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国
家
の
債
務
の
承
継
と
衡
平
の
原
則
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
1
国
家
の
財
産
、
公
文
書
お
よ
び
債
務
に
関
す
る
国
家
承
継
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
一
考
察
1

　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
「
国
家
の
財
産
、
公
文
書
お
よ
び
債
務
に
関
す
る
国
家
承
継
に

関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
」
（
く
一
昌
量
O
o
毫
o
巨
一
昌
旨
ω
9
o
o
邑
9

o
－
ω
冨
箒
m
ぎ
射
窃
駕
g
艮
望
曽
8
ミ
o
潟
津
さ
＞
8
巨
く
窃
輿
目
o

U
o
享
ω
）
（
以
下
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
）
は
、
国
際
法
委
員
会
に
よ
っ

て
一
九
八
一
年
に
採
択
さ
れ
た
最
終
草
案
に
基
づ
い
て
、
一
九
八

三
年
三
月
一
日
よ
り
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
全
権
会
議
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

て
四
月
八
日
に
採
択
さ
れ
た
。
（
賛
成
五
四
、
反
対
一
一
、
棄
権

二
（
日
本
を
含
む
）
）
同
条
約
は
第
一
部
「
一
般
規
定
」
（
一
条

－
六
条
）
、
第
二
部
「
国
家
の
財
産
」
（
七
条
－
一
八
条
）
、
第
三

部
「
国
家
の
公
文
書
」
（
一
九
条
－
三
一
条
）
、
第
四
都
「
国
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
　
　
川
　
　
俊
　
　
孝

債
務
L
（
…
一
条
－
四
一
条
）
、
第
五
部
「
紛
争
の
解
決
」
（
四
二

条
－
四
六
条
）
お
よ
ぴ
第
六
部
「
最
終
規
定
」
（
四
七
条
－
五
一

条
）
か
ら
な
り
、
さ
ら
に
第
二
都
乃
至
第
四
部
で
は
第
一
節
に
お

い
て
総
則
規
定
（
5
9
o
旨
昌
昌
）
が
お
か
れ
、
第
二
節
で
は
国

家
承
継
の
形
態
を
ω
国
家
の
領
域
の
一
部
の
移
転
、
②
新
独
立
国
、

㈹
国
家
の
結
合
、
ω
国
家
の
領
域
の
一
部
の
分
離
、
㈲
国
家
の
分

裂
（
2
竃
〇
一
茎
昌
）
の
五
つ
の
場
合
に
分
け
、
各
々
の
場
合
に
お

け
る
国
家
の
財
産
、
公
文
書
お
よ
ぴ
債
務
に
及
ぽ
す
法
的
効
果
を

規
定
し
て
い
る
。

　
同
条
約
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

国
際
法
委
員
会
の
報
告
書
が
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
衡
平
の
原

則
（
雫
ぎ
o
亘
o
o
；
｛
ξ
）
が
国
家
の
財
産
、
公
文
書
お
よ
ぴ
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（3ア）　国家の債務の承継と衡平の原則

償
務
の
先
行
国
か
ら
後
継
国
へ
の
移
転
に
関
す
る
藷
規
則
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

て
基
礎
を
な
す
原
則
の
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ

ィ
ー
ン
条
約
の
理
解
の
た
め
に
は
、
・
か
か
る
衡
平
の
原
則
の
は
た

し
て
い
る
役
割
お
よ
ぴ
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
是
非

と
も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
国
家
承
継

の
問
題
の
中
で
こ
れ
ま
で
衡
平
の
原
則
が
最
も
重
要
な
役
割
を
は

た
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
債
務
の
承
継
の
間
題
に
隈
定
し
て
、
ウ

　
　
　
　
＾
3
〕

イ
ー
ン
条
約
お
よ
び
従
来
の
法
理
論
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
き
た

衡
平
の
原
則
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
務
に
関
す
る
国
家

承
継
法
に
お
い
て
衡
平
の
原
則
の
は
た
し
て
い
る
機
能
お
よ
ぴ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

の
内
容
・
性
質
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

（
1
）
　
国
際
法
委
員
会
お
よ
ぴ
金
権
会
議
に
お
け
る
審
議
の
経
過
に
関

　
し
て
、
小
川
芳
彦
「
国
家
の
財
産
等
に
関
す
る
国
家
承
継
条
約
」
『
法

　
と
政
治
』
第
三
四
巻
第
三
・
四
号
参
照
。

（
2
）
5
ミ
ざ
茎
県
§
ぎ
雲
ミ
き
o
§
；
§
O
§
§
ぎ
ざ
ミ
ニ
凄
H
一

　
き
一
．
■
（
勺
胃
一
↓
書
）
一
勺
L
o
．
b
o
昌
目
呂
け
之
さ
）
〇
一
喀
鼻
N
α
1

（
3
）
　
ウ
ィ
ー
ン
条
約
は
若
千
の
字
句
の
修
正
お
よ
ぴ
削
除
を
除
い
て
、

　
実
質
的
に
国
際
法
委
員
会
の
条
文
草
案
通
り
に
採
択
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
執
筆
の
段
階
で
、
全
権
会
議
の
審
議
経
過
の
詳
細
に
関
す
る
資

　
料
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
す
ぺ
て
委

　
員
会
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
国
際
法
に
お
け
る
衡
平
の
機
龍
に
関
し
て
一
般
に
、
法
の
厳

　
格
な
適
用
の
結
果
生
じ
る
極
端
な
結
果
を
緩
和
す
る
機
能
（
“
ミ
s

　
膏
柴
§
）
、
法
の
欠
献
を
補
完
す
る
機
能
（
ミ
§
“
ミ
膏
恕
ミ
）
お
よ
ぴ

　
法
の
適
用
を
排
除
す
る
機
能
（
8
ミ
§
、
祭
雨
§
）
の
三
つ
が
あ
る
と

　
さ
れ
る
。
O
巨
一
宛
o
冨
器
芭
’
b
§
ま
“
ミ
雨
、
S
ミ
ざ
S
ミ
、
ミ
ミ
ぎ
く
O
－
一
一

　
（
H
ミ
o
）
一
勺
勺
、
♂
甲
舎
ω
。
衡
平
の
問
題
一
般
を
取
り
扱
っ
て
い
る
最

　
近
の
も
の
と
し
て
、
ρ
婁
・
－
雪
穿
一
『
ざ
、
§
急
§
旨
県
－
s
膏
§
守

　
ミ
o
S
ミ
」
喜
ざ
軋
㌻
ミ
ざ
ミ
（
H
Φ
ひ
企
）
一
〇
旨
葭
ラ
N
一
い
く
一
U
l
U
o
煕
昌
一
ト
、
“
内
ミ
“
蕊

　
ミ
膏
軋
、
o
ミ
軋
畠
詩
、
ミ
ミ
ざ
S
S
－
（
H
o
N
0
）
－
O
F
q
o
く
庁
眈
o
｝
〇
一
b
雨
“
．
“
内
S
辻
“

　
軋
s
§
膏
、
骨
良
Φ
§
§
“
ミ
ミ
“
、
ミ
o
ミ
㌧
ミ
§
o
ざ
ミ
雨
き
｝
ミ
耐
婁
§
ミ
o
辻

　
ぎ
詩
§
ミ
“
§
ミ
㌔
§
ミ
“
（
一
〇
s
）
一
峯
．
＞
片
g
…
呉
、
向
ρ
巨
｛
四
目
q

　
○
昌
o
量
一
勺
き
岩
号
一
g
o
｛
■
顯
き
、
H
ミ
雨
§
ミ
軋
§
邑
s
ミ
、
o
o
ミ
s
、
ミ
“
§

　
卜
s
§
c
ミ
s
ミ
§
亨
く
o
－
．
豊
（
H
o
暮
）
一
弓
弓
－
o
o
o
ア
o
o
豊
．

ニ
　
ヅ
ィ
ー
ン
条
約
に
お
け
る
衡
平
の
原
則

　
ω
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
諸
規
定
の
基
礎
を
な
す
と
さ
れ
る
衡
平
の

原
則
の
内
容
お
よ
ぴ
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
一
般
的
問
魑

と
し
て
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
は
国
際
司
法
裁
判
所

規
程
第
三
八
条
二
項
に
お
け
る
「
衡
平
お
よ
ぴ
善
」
（
§
§
閑
§
ミ

ざ
§
）
工
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
際
法

委
員
会
の
報
告
書
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
委
員

会
が
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
衡
平
は
草
案
を
通
じ
て
補
充
的
要
素

589



一橋諭叢 第92巻 第5号　（38）

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
特
定
の
諸
規
定
の
実
質
的
内
容

の
一
部
分
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

裁
判
所
が
関
係
当
事
者
の
明
示
の
合
意
に
基
づ
い
て
の
み
援
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
『
衡
平
お
よ
ぴ
善
』
の
手
続
に
お

い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
衡
平
の
概
念
に
等
し
い
も
の
と
し
て
用
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
L

　
か
か
る
衡
平
の
概
念
の
区
別
は
、
一
九
三
七
年
の
国
際
法
学
会

　
＾
2
〕

の
決
議
お
よ
び
一
九
六
九
年
の
北
海
大
陸
棚
事
件
に
お
け
る
国
際

　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

司
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
適
用
さ
れ
て
き
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
法
に
属
し
、
法
の
誠
実
な
適
用
か
ら
逸
脱
す
る

こ
と
な
く
法
の
正
し
い
適
用
の
固
有
の
要
講
と
し
て
の
衡
平
と
、

国
際
裁
判
所
が
当
事
者
の
明
示
の
合
意
に
よ
ウ
て
現
行
法
に
拘
束

さ
れ
る
こ
と
な
く
判
決
を
下
す
権
眼
を
与
え
ら
れ
た
場
合
に
お
い

て
の
み
援
用
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
衡
平
（
衡
平
お
よ
び
善
）
と

の
区
別
で
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
衡
平
の

原
則
は
前
者
の
意
味
に
お
け
る
衡
平
で
あ
る
。

　
②
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
個
別
的
諸
規
定
に
お
い
て
、
国
家
承
継
の

一
定
の
形
態
の
場
合
に
お
け
る
先
行
国
の
財
産
、
公
文
書
お
よ
ぴ

債
務
の
後
継
国
へ
の
移
転
の
実
質
的
規
準
と
し
て
衡
平
の
原
則
が

　
　
　
　
　
　
＾
4
）

用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
財
産
、
公
文
書
お
よ
び

債
務
の
承
継
の
間
題
を
規
偉
す
る
条
約
上
の
諸
規
則
が
衡
平
の
原

則
の
適
周
を
要
講
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
倒
債
務
の
承
継
に
関
す
る
諸
規
定
に
お
け
る
衡
平
の
原
則
の
内

容
お
よ
ぴ
性
質
を
検
討
す
る
前
に
、
当
該
諸
規
定
の
一
般
的
特
徴

を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
条
約
の
規
偉

す
る
国
家
の
債
務
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
、
国
家
が
「
私
人
」
に

対
し
て
負
っ
て
い
る
債
務
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

（
5
）

る
。
（
第
三
三
条
）
第
二
に
、
条
約
の
規
定
の
仕
方
は
従
来
の
一

般
的
方
法
で
あ
っ
た
、
国
家
の
債
務
を
国
家
の
「
一
般
的
償
務
」

（
的
竃
胃
巴
急
g
ω
）
、
譲
渡
地
の
排
他
的
利
益
の
た
め
に
負
っ
た

「
属
地
的
債
務
」
（
一
〇
〇
昌
S
α
ま
9
ω
）
、
地
方
政
府
ま
た
は
財
政
的

自
治
政
府
が
負
っ
た
「
地
方
的
債
務
」
（
－
O
S
一
ま
9
ω
）
、
お
よ
び

国
家
の
財
産
ま
た
は
一
定
の
収
入
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る

「
担
保
付
債
務
」
（
ω
8
胃
＆
ま
9
ω
）
等
に
区
分
し
て
取
り
扱
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
先
行
国
の
債
務
の
後
継
（
諸
）

国
へ
の
移
転
お
よ
ぴ
分
割
の
間
題
は
、
国
家
の
結
合
お
よ
ぴ
新
独

立
国
の
場
合
を
除
い
て
、
関
係
国
の
間
の
別
段
の
合
意
が
な
い
場

合
に
適
用
さ
れ
る
補
充
規
則
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
第
四
に
、
新
独
立
国
の
場
合
に
は
、
他
の
国
家
承
継
の
形
態

の
場
合
と
は
異
な
り
、
原
則
と
し
て
先
行
国
の
債
務
は
移
転
し
な
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（39）　国家の債務の承継と衡平の原則

い
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
第
三
八
条
）

　
ω
債
務
の
閲
題
に
お
い
て
は
、
国
家
の
領
域
の
一
部
の
移
転
お

よ
ぴ
国
家
の
領
域
の
一
部
の
分
離
の
場
合
に
は
先
行
国
と
後
継
国

と
の
間
で
、
国
家
の
分
裂
の
揚
合
に
は
後
継
諸
国
の
間
で
別
段
の

合
意
が
な
い
隈
り
、
「
先
行
国
の
国
家
の
債
務
は
、
特
に
そ
の
債

務
に
関
連
し
て
後
継
国
に
移
転
す
る
財
産
、
権
利
お
よ
ぴ
利
益
を

考
慮
し
て
、
衡
平
な
割
合
で
（
ぎ
彗
①
｛
壷
巨
o
唱
o
召
ユ
一
昌
）

後
継
国
に
移
転
す
る
」
（
三
七
条
二
項
、
四
〇
条
一
項
お
よ
び
四

一
条
）
と
、
同
一
の
表
現
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、

か
か
る
規
定
に
よ
っ
て
何
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
国
際
法

委
員
会
の
報
告
書
を
手
が
か
り
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ぱ
、
領
域
の
一
部
の
移
転
の
場
合
に
後
継
国
は
先
行

国
の
一
般
的
償
務
の
一
部
を
負
担
す
る
義
務
が
あ
る
か
ど
う
か
の

問
題
（
一
般
的
償
務
の
分
割
の
問
題
）
に
関
し
て
は
、
学
説
お
よ

ぴ
慣
行
に
お
い
て
一
致
し
て
い
な
い
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

委
員
会
は
「
関
係
当
事
者
の
合
意
が
な
い
場
合
に
は
、
国
家
の
債

務
の
移
転
に
関
す
る
間
題
の
解
決
に
対
す
る
基
軸
概
念
（
ぎ
く
）

と
し
て
衡
平
の
概
念
の
導
入
を
提
案
す
る
。
－
・
：
そ
れ
は
（
草
案

三
五
条
二
項
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
三
七
条
二
項
－
筆
者
）
先
行
国
の

国
家
の
債
務
の
『
衡
平
な
割
合
』
が
後
継
国
に
移
転
す
る
こ
と
を

定
め
て
い
る
。
何
が
『
衡
平
な
割
合
』
を
構
成
丁
る
か
を
決
定
す

る
た
め
に
は
、
個
々
の
特
定
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
す
べ
て
の
関
連

の
あ
る
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
要
素
は
就
中
、

当
該
国
家
の
債
務
に
関
連
し
て
後
継
国
に
移
転
す
る
『
財
産
、
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

利
お
よ
ぴ
利
益
』
を
含
ま
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
L
と
の
べ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
挙
説
お
よ
び
憤
行
に
お
い
て
一
致
が
み

ら
れ
な
か
っ
た
一
般
的
債
務
の
分
割
の
間
魑
に
対
し
て
も
、
関
係

当
事
者
の
間
の
合
意
が
な
い
場
合
に
は
、
先
行
国
の
償
務
の
衡
平

な
割
合
が
後
継
国
に
移
転
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
場
合
に
、

先
行
国
と
後
継
国
と
の
間
に
お
け
る
債
務
の
移
転
の
実
質
的
規
準

と
し
て
作
用
す
る
衡
平
の
原
則
に
よ
り
、
個
々
の
具
体
的
ケ
ー
ス

に
お
け
る
す
ぺ
て
の
関
連
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
、
特
に
先
行
国

の
償
務
に
関
連
し
て
後
継
国
に
移
転
す
る
「
財
産
、
権
利
お
よ
び

利
益
」
を
そ
の
主
要
な
要
素
の
一
つ
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
国
家
の
領
域
の
一
部
の
分
離
お
よ
び
国
家
の
分
裂
の
場

合
に
お
け
る
委
員
会
の
条
文
草
案
で
は
、
先
行
国
の
債
務
は
「
関

連
の
あ
る
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
し
て
」
衡
平
な
割
合
で
後
継

（
諸
）
国
に
移
転
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
委
員
会
の
コ
メ
ン

タ
リ
i
に
お
い
て
は
、
「
『
関
連
の
あ
る
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
し
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、
　
　
、

て
』
と
い
う
表
現
は
そ
れ
ゆ
え
、
現
実
の
か
つ
潜
在
的
な
『
負
担

、
　
　
、

能
カ
』
（
o
意
§
き
s
ミ
ぎ
ぎ
ぎ
舳
）
お
よ
び
当
該
償
務
に
関
連
し

て
後
継
国
に
移
転
す
る
『
財
産
、
権
利
お
よ
ぴ
利
益
』
を
含
む
、

所
与
の
シ
チ
ュ
エ
イ
シ
目
ン
に
関
連
の
あ
る
す
ぺ
て
の
要
素
を
包

含
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
他
の
諸
要
素
も
ま
た

一
定
の
ケ
ー
ス
．
に
お
い
て
特
別
の
考
慮
に
値
す
る
か
も
し
れ
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
相
対
的
重
要
性
は
特
定
の
シ
チ
ュ
エ
イ
シ
冨

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

ン
に
し
た
が
っ
て
異
な
る
L
と
の
べ
て
、
衡
平
の
原
則
の
適
用
に

よ
り
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
講
さ
れ
る
具
体
的
ケ
ー
ス
に
お

け
る
関
連
の
あ
る
す
べ
て
の
事
情
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
、
後

継
国
に
移
転
す
る
「
財
産
、
権
利
お
よ
び
利
益
」
の
他
に
分
離
し

た
地
域
の
「
負
担
能
カ
」
（
税
支
払
い
能
カ
ま
た
は
債
務
履
行
能

カ
）
お
よ
ぴ
そ
の
他
の
要
素
が
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る
。
後
者
の

負
担
能
カ
の
要
素
は
、
分
離
お
よ
び
分
裂
の
場
合
の
み
な
ら
ず
領

域
の
一
部
の
移
転
の
場
合
に
お
い
て
も
考
慮
さ
れ
う
る
要
素
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
家
の
領
域
の
一
部
の
移
転
、
分
離
お
よ
ぴ
国

家
の
分
裂
の
場
合
に
お
け
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
諸
規
定
は
、
関
係

国
が
先
行
国
の
債
務
の
移
転
に
関
し
て
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
補
充
規
則
は
「
衡
平
」
の
原
則

に
基
づ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
当
該
原
則
が
一
般
的

債
務
の
分
割
・
割
当
の
問
題
に
適
用
さ
れ
る
と
き
、
具
体
的
ケ
ー

ス
に
お
け
る
関
連
の
あ
る
す
べ
て
の
要
素
、
就
中
後
継
国
に
移
転

す
る
「
財
産
、
権
利
お
よ
ぴ
利
益
」
、
移
転
、
分
離
し
た
地
域
の

「
負
担
能
カ
」
お
よ
び
そ
の
他
の
諸
要
素
を
考
慮
し
て
関
係
国
の

間
で
分
割
・
割
当
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

　
他
方
、
か
か
る
衡
平
の
原
則
は
、
先
行
国
の
償
務
の
移
転
が
関

係
国
の
合
意
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
と
き
に
も
適
用
さ
れ
る
。
領

域
の
一
都
の
分
離
お
よ
び
国
家
の
分
裂
に
関
す
る
条
文
の
コ
メ
ン

タ
リ
ー
に
お
い
て
「
『
－
別
段
の
合
意
が
な
い
隈
り
』
と
い
う
一

節
に
関
し
て
、
委
員
会
は
そ
れ
は
決
し
て
、
当
事
者
が
衡
平
で
な

い
解
決
に
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ

と
を
意
図
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
国
家
憤
行
に
よ
っ

て
例
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
債
務
の
衡
平
な
ま
た
は
『
正
当
な
』

割
当
は
常
に
交
渉
に
対
す
る
指
針
と
な
る
原
則
（
蟹
o
o
q
自
巨
巨
。
貝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

窄
ぎ
O
号
－
Φ
）
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
領
域
の
一
部
の
移
転
の
場
合
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
、
条
約
諸
規
定
が
二
般
的
債
務
L
の
分
割
の
問
題

に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
意
味
お
よ
ぴ
性
質
を
み
て
き
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（41）　国家の債務の承継と衡平の原則

た
が
、
次
に
そ
れ
が
「
属
地
的
債
務
」
の
移
転
の
間
題
に
適
用
さ

れ
る
場
合
に
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
。
国
際
法
委
員
会
の
報
告
書
は
領
域
の
一
都
の
移
転
に

関
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
お
い
て
、
属
地
的
債
務
が
後
継
国
に
移

転
す
る
こ
と
は
挙
説
お
よ
び
慣
行
に
お
い
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て

き
た
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
三
五
条
（
ウ
ィ
ー
ン

条
約
三
七
条
　
筆
者
）
は
、
一
般
的
償
務
ま
た
は
属
地
的
償
務
を

間
わ
ず
す
べ
て
の
形
態
の
国
家
の
債
務
を
包
含
す
る
よ
う
な
仕
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

で
起
草
さ
れ
て
い
る
。
二
項
の
下
で
、
属
地
的
国
家
債
務
は
、
特

、

に
（
ぎ
ミ
§
⇔
か
か
る
属
地
的
国
家
債
務
に
関
連
し
て
「
後
継

国
に
移
転
す
る
『
財
産
、
権
利
お
よ
び
利
益
』
を
考
慮
し
て
衡
平

な
割
合
で
後
継
国
に
移
転
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
容
易
に

　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

わ
か
る
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
て
、
条
約
規
定
に
よ
っ
て
属
地
的
償

務
の
移
転
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

れ
ぱ
、
衡
平
の
原
則
は
、
一
般
的
債
務
の
分
割
の
問
趨
に
適
用
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

れ
る
場
合
と
同
じ
考
慮
に
し
た
が
っ
て
、
属
地
的
債
務
の
移
転
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
）

問
題
に
も
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
お
い
て
は
、
領
域
の
一
部

の
移
転
、
分
離
お
よ
び
国
家
の
分
裂
の
場
合
に
別
段
の
合
意
が
な

い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
補
充
規
則
が
、
一
般
的
債
務
の
分
割
・
割

当
お
よ
び
属
地
的
債
務
の
移
転
の
問
題
の
実
質
的
な
規
準
と
し
て

衡
平
の
原
則
の
適
用
を
要
請
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
1
）
　
く
§
き
s
沖
呉
§
雨
－
ミ
雨
§
ミ
｝
§
ミ
ト
宮
§
o
o
§
§
砕
包
o
§
o
勺
l

　
　
○
岸
’
や
N
0
1
0
胃
芦
O
O
餉
．

　
（
2
）
　
国
際
裁
判
官
の
衡
平
の
権
隈
に
関
す
る
決
議
の
第
一
項
で
、

　
　
「
衡
平
は
通
常
、
法
の
正
し
い
適
用
に
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
国
際

　
　
裁
判
官
は
国
内
裁
判
官
と
同
様
彼
の
任
務
そ
れ
自
体
か
ら
、
法
の
尊

　
　
重
と
両
立
す
る
範
囲
に
お
い
て
衡
平
を
考
慮
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ

　
　
る
。
」
と
し
て
い
る
。
」
ミ
S
S
ミ
ミ
き
ト
、
ト
§
ミ
ミ
§
ミ
O
貴
｝
ミ
ミ
・

　
　
§
ぎ
§
ト
き
F
岩
（
H
8
N
）
一
勺
．
ミ
H
1

　
（
3
）
　
裁
判
所
は
隣
接
す
る
大
陸
棚
の
境
界
画
定
を
支
配
す
る
法
の
規

　
　
則
に
関
し
て
、
「
そ
れ
は
、
単
に
抽
象
的
正
義
の
問
題
と
し
て
衡
平

　
　
を
適
用
す
る
の
で
は
な
く
て
、
常
に
こ
の
分
野
に
お
け
る
大
陵
棚
の

　
　
法
的
制
度
の
発
展
の
基
礎
と
な
っ
て
き
た
諸
観
念
に
し
た
が
っ
て
、

　
　
そ
れ
自
体
、
衡
平
原
則
o
毛
岸
苧
－
o
窄
－
冒
旦
o
の
適
囲
川
を
要
求
す

　
　
る
間
題
な
の
で
あ
る
。
」
と
の
ぺ
、
さ
ら
に
「
司
法
裁
判
所
の
法
的

　
　
推
論
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
決
定
は
定
義
上
正
当
で

　
　
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
で
衡
平
で
な
け
れ
ぱ

　
　
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
義
を
施
し
、

　
　
法
を
宣
言
す
る
裁
判
所
に
言
及
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
意
味
す
る
こ
と

　
　
は
、
そ
の
決
定
は
規
則
外
で
は
な
く
、
規
則
内
の
考
慮
の
中
に
そ
の

　
　
客
観
的
正
当
化
を
見
い
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
範
囲
内

　
　
に
お
い
て
、
衡
平
原
則
の
適
用
を
要
請
す
る
の
は
、
ま
さ
に
法
の
規

　
　
則
な
の
で
あ
る
」
。
H
O
㌧
肉
喜
ミ
ぎ
量
S
一
勺
や
卓
ひ
－
阜
O
O
。
皆
川
洗
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『
国
際
法
判
例
集
』
有
信
堂
、
一
九
七
五
年
、
三
九
四
－
三
九
五
ぺ
ー

　
ジ
参
照
。

（
4
）
　
衡
平
の
原
則
が
用
い
ら
れ
て
い
る
規
定
と
し
て
、
国
家
の
財
産

　
に
関
し
て
は
第
一
五
条
第
一
項
㈹
、
第
一
七
条
第
一
項
ω
お
よ
ぴ
第

　
三
項
、
第
一
八
条
第
一
項
㈹
、
㈹
お
よ
ぴ
第
二
項
、
国
家
の
公
文
書
に

　
関
し
て
は
第
二
八
条
第
二
項
お
よ
ぴ
第
三
一
条
第
二
項
が
あ
る
。
国

　
家
承
継
が
関
連
す
る
領
域
に
関
す
る
先
行
国
の
活
動
と
緒
ぴ
つ
い
て

　
い
る
先
行
国
の
動
産
の
移
転
の
場
合
に
お
い
て
、
衡
平
の
原
則
が
は

　
た
す
均
衡
的
（
g
一
彗
o
3
o
q
）
ま
た
は
矯
正
的
（
8
箏
8
匡
き
）
な
機
能

　
に
関
し
て
は
、
＜
§
き
s
討
心
、
き
㎞
H
ミ
ミ
富
s
、
ざ
ミ
ミ
ト
s
§
o
o
§
§
サ
．

　
之
§
－
o
勺
．
幸
二
〇
勺
－
貝
N
0
1
さ
．
参
照
。

（
5
）
　
か
か
る
償
務
が
排
除
さ
れ
た
経
緯
に
関
し
て
は
、
中
村
道
「
国

　
際
法
委
員
会
第
三
三
会
期
の
審
議
の
概
要
」
『
国
際
法
外
交
薙
誌
』
第

　
八
一
巻
第
二
号
四
0
1
四
二
ぺ
ー
ジ
参
照
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
が

　
私
的
債
権
者
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
債
務
は
国
家
の
債
務
の
定
義
の

　
範
囲
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
が
、
委
員
会
の
審
議
の
過
程

　
で
、
償
権
者
の
権
利
が
法
的
に
保
護
さ
れ
て
お
り
、
国
家
承
継
に
よ

　
り
て
害
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
一
般
に
合
意
が
あ

　
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
六
条
お
よ
ぴ
第
三
六
条
の
規

　
定
の
中
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
く
§
き
o
黒
県
き
雨
H
ミ
ミ
§
“
札
§
ミ

　
ト
昌
毫
o
o
§
§
シ
之
§
一
〇
勺
．
o
岸
一
一
勺
や
葛
I
o
o
o
．
勺
胃
鶉
一
ξ
1
ま
．

（
6
）
　
属
地
的
債
務
と
地
方
的
債
務
は
と
も
に
国
家
の
特
定
の
地
域
の

　
目
的
ま
た
は
使
用
の
た
め
に
負
っ
た
債
務
で
あ
る
こ
と
で
は
共
通
し

　
て
い
る
が
、
前
者
は
国
家
そ
れ
自
身
が
負
っ
た
債
務
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
後
者
は
国
家
の
下
位
に
あ
る
地
方
機
関
が
負
っ
た
債
務
で
あ

る
こ
と
に
お
い
て
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
方
的
債
務
は
国
家

そ
れ
自
身
が
負
っ
た
債
務
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
条
約
上
の
国
家
の

償
務
の
範
囲
に
は
合
ま
れ
て
い
な
い
。
－
巨
p
o
や
ミ
ー
ぎ
・
妃
賀
富
、

宝
－
N
o
o
l

（（（（（1110987
）））））

旨
昌
－
一
〇
勺
－
O
O
－
淳
－
勺
胃
露
．

旨
巳
」
o
．
H
ご
．
勺
胃
串
．
ミ
一

－
巨
o
’
o
－
H
ご
1
勺
胃
顯
．
ぎ
ー

旨
5
’
勺
．
害
．
勺
胃
串
s
－

委
員
会
の
報
告
書
に
よ
れ
ぱ
、

零
1
ω
o
o
1

領
域
の
一
部
の
移
転
の
場
合
に

担
保
付
債
務
の
承
継
は
通
常
認
め
ら
れ
て
き
た
と
極
め
て
簡
単
に
言

及
し
て
い
る
だ
け
で
、
当
該
償
務
に
関
し
て
そ
れ
以
上
の
分
析
を
行

な
っ
て
い
な
い
。
H
σ
山
q
＝
勺
．
o
o
－
勺
胃
買
ω
十

三
　
償
務
の
承
継
理
論
に
お
け
る
衡
平

　
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
基
礎
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
衡
平
の
原
則
は
、

償
務
の
承
継
に
関
す
る
法
理
論
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
い
か
な
る
機

能
を
は
た
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
条
約
に
お
い
て
用
い
ら

れ
て
い
る
衡
平
の
原
則
は
、
債
務
の
承
継
に
関
す
る
法
の
発
展
の

上
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
こ
こ
で
は
債
務
の
承
継
理
論
に
お
け
る
衡
平
の
機
能
お
よ

び
内
容
を
、
主
要
な
学
説
を
手
が
か
り
と
し
て
整
理
し
て
み
る
こ
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（43）　国家の慣務の承継と衡平の原則

と
に
す
る
。
そ
の
場
合
に
従
来
の
方
法
に
し
た
が
い
、
先
行
国
が

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

併
合
、
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
場
合
に
お
い
て
先
行
国
の
償
務
は

後
継
国
に
移
転
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
、
領
域
の
一
部
の
譲
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

や
分
離
・
独
立
の
場
合
の
よ
う
に
先
行
国
が
存
続
す
る
場
含
に
、

後
継
国
は
先
行
国
の
一
般
的
償
務
の
一
部
を
負
担
す
る
義
務
を
負

う
て
い
る
か
ど
う
か
の
問
題
（
一
般
的
債
務
の
分
割
の
問
題
）
と

に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
ω
①
国
家
の
消
滅
の
場
合
に
国
家
の
人
格
ま
た
は
実
体
（
領
土

お
よ
ぴ
人
民
）
の
継
続
性
に
基
づ
く
包
括
的
承
継
理
論
に
よ
れ
ぱ
、

一
般
に
消
滅
国
の
す
ぺ
て
の
財
産
が
後
継
国
に
移
転
す
る
と
き
、

か
か
る
財
産
を
取
得
し
た
国
家
は
消
滅
国
の
す
べ
て
の
義
務
を
負

担
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
法
理
を
ル
・
フ
ィ
ー

ル
（
F
5
句
冒
）
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
権
利
を
承
継
す

る
も
の
は
義
務
を
承
継
す
る
。
国
家
の
公
物
ま
た
は
そ
の
一
都
が

他
国
に
移
転
す
る
と
き
、
後
者
は
当
該
公
物
を
そ
れ
に
課
さ
れ
て

い
る
す
ぺ
て
の
負
担
と
と
も
に
取
得
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か

ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
際
法
に
は
大
多
数
の
特
別
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
限
定
相
続
（
黒
ミ
盲
耐
～
、
ぎ
§
ミ
ー

ミ
ミ
）
に
類
似
の
制
度
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
一
致
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る
…
。
後
継
国
は
必
然
的
に
被
併
合
国
の
す
べ
て
の
義
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
認
め
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
L

　
か
か
る
推
論
は
、
権
利
、
財
産
、
償
権
か
ら
な
る
国
家
の
積
極

財
産
（
碧
毒
一
＞
窒
き
）
に
は
義
務
、
負
担
、
償
務
か
ら
な
る
消

極
財
産
（
寝
邑
い
勺
曽
邑
く
①
）
が
対
応
し
、
両
者
は
不
可
分
の
関

係
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
積
極
財
産
は
消
極
財
産
と
と
も
に
移
転

ま
た
は
承
継
さ
れ
る
と
い
う
推
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
ロ
ー
マ
法
格
諺
で
あ
る
「
物
は
負
担
と
と
も
に
移
転
す
る
」

（
ミ
吻
ミ
§
隻
§
§
婁
o
．
o
§
ミ
）
あ
る
い
は
「
利
益
あ
る
と
こ

ろ
、
負
担
あ
る
べ
し
」
（
s
s
雨
§
o
ぎ
§
§
§
§
し
ミ
§
ミ
餉
婁
竃

き
ミ
）
の
原
則
を
国
家
間
の
関
係
に
適
用
し
て
、
後
継
国
は
消
滅

国
の
稜
極
財
産
と
と
も
に
消
極
財
産
を
承
継
す
る
と
い
う
原
則
を

導
出
し
て
い
る
。
か
か
る
推
論
は
、
包
括
的
承
継
論
者
が
一
般
に

従
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
ル
・
フ
ィ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ

ら
の
原
則
は
「
国
際
法
原
則
で
あ
る
と
同
時
に
私
法
原
則
」
、
「
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

の
規
則
で
あ
る
と
同
時
に
衡
平
の
規
則
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
か
か
る
見
解
に
よ
れ
ぱ
衡
平
は
、
消
滅
国
の
す
べ
て
の
財
産
を

取
得
す
る
後
継
国
は
当
該
財
産
が
負
っ
て
い
る
す
べ
て
の
償
務
を

負
担
す
る
こ
と
を
要
請
し
、
そ
し
て
法
の
内
容
は
衡
平
の
要
講
と

完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
衡
平
は
償
務
の
承
継
に
関
す

る
根
拠
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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②
次
に
・
消
滅
国
の
主
権
と
後
継
国
の
主
権
と
の
間
に
は
い
か

な
る
継
続
性
も
存
在
せ
ず
完
全
な
断
絶
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
消

滅
国
が
負
っ
て
い
た
義
務
は
、
反
対
の
「
実
定
」
国
際
法
規
が
存

在
し
な
い
限
り
、
消
滅
国
と
と
も
に
消
滅
す
る
と
す
る
承
継
否
定

論
者
の
見
解
に
お
い
て
、
衡
平
の
位
置
付
け
お
よ
び
機
能
を
検
討

す
る
。

　
こ
の
見
解
を
支
え
て
い
る
基
本
的
考
慮
と
し
て
、
第
一
に
、
法

と
道
徳
と
の
峻
別
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
衡
平
は
遣
徳
の
領

域
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
－
買
雪
昌
旨
の
問
題
に
関
わ
る
に
す
ぎ

な
い
。
国
際
法
挙
の
任
務
は
国
際
社
会
に
お
い
て
現
に
存
在
す
る

法
－
婁
一
寧
冨
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ジ
デ
ー
ル

（
Ω
・
9
ま
一
）
に
よ
れ
ぱ
、
「
衡
平
の
考
慮
が
他
の
す
べ
て
の
要
素

に
ま
さ
る
ほ
ど
に
そ
れ
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
」
の

で
あ
っ
て
、
衡
平
を
重
視
す
る
従
来
の
挙
説
は
衡
平
の
考
慮
に
よ

っ
て
法
の
認
識
を
く
も
ら
さ
れ
て
き
た
し
、
そ
れ
を
怠
っ
て
き
た

　
　
＾
3
〕

と
批
判
す
る
。

　
第
二
に
、
後
継
国
に
よ
る
先
行
国
の
債
務
の
承
継
に
関
す
る
国

際
義
務
の
存
在
は
、
も
っ
ぱ
ら
国
家
慣
行
の
評
価
に
依
存
す
る
。

た
と
え
ぱ
、
カ
ヴ
ァ
リ
ェ
リ
（
＞
．
O
睾
晶
5
3
に
よ
れ
ぱ
、
後

継
国
の
承
継
義
務
の
存
在
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
従
来
後
継
国
の
承
継
義
務
に
根
拠
を
与
え
て
き
た
衡
平

の
考
慮
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
実
定
」
国
際
法
上
の
義
務
の
存
在

を
証
明
す
る
に
十
分
で
は
な
い
。
か
か
る
義
務
の
存
在
は
国
家
の

意
思
表
示
の
客
観
的
評
価
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
一
様
か
つ
一
定

の
国
家
慣
行
か
ら
生
じ
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
衡
平
に
基
づ
く
義
務
が
国
家
慣
行
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
な

い
場
合
に
は
、
そ
れ
は
「
法
的
」
義
務
で
は
な
く
て
「
遣
徳
的
」

義
務
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
の
消
滅
の
揚
合
に
は

諸
国
の
慣
行
は
後
継
国
に
よ
る
先
行
国
の
償
務
の
承
継
の
義
務
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

存
在
を
承
認
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　
③
最
後
に
、
②
と
同
様
に
領
域
の
変
更
を
主
権
の
交
代
と
す
る

国
家
承
継
の
観
念
お
よ
び
償
務
の
「
対
人
的
」
（
潟
冨
O
畠
一
）
性
質

に
依
拠
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
原
則
の
も
た
ら
す
破
壊
的
な
効
果

か
ら
特
に
償
権
者
の
利
益
を
保
謹
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
主
権

の
変
更
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
一
定
の
事
態
の
中
に
含
ま
れ
て

い
る
衡
平
を
法
は
保
護
し
て
い
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
主
催
の
変
更
に
よ
っ
て
償
務
国
と
償
権
者
と
の
間
の
償
権
償
務

関
係
は
消
滅
す
る
が
、
償
権
者
が
貸
与
し
た
金
銭
は
領
域
取
得
国

に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
存
在
は
、
当
該
国
家

に
新
し
い
法
的
義
務
を
創
設
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
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（45）国家の債務の承継と衡平の原則

義
務
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
「
衡
平
の
必
要
な
規
則
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

の
「
不
当
利
得
」
の
法
理
あ
る
い
は
「
既
得
権
」
の
法
理
が
援
用

さ
れ
る
。

　
た
と
え
ぱ
、
オ
コ
ン
ネ
ル
（
U
、
甲
O
．
O
昌
冨
5
に
よ
れ
ぱ
次

の
よ
う
に
間
題
が
設
定
さ
れ
る
。
「
先
行
国
が
金
銭
を
借
り
て
い

る
と
す
れ
ぱ
、
例
え
ぱ
二
つ
の
こ
と
が
創
設
さ
れ
る
。
第
一
に
、

金
銭
が
返
済
さ
れ
る
ま
で
あ
る
い
は
国
家
そ
れ
自
体
が
消
滅
す
る

ま
で
存
在
す
る
当
塾
者
間
の
法
的
つ
な
が
り
が
あ
る
。
第
二
に
貸

与
者
が
衡
平
な
利
益
（
①
｛
ま
巨
①
－
算
智
g
“
）
を
有
す
る
金
銭
を

国
家
が
現
実
に
保
留
し
て
い
る
こ
と
に
か
る
事
実
上
の
シ
チ
ュ
エ

イ
シ
目
ン
が
存
在
す
る
。
償
務
国
が
交
代
す
る
場
合
、
こ
の
金
銭

を
返
済
す
る
法
的
義
務
は
必
ず
し
も
後
継
国
に
よ
っ
て
当
然
に

（
意
竃
言
ミ
）
承
継
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
常
に
『
承
継
さ
れ

る
』
（
巨
ま
鼻
＆
）
も
の
は
、
今
や
消
滅
し
た
法
律
関
係
が
生
ぜ
し

　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

め
た
事
実
状
態
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
後
継

国
の
義
務
は
、
債
権
者
が
こ
の
事
実
上
の
シ
チ
ュ
エ
イ
シ
ョ
ン
に

お
い
て
有
す
る
「
衡
平
な
利
益
」
す
な
わ
ち
既
得
権
（
財
産
権
）

を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
既
得
権
尊
重
の
義
務
）
後
継
国
が

収
用
そ
の
他
の
手
段
に
よ
り
か
か
る
利
益
を
侵
害
す
る
な
ら
ぱ
、

後
継
国
は
債
権
者
に
損
害
を
与
え
て
利
得
を
得
る
こ
と
に
な
り
、

「
不
当
利
得
」
の
法
理
に
よ
っ
て
後
継
国
は
債
権
者
に
補
償
を
支

　
　
　
　
　
｛
7
）

払
う
義
務
を
負
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
利
得
を
得
な
が
ら
他
者
に
損
害
を
与
え
た
も
の

に
補
償
義
務
を
課
す
る
不
当
利
得
の
法
理
は
、
償
権
者
の
権
利
が

主
権
の
変
更
の
結
果
消
滅
ま
た
は
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
、
彼
の

利
益
す
な
わ
ち
衡
平
を
保
謹
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

法
理
に
よ
れ
ぱ
、
間
趨
は
先
行
国
と
後
継
国
と
の
間
に
お
け
る
償

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

務
の
移
転
の
間
題
と
し
て
で
は
な
く
て
、
後
継
国
と
第
三
国
（
償

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

権
者
の
本
国
）
と
の
間
に
お
け
る
償
権
者
の
利
益
の
保
護
の
問
題

と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
後
継
国
の
義
務
は
領
域
の
取
得

の
結
果
償
権
者
ま
た
は
彼
の
本
国
に
対
し
て
新
た
に
生
じ
る
義
務

　
　
＾
8
〕

で
あ
る
。
か
か
る
法
理
の
目
的
．
は
ま
さ
に
、
法
に
よ
ウ
て
衡
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

（
償
権
者
の
利
益
）
を
保
謹
す
る
こ
と
に
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

そ
れ
は
衡
平
に
基
づ
き
も
れ
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
場
合
に
お
け
る
衡
平
は
主
権
の
変
更
の
も
た
ら
す
破

壌
的
な
効
果
、
す
な
わ
ち
債
権
者
の
権
利
の
消
滅
と
い
う
効
果
を

緩
和
す
る
と
い
う
機
能
を
は
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

・
つ
o

　
②
①
領
域
の
一
部
の
譲
渡
の
場
合
、
先
行
国
は
存
続
し
そ
の
同

一
性
を
維
持
し
て
い
る
。
（
国
家
の
継
続
性
、
同
一
性
の
原
則
）
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こ
の
こ
と
か
ら
、
先
行
国
は
そ
の
領
域
の
縮
小
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
以
前
と
同
様
に
債
権
者
に
対
す
る
す
べ
て
の
債
務
を
負
い
続

け
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
後
継
国
は
先
行
国
の
債
務
の
一
部
を
負
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
m
）

す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
見
解
が
生
じ
る
。

　
②
そ
れ
に
対
し
て
、
か
か
る
解
決
は
衡
平
に
反
す
る
と
し
て
、

後
継
国
は
先
行
国
の
償
務
の
一
部
を
負
掴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
が
衡
平
の
考
慮
に
基
づ
い
て
主
張
さ
れ
る
。
た
と
え

ぱ
、
オ
デ
ィ
ネ
（
甲
＞
邑
ぎ
g
）
は
そ
れ
を
次
の
二
つ
の
理
由
に

よ
っ
て
正
当
化
す
る
。

　
「
こ
の
償
務
（
先
行
国
の
公
的
債
務
－
筆
者
）
は
国
家
の
領
域

全
体
の
利
益
の
た
め
に
負
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
分
離
し
た
地

域
は
他
の
残
り
の
地
域
と
同
様
そ
れ
か
ら
利
益
を
得
て
き
た
。
当

該
地
域
は
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
そ
の
負
担
を
負
い
続
け
る
の
が

正
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
家
の
す
べ
て
の
資
源
が
債
務
の
支
払

い
に
充
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
国
家
が
そ
の
領
域
の
一
部

と
と
も
に
資
源
の
一
部
を
喪
失
す
る
と
き
、
そ
の
債
務
の
相
当
す

る
部
分
を
免
除
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
い
と

す
れ
ば
、
そ
の
領
域
お
よ
び
人
昆
の
大
部
分
を
喪
失
し
な
が
ら
そ

の
す
べ
て
の
義
務
を
負
担
し
続
け
る
国
家
は
、
当
該
義
務
を
履
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
彼
に
よ
れ
ぱ
、
公
的
債
務
の
性
質
は
「
国
家
の
領
域
全
体
の
利

益
の
た
め
に
負
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
、

第
一
に
、
債
務
か
ら
生
じ
た
譲
渡
地
の
利
益
が
後
継
国
に
移
転
す

る
が
ゆ
え
に
、
後
継
国
は
譲
渡
地
の
負
担
を
負
う
の
が
衡
平
で
あ

る
と
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
私
法
原
則
た
る
「
物
は
負
担
と
と

も
に
移
転
す
る
」
（
・
婁
ミ
§
§
§
§
・
§
§
ミ
軸
）
「
利
益
あ
る

と
こ
ろ
負
担
あ
る
べ
し
」
（
き
“
㎞
§
o
ぎ
§
§
§
§
し
ミ
§
§
婁
竃

き
ミ
）
が
国
家
の
債
務
の
承
継
の
問
題
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。

衡
平
の
適
用
を
要
講
す
る
第
二
の
理
由
は
、
領
域
の
縮
小
に
よ
っ

て
生
じ
た
先
行
国
の
負
担
能
カ
ま
た
は
返
済
能
カ
を
考
慮
す
る
こ

と
で
あ
る
。

　
か
か
る
法
的
推
論
に
お
い
て
衡
平
は
、
国
家
の
継
続
性
の
原
則

の
適
用
の
結
果
生
じ
る
不
衡
平
な
結
果
を
緩
和
す
る
た
め
に
後
継

国
に
先
行
国
の
債
務
の
一
部
を
負
担
す
る
法
的
義
務
を
課
す
る
根

拠
を
構
成
し
て
い
る
。
衡
平
は
、
「
継
続
性
の
原
則
」
の
厳
格
な

適
用
を
緩
和
す
る
機
能
を
は
た
し
て
い
る
と
同
時
に
、
法
的
義
務

の
内
容
は
衡
平
の
要
請
と
一
致
し
て
い
る
。

　
③
先
行
国
の
債
務
の
一
部
を
負
担
す
る
後
継
国
の
義
務
を
否
定

す
る
見
解
に
よ
れ
ぱ
、
国
家
の
継
続
性
の
原
則
に
加
え
て
、
債
務

の
「
対
人
的
」
（
電
篶
o
畠
一
）
性
質
が
強
調
さ
れ
る
。
た
と
え
ぱ
ホ
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ー
ル
（
婁
・
甲
曽
葭
自
）
に
よ
れ
ぱ
、
「
新
国
家
は
、
対
人
的
権
利

お
よ
び
義
務
と
し
て
旧
国
家
が
取
得
し
た
権
利
お
よ
ぴ
負
っ
た
義

務
と
は
全
く
関
係
が
な
い
。
旧
国
家
は
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

旧
国
家
の
契
約
上
の
義
務
を
履
行
す
る
の
は
依
然
と
し
て
旧
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
些

で
あ
る
…
…
。
他
方
、
新
国
家
は
全
く
新
し
い
存
在
で
あ
る
。
」

と
し
て
新
国
家
は
本
国
の
一
般
的
な
債
務
に
対
し
て
い
か
な
る
責

在
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
確
か
に
、

自
国
か
ら
他
の
国
家
が
分
離
し
た
国
家
の
償
務
は
一
般
に
両
国
家

の
間
で
、
償
権
者
に
対
す
る
正
義
の
問
趨
と
し
て
両
国
家
各
々
の
．

資
源
に
比
例
し
て
分
割
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
償
権
者
に
対
し
て

債
務
を
負
っ
て
い
る
国
家
の
縮
小
に
よ
っ
て
償
権
者
の
保
証
価
値

が
影
響
を
う
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
稀
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
義
務
は
道
徳
的
義
務
で
あ
っ
て
法
的
義
務
で
は
な
い
。

国
家
の
一
般
的
債
務
が
対
人
的
義
務
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
残

＾
暮

る
。
」
と
の
べ
て
い
る
。
か
か
る
見
解
に
よ
れ
ぱ
、
「
国
家
の
継
続

性
」
の
原
則
お
よ
ぴ
「
債
務
の
対
人
的
性
質
」
に
基
づ
い
て
後
継

　
　
、
　
　
、

国
の
法
的
義
務
を
否
定
す
る
一
方
で
、
衡
平
お
よ
ぴ
正
義
に
基
づ

く
義
務
は
単
に
「
道
徳
的
」
義
務
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ

る
o　

他
方
、
カ
ブ
ァ
リ
エ
リ
は
同
様
の
基
礎
に
依
拠
し
な
が
ら
、
確

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

か
に
先
行
国
と
償
権
者
と
の
間
の
法
偉
関
係
は
先
行
国
の
領
域
の

縮
小
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
と

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

先
行
国
と
後
継
国
と
の
間
の
関
係
に
お
い
て
後
継
国
が
先
行
国
に

対
し
て
そ
の
償
務
の
一
部
を
負
う
義
務
の
問
題
と
は
別
個
の
問
魑

で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
問
題
は
通
常
、
条
約
に
よ
っ
て
規
偉
さ
れ

て
い
る
が
、
か
か
る
条
約
の
な
い
場
合
に
お
け
る
法
的
義
務
の
存

在
は
、
国
家
の
消
滅
の
場
合
に
お
け
る
推
論
と
同
様
に
、
衡
平
の

考
慮
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
国
家
慣
行
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
国
家
の
消

滅
の
場
合
と
は
異
な
り
、
後
継
国
が
先
行
国
の
債
務
の
一
都
を
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
M
）

担
す
る
確
立
し
た
慣
行
は
存
在
し
な
い
と
し
て
い
る
。

　
法
と
道
徳
（
衡
平
）
の
峻
別
お
よ
び
国
家
意
思
を
法
の
唯
一
の

淵
源
と
す
る
か
か
る
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
部
分
的
承
継
の
場
合

に
お
け
る
先
行
国
と
後
継
国
と
の
間
に
お
け
る
債
務
の
分
割
に
関

す
る
法
的
義
務
は
否
定
さ
れ
る
。
か
か
る
法
的
義
務
を
正
当
化
し

基
礎
づ
け
て
い
た
衡
平
は
、
主
意
主
義
的
法
実
証
主
義
の
台
頭
と

と
も
に
、
そ
の
重
要
な
地
位
を
失
う
に
至
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

法
的
義
務
を
否
定
す
る
か
か
る
見
解
に
あ
っ
て
も
償
務
の
分
割
が

配
分
的
正
義
に
合
致
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
普
遍
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
償
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務
の
分
割
に
関
す
る
法
的
義
務
の
存
在
に
関
し
て
見
解
が
対
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

て
い
る
状
況
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
は
こ
の
問
魍
に
対
し
て

衡
平
の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

（
1
）
　
］
ガ
　
■
o
　
句
〇
一
．
．
．
O
ケ
『
o
目
｝
ρ
自
o
　
｛
耐
叩
　
｛
芭
岸
m
　
－
目
8
『
目
瞠
斤
－
O
自
p
自
メ
、
1

　
勾
篭
§
鷺
ミ
§
“
き
ミ
o
軋
こ
ミ
ミ
§
§
§
ξ
ミ
§
“
さ
一
・
α
（
崖
8
）
一

勺
．
s
o
1

（
2
）
曇
P

（
3
）
ρ
9
室
一
b
S
§
一
こ
こ
．
§
§
き
ニ
ミ
婁
8
§
婁
。
婁

　
（
も
宝
）
一
り
弓
．
少
旨
－
宝
1

（
4
）
＞
．
O
睾
屯
葦
一
、
畠
昌
冒
ユ
身
曇
ま
二
旨
嘗
品
弩
9
訴
爵

　
眈
昌
蓋
量
一
篶
詠
言
昌
岸
o
『
－
邑
ρ
、
」
ミ
s
§
｝
§
き
“
、
－
婁
ミ
ミ
き
ミ
o
良

　
ぎ
膏
§
ミ
｛
§
富
卜
6
嵩
一
く
〇
一
－
一
二
〇
．
H
遣
．

（
5
）
　
不
当
利
得
の
法
理
を
コ
ン
セ
ツ
シ
目
ン
に
適
用
し
た
ジ
デ
ー
ル

　
に
よ
れ
ば
、
先
行
国
に
対
す
る
償
権
者
の
権
利
は
、
償
権
者
と
契
約

　
を
締
結
し
た
の
で
も
な
く
先
行
国
を
承
継
し
た
の
で
も
な
い
後
継
国

　
に
対
し
て
対
抗
し
え
な
い
。
し
か
し
、
償
椀
者
が
先
行
国
に
貸
与
し

　
た
金
額
を
完
全
に
喪
失
す
る
と
い
う
解
決
は
認
め
ら
れ
な
い
。
後
継

　
国
は
債
権
者
が
貸
与
し
た
金
額
に
関
し
て
償
権
者
を
犠
牲
に
し
て
利

　
得
を
得
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
償
権
者
に
対
し
て
不
当

　
な
利
得
を
返
還
す
る
義
務
が
後
継
国
に
生
じ
る
と
し
て
い
る
。
Ω
・

　
9
忌
ポ
o
や
9
叶
二
勺
勺
l
o
o
．
1
－
o
9
－
亀
1
ご
ρ

（
6
）
　
U
一
市
一
〇
、
O
o
目
目
o
昌
一
9
ミ
雨
吻
s
§
8
包
o
s
ぎ
ミ
ミ
s
膏
膏
ミ
ト
篶
毫

　
§
ミ
、
ミ
冊
§
ミ
ざ
ミ
ミ
ト
s
§
く
o
－
ー
ゲ
（
s
s
）
一
や
8
o
o
I

（
7
）
曇
戸
竃
－
塞
①
1
N
貝
讐
ひ
ー

（
8
）
　
国
際
法
協
会
の
新
国
家
の
承
継
に
関
す
る
委
貝
会
（
特
別
報
告

　
者
は
オ
コ
ン
ネ
ル
）
は
一
九
七
〇
年
に
国
家
承
継
と
公
償
に
関
す
る

　
ω
冨
註
目
o
鼻
の
中
で
、
「
不
当
利
得
の
概
念
は
、
先
行
国
の
償
務
に

　
関
し
て
後
継
国
の
義
務
を
創
設
す
る
こ
と
に
お
い
て
役
割
を
は
た
し

　
て
き
た
。
こ
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
は
、
債
務
契
約
が
消
滅
す

　
る
全
部
的
承
継
（
8
冨
－
豊
8
鶉
色
昌
）
の
場
合
、
お
よ
ぴ
債
務
の
償

　
還
に
対
す
る
貢
献
に
関
し
て
後
継
国
の
参
加
が
要
請
さ
れ
る
部
分
的

　
承
継
（
o
胃
“
邑
豊
8
寓
乱
o
目
）
の
場
合
に
お
い
て
で
あ
る
。
法
的
に

　
は
不
当
利
得
の
概
念
は
、
生
じ
た
事
件
に
よ
っ
て
契
約
が
消
滅
す
る

　
場
合
や
シ
チ
＾
エ
イ
シ
目
ン
の
衡
平
（
o
｛
巨
窃
）
が
受
益
者
と
潜
在

　
的
利
益
喪
失
者
と
の
間
に
新
し
い
法
律
関
係
を
創
設
す
る
こ
と
を
必

　
要
と
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
二
当
事
者
の
間
の
正
式
の
法
偉
関
係
の

　
消
滅
が
あ
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
。
」
と
の
ぺ
て
い
る
。
（
H
鼻
亀
畠
．

　
匡
o
轟
－
■
顯
婁
＞
窒
8
ぎ
戊
昌
一
射
患
o
ミ
♀
§
軸
、
§
㌔
o
ミ
§
o
o
s
．

　
盲
ミ
ミ
§
“
軸
ミ
ミ
§
雨
、
s
｛
ミ
雨
一
H
o
N
〇
一
勺
、
H
o
o
〇
一
）
オ
コ
ン
ネ
ル
は
一

　
九
六
七
年
の
著
作
の
中
で
、
「
既
得
権
の
法
理
お
よ
ぴ
そ
の
系
で
あ

　
る
不
当
利
得
の
法
理
は
後
継
国
と
先
行
国
と
の
間
で
は
機
能
し
な
い

　
の
で
、
そ
れ
ら
は
部
分
的
承
継
の
場
合
に
生
じ
る
問
題
の
決
定
に
資

　
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
の
ぺ
て
い
る
。
（
U
．
勺
．
O
，
O
o
…
竺
一
〇
勺
、

　
○
ダ
P
ω
8
一
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
七
〇
年
の
国
際
法
協
会
の

　
m
冨
冨
冒
g
“
に
お
い
て
は
不
当
利
得
の
法
理
が
部
分
的
承
継
の
場
合

　
に
お
け
る
償
務
の
分
割
の
問
魑
に
も
機
能
し
て
き
た
と
し
て
い
る
が
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そ
れ
が
い
か
な
る
理
菌
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
推
諭
に
し
た
が
っ
て
、

　
先
行
国
と
後
継
国
と
の
間
の
債
務
の
分
割
の
閲
魍
に
適
用
さ
れ
う
る

　
の
か
明
ら
か
で
な
い
。

（
9
）
　
不
当
利
得
の
法
理
を
支
持
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
Ω
．
U
き
貝

　
「
ミ
ぎ
ミ
篭
ミ
　
く
o
－
－
一
（
6
㎞
o
o
）
一
勺
や
ζ
N
1
曽
H
．
｝
勾
雲
8
一

　
b
§
忌
｝
ミ
ミ
§
ミ
§
ミ
、
ミ
｝
§
一
卓
艘
＆
1
（
一
漂
o
o
）
一
や
－
㎞
o
。
．

（
1
0
）
　
月
ミ
ー
由
嘗
8
打
更
雨
§
軸
ミ
県
H
ミ
ミ
§
ぎ
§
｝
卜
s
蔓
§
軋

　
卜
S
§
県
ミ
、
ミ
（
一
〇
0
9
）
一
勺
1
8
一
｝
吊
『
邑
－
R
－
勾
O
忌
艮
『
§
ミ

　
§
ミ
o
ミ
ぎ
膏
§
s
ミ
§
ミ
“
ミ
ミ
ぎ
く
o
－
．
－
（
一
〇
〇
〇
。
㎞
）
一
勺
勺
1
～
ミ
ー

　
N
N
餉

（
1
1
）
　
戸
＞
邑
ぎ
丑
、
＞
…
o
辻
昌
一
8
邑
昌
一
9
o
o
昌
o
∋
σ
晶
ヨ
o
鼻

　
ま
冨
昌
岸
O
ざ
蜆
．
．
＞
1
箒
■
岩
『
邑
9
Φ
彗
O
』
．
－
勺
．
峯
σ
ξ
呉

　
勾
喜
ミ
δ
ミ
耐
き
き
o
註
“
ミ
ミ
ミ
ミ
｝
§
具
さ
－
l
H
（
宅
s
）
一
、
．
㎞
o
0
N
．

（
1
2
）
　
冬
．
向
－
■
昌
一
＼
ミ
§
募
舳
§
－
ミ
軸
§
ミ
｝
§
ミ
ト
宮
§
o
o
艘

　
＆
．
（
岩
塞
）
一
勺
－
一
云
．

（
1
3
）
　
旨
鼻
一
り
．
二
ひ
－

（
1
4
）
　
＞
一
〇
印
く
匝
o
目
旨
0
H
一
〇
〇
1
o
岸
’
勺
勺
．
N
H
ω
1
N
－
N
．

（
”
）
　
オ
コ
ン
ネ
ル
に
よ
れ
ぱ
、
配
分
的
正
義
は
普
遍
的
に
認
め
ら
れ

　
て
き
た
が
、
い
か
な
る
塞
準
に
し
た
が
っ
て
償
務
を
分
割
す
る
か
と

　
い
う
困
難
な
問
題
が
一
貫
し
た
憤
行
の
発
展
を
妨
げ
、
挙
説
の
相
違

　
を
生
ぜ
し
め
て
き
た
と
す
る
。
b
。
｝
．
O
，
O
旨
冨
戸
毛
．
葦
。
や

　
ω
8
．

（
1
6
）
　
オ
ッ
ト
マ
ン
公
償
事
件
に
お
い
て
伸
裁
人
向
、
田
o
邑
は
一
九

　
二
五
年
四
月
一
八
日
の
判
決
に
お
い
て
、
「
・
…
：
す
で
に
存
在
す
る

先
例
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
領
域
の
譲
受
国
が
当
然
に
、
当
該
領
域
が

そ
の
時
ま
で
属
し
て
い
た
国
家
の
公
償
の
相
当
す
る
部
分
を
引
き
受

け
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
の
ぺ
て
法
的
義

務
の
存
在
を
否
定
し
た
。
（
d
a
叶
＆
2
串
巨
o
冨
一
司
患
ミ
旨
．
♀
－
ミ
ミ
ー

§
ミ
§
ミ
」
き
ミ
ミ
』
§
ミ
軋
“
く
o
－
1
－
－
や
亀
ω
’
）

　
他
方
、
－
葭
・
ミ
・
く
胃
昼
－
は
、
「
な
る
ほ
ど
、
二
関
係
国
が
割

当
の
原
則
を
適
用
す
る
厳
格
な
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に

お
け
る
命
令
的
規
則
（
昌
昌
註
3
｛
昌
一
〇
）
の
一
般
的
承
認
を
認
め

る
こ
と
は
難
し
い
。
両
国
は
そ
れ
を
望
む
な
ら
ぱ
、
問
題
を
別
の
仕

方
で
自
由
に
規
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
・
：
…
。
し
か
し
、
反
対
の
規

定
の
な
い
場
合
に
は
、
譲
渡
国
と
譲
受
国
と
の
間
に
お
け
る
国
家
の

一
般
的
債
務
の
分
割
の
原
則
は
私
の
考
え
で
は
、
慣
習
国
際
法
の
一

般
規
則
に
基
づ
い
て
適
用
さ
れ
る
考
え
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
」

と
の
ぺ
て
、
補
充
規
則
と
し
て
の
承
継
義
務
を
主
張
す
る
。
（
－
ミ
ミ
・

§
ぎ
§
、
卜
s
ε
ざ
ミ
芝
o
こ
o
ミ
、
ミ
屯
§
き
“
き
一
．
＜
H
｝
（
5
ミ
）
一

〇
・
ミ
・
）
オ
コ
ン
ネ
ル
は
最
近
の
慣
行
に
よ
れ
ぱ
、
債
務
の
分
割
に

関
す
る
「
笑
定
国
際
法
の
規
則
が
凝
固
の
過
程
に
あ
る
」
と
す
る
。

（
U
．
｝
。
O
，
O
昌
竃
戸
8
，
o
戸
o
．
8
o
．
）
ダ
ー
ム
は
債
務
国
が
領

域
の
一
部
の
喪
失
に
よ
っ
て
返
済
能
カ
を
喪
失
す
る
よ
う
な
場
合
に

は
、
後
継
国
に
対
し
て
単
に
履
行
の
義
務
で
は
な
く
て
、
「
債
櫨
者

に
対
す
る
適
当
な
補
償
の
衡
平
義
務
（
望
…
腎
9
け
唱
嘗
O
葦
）
」
が
存

在
す
る
と
す
る
。
（
ρ
U
き
目
一
〇
甲
睾
。
一
勺
．
旨
O
O
。
）
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四
　
お
わ
り
に

　
債
務
の
承
継
の
閲
題
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
衡
平
の
原
則
の
内

容
お
よ
び
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
、
ウ
ィ
ー

ン
条
約
お
よ
び
従
来
の
主
要
な
学
説
を
検
討
し
て
き
た
が
、
最
後

に
若
千
の
論
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
ω
前
述
の
よ
う
に
、
債
務
の
承
継
に
関
す
る
法
理
論
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

は
、
衡
平
の
考
慮
は
先
行
国
の
債
務
を
承
継
す
る
後
継
国
α
法
的

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

義
務
の
存
在
の
問
題
に
関
連
し
て
一
定
の
役
割
を
は
た
し
て
き
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
衡
平
は
法
と
一
致
あ
る
い

は
峻
別
さ
れ
、
ま
た
は
法
に
よ
っ
て
保
謹
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

か
か
る
問
題
の
法
的
推
論
過
程
に
お
い
て
密
接
な
関
わ
り
を
も
っ

て
き
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
衡
平
は
債
務
の
移
転
ま
た
は
分

割
に
関
す
る
法
的
義
務
の
存
在
の
問
題
の
議
論
と
不
可
分
に
結
ぴ

つ
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
他
方
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
衡
平
の
原

則
は
そ
の
よ
う
な
法
的
義
務
の
存
在
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
、
法
的
義
務
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
結
果
生
じ
る

先
行
国
と
後
継
国
と
の
間
ま
た
は
複
数
の
後
継
国
の
間
に
お
け
る

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

債
務
の
分
割
の
規
準
の
問
題
に
よ
り
一
層
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
条
約
上
の
規
定
は
か
か
る
問
題
に
適
用
さ

れ
る
法
の
規
則
と
し
て
衡
平
の
原
則
に
送
致
し
て
い
る
。
そ
の
場

合
に
お
け
る
衡
平
の
原
則
は
償
務
の
分
割
の
方
法
ま
た
は
手
段
と

し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　
ω
債
務
の
承
継
法
に
お
い
て
衡
平
の
は
た
し
て
い
る
機
能
は
、

一
定
の
原
則
や
観
念
の
適
用
の
結
果
生
じ
る
不
衡
平
ま
た
は
被
壊

的
な
効
果
を
緩
和
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
後
継
国
が
先
行
国
の
財
産
、
権
利
お
よ

ぴ
利
益
の
す
べ
て
ま
た
は
一
部
を
取
得
し
な
が
ら
、
そ
の
償
務
や

負
担
を
全
く
引
き
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
の
不
衡
平
、
「
先
行
国

の
主
権
と
後
継
国
の
主
権
と
の
間
の
断
絶
」
、
「
国
家
の
継
続
性
」
、

「
債
務
の
対
人
的
性
質
」
と
い
っ
た
原
則
や
観
念
の
適
用
の
結
果

生
じ
る
不
衡
平
、
た
と
え
ぱ
主
権
の
変
更
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
債

権
者
の
権
利
が
消
滅
す
る
と
い
う
不
衡
平
、
あ
る
い
は
領
域
の
一

部
を
喪
失
し
た
国
に
過
重
な
負
担
を
課
す
る
不
衡
平
を
緩
和
し
是

正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衡

平
は
先
行
国
と
後
継
国
と
の
間
ま
た
は
後
継
国
と
償
権
者
（
国
）

と
の
間
に
お
い
て
利
益
と
損
失
と
の
均
衡
ま
た
は
調
和
を
図
ろ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
㈹
債
務
の
承
継
法
に
お
け
る
衡
平
の
原
則
の
適
用
の
要
請
は
、
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ま
た
、
主
権
め
変
更
お
よ
び
そ
れ
に
よ
ツ
て
も
た
ら
さ
れ
た
事
臨

の
多
様
性
は
、
法
の
規
則
の
厳
椿
か
つ
画
一
的
な
適
用
に
は
な
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

ま
な
い
と
い
う
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

常
設
仲
裁
裁
判
所
が
一
九
五
六
年
の
ギ
リ
シ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
と
の

間
の
オ
ヅ
ト
マ
ン
帝
国
灯
台
コ
ン
セ
ヅ
シ
目
ン
事
件
に
お
い
て
、

「
一
定
の
場
合
の
本
質
的
要
素
に
は
完
全
に
適
当
な
解
決
が
、
他

の
場
合
の
本
質
的
要
素
に
対
し
て
は
全
く
不
適
当
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
あ
り
う
る
。
領
域
的
承
継
の
想
像
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
場
合

に
対
し
て
、
一
般
的
か
つ
同
一
の
解
決
を
定
式
化
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
り
、
か
か
る
同
一
の
解
決
を
定
式
化
す
る
い
か
な
る
試

み
も
、
こ
の
種
の
ケ
ー
ス
の
極
端
な
多
様
性
の
ゆ
え
に
、
必
ず
失

　
　
　
　
　
　
　
？
）

敗
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
」
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
か
か
る
見
解

を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
債
務
の
移
転
お
よ
び
分
割
の
問
題
に
適

用
さ
れ
る
衡
平
の
原
則
は
そ
れ
ゆ
え
、
具
体
的
ケ
ー
ス
に
お
け
る

関
連
の
あ
る
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
し
、
そ
の
調
和
を
図
る
こ
と

を
必
要
と
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
問
題
の
よ
り
衡
平
な
解
決
に

達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
た
と
え
ぱ
同
じ
領
域
の
一
部
の
移
転
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

事
情
に
従
っ
て
後
継
国
が
先
行
国
の
債
務
の
一
部
を
負
担
す
る
場

合
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な
い
場
合
も
起
こ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
関
係

当
事
者
に
対
し
て
か
か
る
考
慮
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を

求
め
る
衡
平
の
原
則
は
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
窄
曇
奏
？
ぎ
－

○
亘
o
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
お
け

る
衡
平
の
原
則
は
、
ま
さ
に
か
か
る
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ω
衡
平
の
原
則
に
し
た
が
い
、
特
定
の
場
合
に
お
い
て
関
連
の

あ
る
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素
は
、
主
催
の
変
更
の
形

態
や
そ
の
態
様
お
よ
び
債
務
の
性
質
に
よ
り
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
債
務
の
分
割
の
閥
題
に
関
し
て
は
、
後
継
国
が
領
域
の
取

得
に
よ
り
得
た
利
益
、
譲
渡
地
の
負
担
能
カ
、
あ
る
い
は
譲
渡
国

や
新
国
家
の
支
払
い
能
カ
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
要
素
を
勘
案
す
る
う
え
で
、
国
際
司
法
裁
判
所
が
北

海
大
陸
棚
事
件
に
お
い
て
、
「
実
際
上
、
国
々
が
衡
平
手
続
の
適

用
を
確
実
に
す
る
た
め
考
慮
す
べ
き
事
柄
に
法
的
限
界
は
な
い
。

そ
し
て
多
く
の
場
合
、
こ
の
結
果
を
う
み
だ
す
の
は
、
一
つ
の
事

柄
に
他
の
す
べ
て
を
排
除
し
て
依
拠
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の

よ
う
な
、
い
っ
さ
い
の
考
慮
す
べ
き
事
柄
の
均
衡
を
と
る
こ
と
で

あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
考
慮
す
べ
き
事
柄
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
相
対

的
ウ
ェ
i
ト
の
間
題
は
、
当
然
そ
の
場
合
の
事
情
に
応
じ
て
変
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？
〕る

。
L
と
の
べ
た
こ
と
は
、
債
務
の
承
継
の
間
題
に
お
い
て
も
そ

の
ま
ま
妥
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
㈲
衡
平
の
原
則
に
基
づ
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
要

素
の
均
衡
を
図
る
こ
と
は
、
第
一
次
的
に
、
関
係
当
事
者
の
交
渉

と
合
意
に
属
す
る
事
項
で
あ
る
。
何
が
関
連
の
あ
る
要
素
で
あ
り

重
要
な
要
素
で
あ
る
か
を
最
も
よ
く
知
り
う
る
立
場
に
あ
る
の
は
、

関
係
当
事
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
衡
平
の
原
則
に

基
づ
く
債
務
の
承
継
の
問
題
の
解
決
は
関
係
当
事
者
の
交
渉
と
合

意
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
ー
ユ
に
よ
れ
ぱ
、
「
私
と
し
て
は
、
現
象
の
厳
椅
に

　
法
的
な
構
成
に
対
す
る
か
か
る
試
み
に
大
き
な
重
要
佳
を
認
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
と
は
で
き
な
い
。
私
の
考
え
で
は
、
当
該
現
象
は
よ
り
簡
単
に
『
衡

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
平
お
よ
ぴ
善
』
（
§
喧
§
§
ミ
ざ
§
§
）
、
誠
実
（
o
目
o
a
岸
－
旨
）
、
の

　
一
般
的
な
か
つ
一
般
に
認
め
ら
れ
た
老
慮
に
よ
っ
て
説
明
し
正
当
化

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
の
べ
て
い
る
。
』
。
戸
峯
．
＜
胃
皇
ポ
o
や

　
o
－
F
弓
や
阜
N
1
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