け

を
抽
出
す
る
「
優
品
主
義
」
と
で
も
言
う
よ
う
な
収
集
方
法
で
あ

る
。
こ
う
し
た
収
集
方
法
の
違
い
は
研
究
方
法
の
相
違
に
基
づ
く
も

の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
歴
史
・
考
古
分
野
は
史
料
を
所
蔵
す
る

家
、
遺
跡
、
地
域
を
研
究
対
象
と
し
た
り
、
そ
れ
ら
を
押
さ
え
た
う

え
で
研
究
を
進
め
る
が
、
美
術
分
野
の
絵
画
を
研
究
対
象
と
す
る
者

の
場
合
に
は
、
そ
の
絵
画
の
作
者
を
追
い
求
め
て
い
る
が
、
史
料
群

に
よ
っ
て
、
そ
の
家
や
地
域
を
研
究
対
象
と
は
し
な
い
よ
う
で
あ

る
。当
館
で
も
、
こ
れ
ま
で
に
自
ら
の
専
門
外
の
分
野
を
対
象
と
し
た

研
究
成
果
を
発
表
し
た
学
芸
員
が
い
た
が
、
そ
の
方
法
は
従
来
か
ら

待
つ
自
ら
の
専
門
の
研
究
方
法
を
他
の
分
野
へ
持
ち
込
ん
だ
だ
け
の

’
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も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
残
念
な
こ
と
に
、
新
た
に

研
究
対
象
と
さ
れ
た
分
野
の
長
年
培
っ
て
き
た
史
料
論
が
無
視
さ

れ
、
そ
の
分
野
の
史
料
の
安
易
な
使
用
が
行
わ
れ
た
。
や
は
り
、
他

分
野
へ
大
き
く
踏
み
込
ん
で
、
そ
の
分
野
の
史
料
論
や
研
究
史
を
理

解
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
困
難
さ
を
改
め
て
他
の
学
芸

員
が
認
識
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。

民
具
や
美
術
品
と
い
っ
た
史
料
の
場
合
、
収
蔵
ス
ペ
ー
ス
を
多
く

と
り
、
全
て
を
収
集
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
｜
般
の

人
々
に
と
っ
て
は
、
「
博
物
館
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
」
は
「
価

値
が
あ
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
博
物
館
に
入
ら
な
か
っ
た
も
の
」
は

「
ゴ
ミ
」
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
博
物
館
の

史
料
収
集
に
お
け
る
最
大
の
課
題
と
も
言
え
る
。

し
か
し
、
数
年
前
に
会
津
若
松
市
内
で
、
以
前
に
酒
造
業
を
営
ん

で
い
た
家
の
史
料
を
受
け
入
れ
た
と
き
に
は
、
歴
史
・
美
術
・
民
俗

に
考
古
分
野
を
加
え
た
四
分
野
の
学
芸
員
が
、
そ
の
作
業
に
参
加
し

た
。
こ
の
と
き
は
、
単
に
多
く
の
労
働
力
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
で

は
な
く
、
史
料
が
古
文
書
（
歴
史
分
野
）
、
絵
画
・
漆
器
（
美
術
分

野
）
、
酒
造
道
具
・
生
活
道
具
（
民
俗
分
野
）
、
陶
磁
器
（
考
古
分

野
）
と
い
っ
た
よ
う
に
多
様
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
う
し
た
各
史
料
を

専
門
と
す
る
学
芸
員
の
参
加
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
作
業

に
は
、
博
物
館
の
特
性
が
最
も
現
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
将
来
的

学
芸
員
活
動
と
文
化
財
（
洲
井
）

最
後
に
学
芸
員
と
し
て
の
経
験
か
ら
、
大
学
に
期
待
す
る
こ
と
を

述
べ
て
終
わ
り
と
し
た
い
。
筆
者
が
大
学
で
専
攻
し
た
の
は
、
日
本

近
世
史
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
対
象
と
す
る
史
料
は
古
文
書
で
あ

り
、
在
学
中
に
何
点
の
古
文
書
に
接
し
た
か
は
わ
か
ら
な
い
も
の

の
、
多
数
の
古
文
書
を
扱
っ
た
。
扱
っ
た
古
文
書
の
多
く
は
、
地
方

文
書
で
あ
り
、
表
装
さ
れ
ず
、
そ
れ
本
来
の
形
で
残
っ
て
い
た
も
の

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
博
物
館
に
入
り
学
芸
員
と
し
て

の
仕
事
と
し
て
扱
う
古
文
書
に
は
、
そ
う
し
た
も
の
以
外
に
、
中
世

文
書
や
将
軍
・
大
名
発
給
文
書
、
つ
ま
り
、
所
蔵
者
が
「
家
宝
」
と

し
、
そ
の
た
め
、
軸
装
さ
れ
た
文
書
が
含
ま
れ
て
き
た
。

そ
の
後
、
「
掛
け
軸
や
巻
子
の
扱
い
を
ど
こ
で
学
ん
だ
の
だ
ろ
う

か
」
と
思
い
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
大
学
の
講
義
で
は
学
芸
員
資

格
取
得
の
講
座
で
一
時
間
か
二
時
間
ほ
ど
習
っ
た
こ
と
は
あ
る
も
の

の
、
そ
れ
以
外
に
大
学
で
習
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
自
分
だ
け
で

取
り
扱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
学
の
外
で
の
調
査
活
動
の
際

に
地
域
の
研
究
者
か
ら
受
け
た
指
導
と
、
講
義
の
後
の
宴
会
の
席
で

の
先
輩
か
ら
の
指
導
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
つ
ま
り
、
大

に
は
、
一
地
域
で
の
総
合
調
査
・
研
究
を
実
施
し
た
い
。
博
物
館
だ

か
ら
こ
そ
で
き
る
地
域
史
が
出
現
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

ま
と
め
－
学
際
的
研
究
に
対
す
る
大
学
の
役
割
Ｉ一
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有
効
で
あ
る
。

学
時
代
に
は
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
が
、
研
究
対
象
と
す
る
古
文
書

が
軸
装
さ
れ
て
で
き
た
場
合
な
ど
に
十
分
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
な

講
義
の
内
容
で
は
な
か
っ
た
。

大
学
で
は
歴
史
を
専
攻
し
て
い
て
、
法
律
・
経
済
・
政
治
等
と
い

う
二
般
教
養
」
も
学
ん
だ
。
し
か
し
、
も
っ
と
専
攻
す
る
学
問
に

隣
接
し
た
学
問
、
た
と
え
ば
、
考
古
・
美
術
・
民
俗
等
を
学
ぶ
時
間

を
増
や
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
際
に
は
従
来
か
ら
行
わ

れ
て
き
た
概
説
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
学
問
が
対
象
と
す
る
史

料
の
取
り
扱
い
や
、
研
究
方
法
も
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
導
入
し
て
は
ど

う
か
。
考
古
学
を
専
攻
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ

う
が
、
考
古
学
の
発
掘
は
、
地
面
を
一
枚
一
枚
は
ぎ
取
る
度
に
図
面

と
写
真
で
記
録
し
な
が
ら
調
査
を
進
め
る
。
こ
の
調
査
方
法
は
、
歴

史
学
の
古
文
書
整
理
方
法
で
、
古
文
書
群
が
注
目
さ
れ
た
と
き
に
、

比
較
事
例
と
し
て
歴
史
研
究
者
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
説
得
力
を

も
っ
て
い
た
。
民
俗
学
の
民
具
の
整
距
は
、
民
具
を
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
民
具
の
伝
来
・
使
用
法
・
禁
忌
等
を
聞

き
取
り
、
「
見
る
こ
と
」
と
「
聞
く
こ
と
」
を
一
体
化
し
て
調
査
を

進
め
る
。
こ
う
し
た
調
査
方
法
も
一
軒
の
家
に
お
け
る
古
文
書
の
収

蔵
場
所
が
複
数
に
わ
た
る
場
合
、
そ
の
理
由
を
明
確
に
で
き
る
な
ど

こ
う
し
た
大
学
の
講
座
の
持
ち
方
は
、
学
生
に
諸
学
問
が
互
い
に

法
政
史
学
第
五
十
二
号

連
関
し
あ
い
な
が
ら
、
新
し
い
道
を
切
り
開
い
て
い
く
こ
と
を
知
ら

せ
、
よ
り
学
際
的
な
志
向
性
を
持
つ
卒
業
生
を
社
会
に
送
り
出
す
一

助
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

忙
し
さ
に
流
さ
れ
な
が
ら
、
他
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
皆
様
に
は

御
迷
惑
を
お
か
け
し
て
、
と
り
と
め
の
な
い
文
章
を
書
い
て
し
ま
っ

た
。
た
だ
、
本
稿
は
学
芸
員
と
し
て
、
大
学
と
大
学
に
在
籍
す
る
学

生
・
大
学
院
生
を
対
象
と
し
て
書
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。
学
芸
員

は
、
そ
の
博
物
館
、
所
属
す
る
行
政
、
そ
の
地
域
に
お
い
て
は
、
彼

の
専
門
分
野
で
は
「
完
全
な
も
の
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
表
面
的
に
「
学
ぶ
こ
と
」
は
困
難
で
あ
る
。
反
面
、
他
の

専
門
を
異
に
す
る
学
芸
員
と
の
交
流
は
、
色
々
な
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
。
「
も
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
大
学
時
代
に
も
で
き
た

ら
」
と
い
う
思
い
か
ら
、
本
稿
を
執
筆
し
た
。

￣
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