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書

評

ブ

ラ

フ

ォ

ー

ド

著

『

十

八

世

紀

の

ド

イ

ツ

準
復
興
の
枇
合
的
背
景
』

文

当
・
同

-MWEPEH
の
2
B
g
u
ニロ

p
m
m仲
間
耐

Z
3
5

口
四
回
忌
ロ
叶
一
可
・
吋
】
同
町
田
。
白
山
由
、
-
げ
m
H
口一

w
m吋
O
ロ
ロ
門
同

O
同
仲
町
四
日
時
4
r
u
H
E

P弓
何
回

ig--(の
PBσ
片
山
内
凶

m
P
5
u
N・
)

大

f田

末

吉

十
八
世
紀
の
初
頭
一
七

O
一
年
に
プ
ラ
ン
デ
ン
プ
ル
ク
選
奉
侯
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
三
世
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
と
な
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
王
に
印
位

し
、
同
時
に
プ
ラ
ン
デ
ン
プ
ル
ク
・
プ
ロ
イ
セ
ン
が
プ
ロ
イ
セ
ン
王
園
に

な
っ
バ
こ
と
、
世
紀
の
半
ば
一
七
四
九
年
に
ゲ
l
テ
が
生
忘
れ
た
こ
と
、

世
紀
の
終
り
一
七
八
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
勃
裂
し
た
こ
と
、
こ
の
三

つ
の
出
来
事
は
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
性
格
を
一
示
す
も
の
と
し
て
な
か
な

か
意
味
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ゲ
ー
テ
の
生
誕
は
あ
た
か
も
十
八
世
紀

を
前
学
後
半
に
分
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
言
う
な

ら
ば
、
前
学
は
プ
ロ
イ
セ
ン
王
園
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
啓
蒙
的
経
針
主

義
の
興
隆
の
時
期
で
、
他
の
小
連
邦
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
規
模
に
底

じ
て
グ
ェ
ル
サ
イ
ユ
か
ポ
ツ
ダ
ム
の
模
倣
に
汲
々
と
し
て
い
た
。
後
学
は

七
年
戦
争
(
一
七
五
六

l
六
三
年
)
終
了
後
の
啓
蒙
的
経
封
主
義
の
完
成

期
に
封
廃
し
て
ゲ
l
テ
・
シ
ラ
l
の
古
典
文
拳
の
興
隆
を
見
、
世
紀
末
の

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
引
き
つ
づ
い
て
革
命
戦
争
に
よ
っ
て
「
イ
ツ
の
封
建
的

法
制
を
震
撚
さ
せ
つ
つ
新
し
い
世
紀
に
突
入
し
た
時
期
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
は
封
建
制
か
ら
民
主
主
義
革
命
へ
の

目
ま
ぐ
る
し
い
動
揺
に
終
始
し
た
。
そ
の
枇
舎
的
政
治
的
激
流
の
底
に

は
、
と
く
に
世
紀
の
前
半
に
は
、
中
世
的
な
停
滞
と
暗
黒
の
泥
沼
が
よ
ど

ん
で
い
る
。
ゲ
ー
テ
を
中
心
と
す
る
古
典
主
義
文
撃
は
こ
の
泥
沼
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
こ
の
泥
沼
に
こ
そ
吹
き
出
た
花
だ
っ
た
と
言
う
こ

と
も
で
き
よ
う
。
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
そ
の
ゲ
I
テ
弘
前
の
は
じ
め
に
こ
う
言
っ

て
い
る
。

「ゲ
1
テ
が
十
八
世
紀
の
宇
ば
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
生
ま
れ
、
そ
こ

で
成
長
し
た
こ
と
は
、
病
み
衰
え
て
は
い
る
が
、
な
お
大
い
に
隼
敬
す
べ

き
多
彩
な
過
去
の
ふ
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
」

こ
の
等
敬
す
べ
き
多
彩
な
、
し
か
も
病
み
衰
え
た
過
去
を
知
ら
な
く
て

は
十
八
世
紀
後
宇
の
ド
イ
ツ
文
撃
の
か
が
や
か
し
い
勃
興
を
正
し
く
把
握

す
る
こ
と
は
む
ワ
か
し
い
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
後
進
性
と
い
う
こ
と
は
し

ば
し
ば
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
枇
品
目
的
政
治
的

経
済
的
な
背
景
を
持
っ
て
い
る
か
を
、
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
と

の
比
較
に
お
い
て
知
る
こ
と
は
ひ
ろ
く
ド
イ
ツ
文
化
の
み
な
ら
ず
、
と
く

に
ド
イ
ツ
文
撃
を
理
解
す
る
上
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
私
が
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
思
う
本
書
は
、
あ
た
か
も
こ
の
要
求

に
態
ず
る
か
の
よ
う
に
、
豊
富
な
資
料
を
提
供
し
て
嘗
時
の
世
相
を
如
貧
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に
展
開
潤
し
て
い
る
。
著
者
は
序
文
の
な
か
で
言
っ
て
い
る
。

「
本
書
は
そ
の
讃
者
封
象
と
し
て
、
副
題
の
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
イ

ギ
リ
ス
に
お
け
る
ド
イ
ツ
文
事
と
ド
イ
ツ
思
想
の
率
徒
を
ま
ず
第
一
に
珠

想
し
て
い
る
。
そ
の
主
な
目
的
は
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
撃
の
枇
舎
撃
的
研

究
の
た
め
に
資
料
を
用
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
営
時
の
一
世
舎

の
主
要
な
階
級
と
、
そ
れ
が
生
存
し
う
る
政
治
的
経
済
的
保
件
と
を
絞
述

す
る
の
で
あ
る
o

」

こ
う
し
て
著
者
は
ピ
l
ダ

1
7
ン
、
フ
ラ
イ
タ
ー
ク
、
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
、

ゾ
ン
バ
ル
ト
、
シ
ュ
タ
イ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
等
の
著
書
を
参
照
し
な
が
ら
、
賞

時
の
人
た
ち
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
人
の
放
行
家
の
同
顧
録
や
エ
ッ
セ
イ
や

放
行
記
な
ど
を
十
分
に
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
意
固
と
方
法
の
成
果
と
は

わ
れ
わ
れ
ド
イ
ツ
文
撃
の
曲
学
徒
に
と
っ
て
も
大
い
に
意
義
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
意
属
の
も
と
に
本
書
の
主
要
部
分
は
嘗
然
「
歴

史
的
事
賃
の
叙
述
」
に
嘗
て
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
の
執
筆
の
動
機
が
最

後
の
章
「
文
撃
に
お
よ
ぼ
す
政
治
的
経
済
的
批
舎
的
要
素
の
影
響
」
に
あ

る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
著
者
の
歴
史
観
に
も
と
づ
く

文
撃
の
流
れ
が
簡
単
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
関
心

も
営
然
そ
こ
に
集
中
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
意
固
に
感
じ
て
以
下

順
を
追
う
て
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

63 

第
一
都
政
治
的
構
造
と
行
政
組
織

タ
ラ
イ

γ
シ
ユ
タ
1
テ
ラ
イ

第
一
章
小
園
分
立
主
義
|
|
本
章
で
は
ド
イ
ツ
の
小
園
分
立
主
義
の

原
因
を
歴
史
的
に
求
め
、
有
名
無
賃
な
「
帝
園
」
の
寅
情
が
述
べ
ら
れ
る
。

書

評

皇
帝
の
権
力
が
時
代
と
共
に
弱
燈
化
す
る
に
と
も
な
い
、
諸
侯
を
は
じ
め

自
由
都
市
、
一
帝
国
騎
士
領
な
ど
の
様
力
が
相
釣
的
に
増
大
し
、
十
八
世
紀

の
終
り
ま
で
そ
の
情
勢
が
つ
づ
く
。

J
-
J
・モ

1
ザ

1
の
言
葉
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。
「
皇
一
帝
は
一
フ
ィ
ー
ト
の
土
地
も
持
た
ず
、
一
人
の
臣
下

も
持
た
な
い
。
い
か
な
る
領
邦
も
、
皇
帝
の
名
に
お
い
て
統
治
さ
れ
ず
、

ま
た
牧
入
の
源
泉
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
O
L

ペ
ネ
グ
オ
レ
ン
ト

第
二
章
感
蒙
的
専
制
主
義

l
i啓
蒙
的
専
制
君
主
の
支
配
機
構
を
、

ワ
イ
マ
ル
公
エ
ル
ン
ス
ド
・
ア
ウ
グ
ス
ト
、
ゴ

1
タ
公
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二

世
、
お
よ
び
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
等
の
日
常
生
活
に
印
し
て
兵
鰭
的
に
記

述
し
た
後
、
紹
封
主
義
の
目
的
と
政
策
、
な
ら
び
に
行
政
機
構
の
設
展
を

た
ど
る
。
つ
い
で
十
八
世
紀
今
ば
か
ら
の
唇
蒙
思
想
下
の
フ
リ
ー
ド
ワ
ヒ

大
王
の
プ
ロ
イ
セ
ン
興
隆
の
あ
り
さ
ま
を
述
べ
、
同
時
に
そ
の
専
制
政
治
一

の
ベ
ネ
グ
ォ
レ
ン
ト
た
る
員
の
意
味
を
明
か
に
す
る
。
七
年
戦
争
後
に
お

け
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
貫
例
は
、
附
廿
蒙
思
想
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
流
布
と

と
も
に
、
他
の
小
園
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
さ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の

一
例
と
し
て
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
公
治
下
の
ワ
イ
マ
ル
が
取
上
げ
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
小
規
模
の
園
家
財
政
の
た
め
に
、
各
方
商
の
政
策
の

不
完
全
さ
と
弱
鮎
と
が
よ
け
い
に
露
呈
さ
れ
る
。
そ
れ
は
カ
ー
ル
・
ア
ウ

グ
ス
ト
の
性
情
と
市
ま
っ
て
ゲ
l
テ
の
献
身
の
行
政
的
努
力
も
水
泡
に
蹄

せ
し
め
る
ほ
ど
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
著
者
は
ゲ
1
テ
の
イ
タ
リ

ア
へ
の
逃
避
の
重
要
な
原
因
を
見
て
い
る
。

第

部
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第
一
章
貴
族
一
般
1

1
十
八
世
紀
の
は
じ
め
は
ド
イ
ツ
で
は
ま
だ
貴

族
、
市
民
、
農
民
の
中
世
的
身
分
制
が
巌
然
と
存
在
し
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型

の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

l
を
形
づ
く
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
階
級
の
差
の
原
因

と
な
る
基
盤
は
す
で
に
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ

る
い
は
消
滅
し
た
れ
ば
こ
そ
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
現
象
が
カ
ス
ト
的
な
組

織
に
硬
化
し
た
。
こ
れ
ら
の
貴
族
の
特
権
の
か
ず
か
ず
が
列
挙
さ
れ
、
そ

の
外
的
表
象
で
あ
る
服
装
と
、
枇
合
生
活
に
お
け
る
等
巌
の
維
持
方
法
が

兵
糧
的
に
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
化
の
携
い
子
は
す
で
に
貴

族
の
手
を
は
な
れ
て
都
市
を
中
心
と
す
る
市
民
階
級
に
移
り
つ
つ
あ
っ

た
。
貴
族
聞
に
お
け
る
数
育
思
想
も
一
般
に
は
な
は
だ
低
く
、
と
く
に
女

子
数
育
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
。
『
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
1
』

の
「
美
し
い
魂
」
の
告
白
は
言
う
。

「
私
の
ま
わ
り
の
人
た
ち
は
事
問
の
こ
と
は
夢
に
も
考
え
て
お
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
ド
イ
ツ
の
宮
廷
人
で
あ
っ
た
こ
の
階
級
の
人
た
ち
は
官
時
文

化
の
片
鱗
さ
え
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
・
:
準
問
の
あ
る
女
は
笑
わ

れ
ま
し
た
。
教
育
を
受
け
た
女
さ
え
好
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
ぶ
ん
た

く
さ
ん
の
無
事
な
殿
方
た
ち
を
恥
じ
入
ら
せ
る
こ
と
が
失
躍
だ
と
忠
わ
れ

て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
」

第
二
章
宮
廷
と
宮
廷
人
|
|
本
草
に
お
い
て
も
著
者
は
ワ
イ
マ
ル
宮

廷
を
例
に
と
っ
て
、
宮
廷
の
組
織
と
宮
廷
人
の
機
能
と
を
、
つ
い
で
狩

獄
、
観
劇
、
舞
踏
舎
、
宴
舎
等
に
日
を
暮
ら
す
宮
廷
人
の
日
常
生
活
を
詳

細
に
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
宮
廷
な
ら
び
に
宮
廷
人
の
餌
蕗
ど
県
の
創
治

的
義
術
に
と
っ
て
持
つ
意
義
に
つ
い
て
、
著
者
は
「
さ
け
が
た
い
わ
ざ
わ
'

い
」
と
し
て
否
定
的
な
結
論
に
達
し
て
い
る
。

第
三
章
農
業
経
済

!
i著
者
は
一
言
う
「
宮
廷
生
活
の
豪
華
さ
は
経
済

的
に
は
農
業
経
済
の
基
盤
の
上
に
開
花
し
た
。
君
主
は
そ
の
収
入
の
過
学

を
彼
自
身
の
所
有
地
か
ら
、
残
り
は
税
金
か
ら
引
き
出
し
た
。
そ
し
て
そ

の
負
携
は
・
た
い
て
い
の
領
邦
で
は
主
と
し
て
土
地
耕
作
者
と
小
地
主
と
に

蹄
せ
ら
れ
た
O
L

農
民
の
問
題
は
そ
れ
故
「
蛍
時
の
ド
イ
ツ
文
化
の
主
要

な
物
質
的
基
礎
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
り
、
全
国
民
の
ほ
と
ん
ど
四
分
の

三
に
お
よ
ぶ
ド
イ
ツ
人
の
大
部
分
の
問
題
に
関
係
す
る
よ
農
民
に
づ
い

て
は
、
東
ド
イ
ツ
と
西
・
南
ド
イ
ツ
と
で
は
そ
の
客
観
保
件
が
異
な
る
の

で
、
砂
田
然
別
々
に
考
察
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
農
民
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
著

者
に
よ
れ
ば
、
天
候
依
存
と
戦
争
災
害
と
の
危
険
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
員

の
飢
餓
と
失
業
と
か
ら
の
自
由
は
、
む
し
ず
つ
自
由
伊
都
合
人
よ
り
も
多
く

認
め
ら
れ
る
。
「
厳
密
な
意
味
で
は
中
世
初
期
な
ら
び
に
古
代
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
員
の
農
奴
は
ド
イ
ツ
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
農
民
の
自
由
の

制
限
の
多
く
は
、
そ
の
起
、
振
を
中
世
の
農
奴
に
で
は
な
く
て
、
後
の
進
展

に
、
と
く
に
エ
ル
ベ
東
方
の
グ
l
ツ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
鼓
し
て
い
る
。
」

農
民
の
解
放
運
動
は
ド
イ
ツ
で
は
十
九
世
紀
ま
で
た
い
し
た
進
歩
を
見
せ

な
か
っ
た
。

第
四
章
農
民

l
l前
述
の
よ
う
に
農
奴
と
い
う
名
に
値
し
な
い
と
は

い
え
、
農
民
の
自
給
自
足
の
生
活
が
決
し
て
柴
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
彼
ら
の
保
守
性
を
支
え
る
も
の
は
そ
の
共
同
筒

意
識
と
三
園
農
法
と
で
あ
る
。
都
合
人
に
と
っ
て
農
民
は
常
に
仏

R

会
H
5
5
0
出
ど
お
吋
だ
っ
た
。
農
村
に
お
け
る
教
化
機
闘
の
主
な
も
の
は

1.54 
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牧
師
と
小
率
数
師
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
素
質
は
低
く
、
施
設
は
十
八
世
紀

の
終
り
ま
で
み
じ
め
な
あ
り
さ
主
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
十
八
世
紀
の
後

学
に
は
、
讃
み
書
き
の
で
き
る
農
民
の
数
も
相
営
数
に
の
ぼ
っ
た
。

カ

γ
ト
り
・
ジ
エ

γ
ト
ル
マ

y

第

五

章

田

紳

1

1
十
八
世
紀
的
秩
序
の
ド
イ
ツ
枇
舎
に
は

宮
廷
貴
族
と
農
民
と
の
あ
い
だ
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ス
ク
ワ
イ
ア
と
同
じ
よ

カ
リ
〆
ト

u
・
ク
エ
ン
ト
ル
マ
ソ

う
な
田
紳
が
介
在
し
て
い
る
。
彼
ら
は
庚
い
土
地
を
所
有
し
小

さ
な
君
主
ほ
ど
の
勢
力
を
持
っ
て
い
る
も
の
か
ら
、
二
、
二
一
エ
ー
カ
ー
の

土
地
と
住
居
と
し
か
持
た
な
い
ほ
と
ん
ど
農
民
と
匝
別
の
つ
か
な
い
よ
う

な
も
の
ま
で
い
ろ
い
ろ
の
暦
に
わ
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
概
し
て
彼
ら
の

生
活
は
安
定
し
、
そ
の
賞
直
な
す
が
た
は
、
ア
イ
ヒ
エ
ン
ド
ル
フ
を
は
じ

め
ド
イ
ツ
の
ピ

1
ダ
!
?
イ
ア

I
文
撃
の
な
か
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。

第

部

枇
曾
の
新
秩
序
、
中
産
階
級

第
一
章
歴
史
的
同
顧

l
l
「
わ
れ
わ
れ
が
中
産
階
級
と
い
う
漠
然
と

し
た
語
を
遁
用
し
よ
う
と
す
る
「
粧
品
閏
暦
は
、
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
は
す

で
に
庚
範
園
に
成
長
し
、
そ
の
内
部
の
各
層
の
あ
い
だ
の
差
異
も
す
で
に

明
瞭
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
複
雑
な
構
造
を
理
解
す
る
た
め

に
は
盤
史
的
進
展
の
研
究
が
必
要
と
な
る
。
」
「
中
産
階
級
も
し
く
は
市
民

の
歴
史
は
ド
イ
ツ
語
の
一
不
す
よ
う
に
都
市
の
歴
史
で
あ
る
。
」
こ
う
し
て

著
者
は
都
市
の
脱
税
遠
の
歴
史
を
展
開
す
る
o
'

次
い
で
、
ド
イ
ツ
で
は
十
九

世
紀
の
後
今
ま
で
影
響
の
尾
を
引
い
て
い
る
中
世
の
ギ
ル
ド
(
ツ
ン
フ

ト
)
の
本
質
と
性
格
と
を
述
べ
、
中
世
都
市
の
す
が
た
を
比
較
的
に
多
く

保
存
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ク
ア
ル
ト
の
情
況
に
つ
い
て
ゲ
1
テ
の
『
詩
と
呉

65 

書

評

震
』
の
記
述
を
紹
介
す
る
。
さ
ら
に
北
方
の
ハ
ン
ザ
都
市
と
南
方
の
金
融

都
市
と
を
封
比
し
て
そ
れ
ら
の
都
市
の
繁
栄
も
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス

雨
園
民
の
園
民
意
識
の
高
揚
と
植
民
政
策
と
、
加
う
る
に
地
理
的
後
見
に

よ
る
通
荷
路
の
獲
更
と
、
な
か
ん
ず
く
閣
内
的
に
は
三
十
年
戦
争
と
、
こ

れ
ら
内
外
の
情
勢
に
後
、
退
を
除
儀
な
く
さ
れ
る
次
第
が
詳
述
さ
れ
る
。
三

十
年
戦
争
の
傷
子
は
(
都
市
と
村
落
の
人
口
は
三
分
の
一
か
ら
所
に
よ
っ

て
は
十
分
の
一
に
減
少
し
た
)
十
八
世
紀
に
至
る
ま
で
い
や
さ
れ
ず
、
飢

餓
と
疾
病
と
道
義
の
頚
援
と
を
結
果
し
、
他
方
小
邦
君
主
た
ち
は
い
た
ず

ら
に
生
活
の
享
楽
を
求
め
、
外
園
模
倣
に
終
始
し
、
貧
富
の
差
は
ま
す
ま

す

ひ

ど

く

な

っ

た

。

、

第
二
章
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
商
工
業
な
ら
び
に
そ
の
主
要
な
中
心
|

|
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
人
口
駅
態
は
、
そ
の
経
済
状
況
が
十
九
世
紀
末

の
そ
れ
よ
り
も
中
世
の
そ
れ
に
近
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
は

経
済
は
な
お
地
方
的
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
著
者
は
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
の

交
通
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
道
路
、
橋
梁
、
郵
便
制
度
、
放
館
、
航

路
、
河
川
運
河
等
が
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
と
く
ら
べ
て
い
か
に
貧
弱
で

あ
っ
た
か
を
明
か
に
す
る
。
そ
の
よ
ド
イ
ツ
は
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
保
約

に
よ
っ
て
主
要
な
河
口
港
を
失
い
、
古
い
商
業
の
中
心
で
あ
っ
た
ハ
ン
ザ

諸
都
市
が
後
退
し
、
さ
ら
に
グ
旦
ネ
チ
ア
の
衰
退
に
伴
っ
て
南
方
の
金

融
・
自
由
都
市
も
昔
日
の
お
も
か
げ
が
う
す
く
な
っ
た
。
そ
の
間
に
あ
っ

て
プ
ロ
イ
セ
ン
の
重
商
主
義
的
政
策
は
強
力
に
押
し
進
め
ら
れ
、
ベ
ル
リ

ン
は
急
速
に
経
済
的
後
展
を
と
げ
た
。
ベ
ル
リ
ン
が
啓
蒙
主
義
の
中
心
と

な
っ
た
の
は
偶
然
で
-
は
な
い
。
こ
う
し
て
古
い
ギ
ル
ド
制
度
は
貫
質
的
に

E
b予
ゼ
持
お

、
1

4thrt喜

t
E
モル
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お
と
ろ
え
、
そ
れ
に
代
っ
て
商
工
業
の
新
た
な
中
心
と
し
て
ハ
ン
プ
ル

ク
、
ス
イ
ス
諸
都
市
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
ベ
ル
リ
ン
が

登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。

第
三
章
市
政
と
都
市
枇
舎
の
構
造
|
|
同
じ
く
都
市
と
い
っ
て
も
(
帝

園
に
封
す
る
閥
係
か
ら
中
世
以
来
自
由
都
市
あ
る
い
は
(
一
帝
国
直
属
都
市
)

ラ
ゾ
wテ

ス
N
Y

ユ
タ
ツ
ト

と
領
邦
都
市
と
に
匝
別
さ
れ
る
。
次
に
都
市
の
濁
立
へ
の
苦
闘
の
跡
が
歴

史
的
に
回
顧
さ
れ
、
自
由
都
市
と
領
邦
都
市
と
の
あ
い
だ
の
差
異
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
構
造
、
市
攻
、
枇
舎
生
活
等
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
都
市
を
下
か
ら
震
憾
す
る
も
の
と
し
て
、
ギ
ル
ド
組
織
の
最
下

級
の
職
人
た
ち
の
階
級
意
識
の
目
ざ
め
、
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
ギ
ル
ド
組
織
は
法
律
的
に
は
一
七
八
一
年
に
禁
止
さ
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
職
人
の
ワ
ン
デ
ル
ン
グ
の
風
習
は
あ
る
部
門
に
お
い
て

は
十
九
世
紀
ま
で
も
存
績
し
て
い
た
こ
と
は
、
い
か
に
ド
イ
ツ
の
一
商
工
業

の
近
代
化
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ

の
ワ
ン
デ
ル
ン
グ
の
風
習
が
ド
イ
ツ
人
の
自
然
感
情
と
放
浪
癖
と
を
い
か

に
培
い
助
長
し
た
か
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
文
亭
、
こ
と
に
ロ

1
7
ン
汲
の
文

事
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
四
」
章
都
市
の
建
築
と
市
民
の
私
生
活
、
外
観
、
教
育

l
!
こ
の
筆

で
は
ま
ず
都
市
の
建
築
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
そ
の
都
市
の
性
格
と
い
か
に

相
聞
閥
係
に
あ
る
か
が
説
明
さ
れ
る
。
各
都
市
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
建
築
保

令
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
も
一
七
一
九
年
に
住
宅
建
築
の
規
定
が

定
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
ゲ
ー
テ
の
『
詩
と
異
質
』
の
な
か
に
諮
ら
れ
て
い

る
。
都
市
の
公
衆
衛
生
は
十
八
世
紀
に
は
大
い
に
改
善
さ
れ
た
も
の
の
、

そ
れ
ま
で
が
お
話
に
な
ら
ぬ
程
度
で
あ
っ
た
。
上
下
水
の
設
備
も
ほ
と
ん

ど
な
く
、
ベ
ル
リ
ン
で
は
一
六
八
一
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
街
路
で
豚
を

飼
育
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
と
い
う
く
ら
い
で
あ
る
。
照
明
は
も
っ
ぱ

ら
自
家
製
の
ロ

1
ソ
ク
で
、
十
八
世
紀
の
後
宇
に
石
油
ラ
ン
プ
が
よ
う
や

く
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
。
マ
ッ
チ
は
一
八
二

O
年
ま
で
ド
イ
ツ
人
に
は
知

ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
い
ご
に
家
庭
内
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
、
ゲ
ー
テ
の

語
る
彼
の
父
親
の
「
家
庭
の
暴
君
」
ぶ
り
が
決
し
て
特
別
な
例
外
で
は
な

か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
父
親
の
榛
威
は
紹
封
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
引
き
か
え
女
性
の
地
位
は
相
謎
ら
ず
低
く
、
山
町
田
時
の
一
イ
ギ

リ
ス
婦
人
記
者
の
こ
と
ば
を
か
り
れ
ば
、
「
結
婚
し
た
ド
イ
ツ
の
女
性
は

単
に
上
級
の
召
使
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

第
五
章
専
門
家
の
出
現
1

1

「
専
門
家
は
近
代
の
産
物
で
あ
る
。
中

世
に
お
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
数
舎
が
何
世
紀
問
、
も
数
育
と
事
問
と

を
濁
占
し
て
い
た
。
牧
師
と
修
道
借
が
時
間
護
士
、
公
吏
、
瞥
師
、
教
授
、

数
師
で
あ
っ
た
o

」
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
以
来
、
数
舎
の
俗
世
的
勢
力

が
衰
え
て
園
家
の
権
威
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
俗
人
が
教
育
指
賞
者
と

し
て
枇
舎
面
に
登
場
し
、
大
撃
も
し
だ
い
に
古
い
停
統
を
脱
皮
し
は
じ
め

た
。
こ
こ
で
著
者
は
十
八
世
紀
の
高
等
教
育
の
賞
情
と
、
宗
教
改
革
以
後

の
大
事
の
設
展
と
を
、
ハ
レ
、
ゲ
ッ
テ
イ
ン
ゲ
ン
雨
大
皐
を
例
に
あ
げ
て

述
べ
、
さ
ら
に
哲
学
、
紳
墜
、
時
酉
撃
、
法
事
の
大
事
四
科
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
卒
業
生
の
紅
命
目
的
地
位
と
活
動
朕
況
と
を
報
告
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
の
間
商
事
が
営
時
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い

て
、
著
者
の
報
告
を
簡
阜
に
紹
介
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
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大
撃
を
出
た
腎
師
は
民
主
片
c
m
H
V
ロ
江
田
と
し
て
町
留
者
よ
り
も
一
位
合

的
に
高
い
地
位
を
持
っ
て
い
た
。
町
問
問
者
は
大
む
ね
教
育
も
低
く
、
中
に

は
あ
や
し
げ
な
刺
賂
療
法
に
蔦
事
を
ま
か
す
よ
う
な
床
屋
と
匝
別
の
つ
き

か
ね
る
よ
う
な
者
も
い
た
。
ヘ
ド
イ
ツ
で
は
、
床
屋
は
土
日
は
簡
皐
な
外
科

的
療
法
を
も
行
っ
た
o

)

じ
か
し
、
大
撃
の
間
四
挙
研
究
も
十
八
世
紀
の
は

じ
め
に
は
非
常
に
貧
弱
で
、
わ
ず
か
二
、
三
名
の
教
授
が
も
っ
ぱ
ら
講
義

だ
け
を
行
い
、
解
剖
と
臨
床
講
義
は
ほ
と
ん
ど
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
世

紀
の
終
り
に
は
大
い
に
充
賞
し
て
主
要
大
事
で
は
少
く
と
も
解
剖
、
賞

験
、
臨
床
の
設
備
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
ウ
ィ
ー
ン
大
事
は

九
講
座
(
一
七
八

O
年
)
、
ゲ
ッ
テ
イ
ン
ゲ
ン
大
事
は
六
講
座
(
一
七
八
四

年
)
を
持
ち
、
且
千
生
数
は
ゲ
ッ
テ
イ
ン
ゲ
ン
大
事
で
は
五

O
な
い
し
八

O

名
、
イ
エ

1
ナ
大
撃
で
は
一
七
名
で
あ
っ
た
。
、
し
か
し
、
こ
れ
を
蛍
時
の

外
園
の
大
事
と
く
ら
べ
る
と
い
か
に
ド
イ
ツ
の
大
撃
が
お
く
れ
て
い
た
か

が
明
瞭
に
な
る
。
十
八
世
紀
の
は
じ
め
ラ
イ
デ
ン
大
亭
は
三

O
O名
の
警

率
生
を
か
ぞ
え
、
エ
デ
ィ
ン
パ
ラ
大
事
で
は
十
八
世
紀
後
半
に
四

O
O名

を
か
ぞ
え
た
。
ド
イ
ツ
の
腎
撃
の
優
秀
さ
が
世
界
的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
十
九
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ
ま
で
は
ド
イ
ツ
人

の
多
く
は
ラ
イ
デ
ン
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
、
パ
リ
、
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
の
各
大

メ
デ
ィ
カ
ル
エ
デ
ィ
タ
ト

撃
に
事
ん
だ
。
一
七
二
五
年
に
公
布
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
醤
事
保
令
ノ

に
よ
っ
て
醤
科
の
卒
業
生
は
国
家
試
験
を
受
け
た
後
.
ベ
ー
ル
リ
ン
の
王
立

解
剖
率
研
究
所
で
認
議
す
る
義
務
が
謀
せ
ら
れ
た
。
同
じ
よ
う
な
係
令
は

他
の
図
園
に
も
質
施
さ
れ
、
よ
う
や
く
ド
イ
ツ
の
警
亭
は
急
速
の
進
歩
の

段
階
に
は
い
っ
た
。

書

評

第
四
部

文
墜
へ
の
影
響

第
一
章
文
学
に
闘
す
る
職
業
|
|
ド
イ
ツ
の
著
述
家
が
文
撃
を
職
業

の
手
段
と
し
て
生
計
の
資
を
そ
こ
に
仰
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
十
八
世
紀

の
後
宇
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
私
財
の
あ
る
も
の
以
外
は
、
牧
入
の
道

を
文
事
以
外
に
、
と
く
に
パ
ト
ロ
ン
に
仰
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
貼

に
お
い
て
も
イ
ギ
リ
ス
は
ド
イ
ツ
に
一
歩
先
ん
じ
て
い
た
。
そ
の
園
で
は

す
で
に
十
八
世
紀
の
は
じ
め
に
讃
者
層
の
抜
大
に
件
い
パ
ト
ロ
ン
制
は
少

く
な
り
、
さ
ら
に
雑
誌
と
小
説
の
流
行
、
巡
同
文
庫
の
普
及
と
に
よ
っ
て
、

出
版
者
に
巨
高
の
富
を
き
ず
く
も
の
が
あ
ら
わ
れ
、
著
述
家
の
生
活
も
従

っ
て
豊
か
に
な
っ
た
。
著
者
が
こ
こ
に
あ
げ
た
例
の
中
か
ら
二
、
一
二
拾
っ

て
み
る
と
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
は
一
年
に
一
八

0
0ポ
ン
ド
、
ァ
1
サ

1
・

ヤ
ン
グ
は
一
一

0
0ポ
ン
ド
の
収
入
が
あ
っ
た
。
こ
の
趨
勢
は
十
九
世
紀

に
は
い
る
と
更
に
進
ん
で
ス
コ
ッ
ト
は
『
湖
上
の
美
人
』
だ
け
で
四

0
0

0
ポ
ン
ド
と
い
う
最
高
の
レ
コ
ー
ド
を
打
ち
立
て
た
と
い
う
。
十
八
世
紀

の
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
よ
う
な
輝
し
い
レ
コ
ー
ド
は
と
う
て
い
笠
め
な
か
っ

た
。
イ
ギ
リ
ス
に
く
ら
べ
て
パ
ト
ロ
ン
も
少
く
、
護
者
層
も
貧
弱
だ
っ

た
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
著
作
櫨
の
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
、

ド
イ
ツ
の
著
述
家
と
く
に
詩
人
に
、
金
銭
の
た
め
に
ベ
ン
を
執
る
こ
と
を

い
さ
ぎ
よ
し
ん
」
し
な
い
考
え
が
根
づ
よ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は

『
静
と
異
質
』
の
第
三
部
第
十
二
章
で
、
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
が
ド
イ

ツ
の
文
事
者
の
枇
合
目
的
地
位
の
向
上
に
貢
献
し
た
と
同
時
に
、
彼
ら
の
家

庭
生
活
の
安
定
と
改
善
と
に
蚤
力
し
た
事
賞
を
述
べ
、
そ
れ
ま
で
の
賞
情
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一

橋

論

叢

第
三
↓
十
七
巻

第
二
務

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
ヮ
て
い
る
。

「
以
前
は
出
版
業
と
い
う
も
の
は
重
要
な
墜
術
専
門
書
と
か
、
た
い
し

て
報
酬
を
挽
う
必
要
の
な
い
常
例
の
出
版
物
に
関
係
し
て
い
た
も
の
で
あ

る
。
文
撃
者
の
制
作
は
な
に
か
紳
聖
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
、
報
酬
を
受

取
っ
た
り
、
ま
た
は
そ
れ
を
高
く
し
た
り
す
る
こ
と
は
ま
る
で
聖
物
資
買

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
」

し
か
し
、
こ
の
ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
努
力
も
ゲ
1
テ
に
よ
れ
ば
成

功
し
た
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
出
版
者
か
ら
の
員
の
濁
立
を
非
常
な
忍
耐

を
も
っ
て
た
た
か
い
と
っ
た
最
初
の
文
率
者
は
レ
ッ
シ
ン
グ
だ
っ
た
。
イ

ギ
リ
ス
に
く
ら
べ
て
ド
イ
ツ
が
こ
の
よ
う
に
後
れ
て
い
た
原
因
は
、
前
に

述
べ
た
以
外
に
、
貴
族
階
級
の
知
性
の
貧
困
、
宮
廷
人
の
フ
ラ
ン
ス
趣
味

か
ぶ
れ
、
資
本
の
不
足
等
が
数
え
ら
れ
る
ほ
か
、
著
作
棒
が
確
立
し
て
い

な
い
こ
と
も
そ
の
重
要
な
原
因
の
一
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
著
作
権
法

は
す
で
に
一
七
一

O
年
に
議
舎
を
通
過
し
た
の
に
封
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は

政
治
的
経
済
的
分
裂
が
障
害
と
な
っ
て
、
全
ド
イ
ツ
に
適
用
さ
れ
る
著
作

楼
法
は
十
八
世
紀
に
は
つ
い
に
賞
現
し
な
い
で
、
一
八
二
八
年
の
ゲ
1
テ

著
作
集
の
決
定
版
の
時
に
は
じ
め
て
質
施
さ
れ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
文
撃
者
の
物
質
的
保
件
は
・
次
第
に
改
善
さ
れ
て
行
ヮ
て
、
ゲ

ー
テ
、

A
・

w-
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
等
古
典
期
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
一
流
の

文
筆
者
の
牧
入
は
か
な
り
高
額
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
イ

ギ
リ
ス
の
そ
れ
と
く
ら
べ
る
と
お
話
に
な
ら
な
か
っ
た
。
著
者
の
あ
げ
た

例
の
中
か
ら
一
つ
だ
け
え
ら
ん
で
み
よ
う
。
「
ゲ
1
テ
は
生
前
コ
ッ
タ
書

庖
か
ら
約
二
寓
二
千
ポ
ン
ド
受
取
ヮ
た
。
こ
の
額
は
ゲ
ッ
シ
ェ
ン
書
庖
が

68 

彼
の
最
初
の
著
作
全
集
に
支
挽
っ
た
三
百
ポ
ン
ド
を
加
え
て
、
彼
の
文
筆

収
入
の
ほ
と
ん
ど
全
額
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
て
み
る
と
ス
コ

ッ
ト
の
文
事
作
品
に
よ
る
三
ヶ
年
の
牧
入
は
、
ゲ
ー
テ
が
長
い
生
涯
に
わ

た
っ
て
得
た
よ
り
も
多
か
っ
た
こ
と
に
な
る
o

」

な
お
本
章
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
巡
同
文
庫
の
起
源
と
後

達
、
新
聞
雑
誌
の
普
及
等
、
一
般
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
情
勢
が
解
説
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
文
率
界
も
し
だ
い
に
活
気
を
お
び
て
く
る
の
だ

っ
た
。
最
後
に
著
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
こ
の
情
勢
の
蹄
結
を
も
っ
て
、
こ

の
章
を
と
じ
て
い
る
。

ご
七
四

O
年
と
一
八

O
O年
と
の
あ
い
だ
に
ド
イ
ツ
は
、
あ
ら
ゆ
る

教
養
人
が
外
園
文
撃
に
自
分
の
教
養
の
糧
を
仰
い
で
い
る
よ
う
な
園
民
文

撃
の
貼
で
非
生
産
的
な
固
か
ら
、
詩
人
と
思
想
家
の
固
に
鑓
っ
た
。
こ
れ

ら
の
詩
人
と
思
想
家
の
う
ち
歴
史
に
の
こ
る
少
数
の
も
の
弘
、
無
数
の
第

二
第
三
流
の
作
家
文
筆
家
の
庚
大
な
基
盤
の
上
に
そ
び
え
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

の
頂
貼
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
古
典
主
義
文
学
の
隆
盛
と
共
に
知
的

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
後
生
し
た
こ
と
を
意
味
す

る。」第
二
章
文
撃
に
お
よ
ぽ
す
政
治
的
経
済
的
批
舎
的
要
素
の
影
響
|
|

ま
ず
、
ド
イ
ツ
の
小
圏
分
立
主
義
と
紹
封
主
義
の
ド
イ
ツ
文
撃
に
お
よ
ぼ

す
影
響
と
し
て
、
著
者
の
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
に
は
ロ
ン
ド
ン
・

パ
リ
の
よ
う
な
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
が
晩
年

(
一
八
二
七
年
五
月
三
日
)
エ
ッ
カ
!
?
ン
に
諮
っ
た
次
の
言
葉
の
な
か

に
も
こ
の
嘆
き
が
感
じ
ら
れ
る
。
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「
パ
リ
の
よ
う
な
都
市
を
考
え
て
み
た
ま
え
。
そ
こ
で
は
大
圏
の
す
ぐ

れ
た
人
々
が
一
ケ
所
に
集
ま
っ
て
毎
日
の
よ
う
に
交
渉
し
て
は
論
争
と
競

争
と
に
相
互
に
刺
戟
し
合
い
、
向
上
を
は
か
つ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
全
世

界
の
自
然
と
義
術
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
の
最
善
の
も
の
が
日
ご
と
に
人
々
の

自
の
前
に
公
開
さ
れ
る
。
一
円
ノ
の
橋
を
、
一
つ
の
庚
揚
を
通
る
た
び
ご
と

に
偉
大
な
過
去
が
思
い
出
さ
れ
、
ど
の
町
角
に
も
歴
史
の
一
こ
ま
が
展
開

さ
れ
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
世
界
的
都
市
を
息
ヮ
て
み
た
ま
え
。
」

ル
以
上
の
言
葉
は
裏
が
え
せ
ば
、
ド
イ
ツ
に
普
遍
的
な
数
養
と
園
民
的
協

式
の
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
て
本
書
の
著
者
は
、
こ
の
ゲ
1
テ
の
言

葉
を
う
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
そ
の
よ
う
な
国
家
的
停
統
と
、
そ
れ

を
支
え
る
政
治
的
制
度
と
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
典
主
義
の
文
墜

を
生
む
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
フ
ラ
イ
タ
ー
ク
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
奇
蹟
と
い
っ

て
も
い
い
内
健
の
な
い
魂
の
創
治
で
は
あ
っ
た
が
。
」

ド
イ
ツ
の
古
典
文
撃
が
創
、
治
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
い
か
に
政
治
的
障

害
と
た
た
か
っ
た
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
ゲ
1
テ
の
は
げ
し
い
怒
り
は

『
文
事
上
の
サ
ン
キ
ュ
ロ
ッ
ト
主
義
』
(
一
七
九
五
年
)
の
な
か
に
吐
露
さ

れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
ド
イ
ツ
の
分
裂
が
ド
イ
ツ
文
墜
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
と
し
て
、

著
者
は
そ
の
非
枇
舎
性
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
そ
の
原
因
と
し

て
大
き
な
園
家
的
中
心
の
な
い
こ
と
が
第
一
.
に
あ
げ
ら
れ
る
。
が
、
さ
ら

に
、
商
工
業
の
欣
態
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
備
と
不
統
一
、
階
級

聞
の
封
立
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
「
文
撃
は
地
方
の
孤
立
し

書

評

た
牧
師
や
公
定
の
仕
事
と
な
る
か
、
地
方
都
市
の
小
さ
い
ド
グ
ル
ー
プ
の
メ

ン
バ
ー
の
仕
事
と
な
っ
た
o

」
さ
ら
に
著
者
は
、
こ
こ
で
も
フ
ラ
ン
ス
と

比
較
し
な
が
ら
ス
タ
ー
ル
夫
人
の

2
4口
付

仏

0

8

ロ
4
0吋

g丘
O
ロ
と
ド

イ
ツ
人
の
非
枇
交
的
な
個
人
主
義
」
と
い
う
一
言
葉
を
援
用
し
て
説
明
し
て

い
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

「
要
す
る
に
フ
ラ
ン
ス
人
は
一
位
舎
へ
の
依
存
を
充
分
す
ぎ
る
ほ
ど
意
識

し
て
い
る
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
人
は
あ
ま
り
に
も
意
識
し
な
さ
す
ぎ
る
。
こ

の
考
え
は
フ
ラ
ン
ス
の
批
評
家
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

の
考
え
は
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
官
典
主
義
文
撃
の
起
源
を
サ
ロ
ン
に
ま

で
跡
づ
け
た
テ

1
ヌ
に
よ
っ
て
毅
展
さ
れ
た
。
ま
た
、
プ
リ
ュ
ン
テ
ィ
エ

ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
文
撃
の
震
に
紅
曾
的
な
性
格
を
強
調
し
、
そ
の

2
2・

宮
小
こ
そ
は
フ
ラ
ン
ス
の
劇
作
家
、
文
章
家
、
モ
ラ
リ
ス
ト
、
雄
鼎
家
の

優
秀
さ
を
明
示
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
。
リ
リ
シ
ズ
ム
は
彼
ら
の
長
所

で
は
な
い
。
外
園
人
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
は
し
ば
し
ば
深
み
に
紋
け

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
の
え
ら
ぷ
題
目
は
一
般
人
に

と
っ
て
興
味
あ
る
も
の
で
あ
り
、
で
き
う
る
限
り
そ
れ
が
明
瞭
に
な
る
よ

う
に
苦
労
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
ド
イ
ツ
の
作
家
は
、
自
分

に
さ
え
納
得
が
い
け
ば
そ
れ
で
満
足
す
る
。
他
人
が
彼
を
理
解
す
る
こ
と

に
困
難
を
感
じ
れ
ば
感
じ
る
ほ
ど
、
彼
自
身
の
思
想
の
深
み
を
確
信
す
る

の
で
あ
る
よ

ゲ
ー
テ
も
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
決
し
て
反
封
で
は
な
か
っ
た
。
い

な
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
枇
交
性
と
明
朗
牲
と
が
ド
イ
ツ
人
に
欽
け
て
い
る
こ

と
を
常
A
残
念
に
思
っ
て
い
て
、
エ
ッ
カ

1
マ
ン
に
も
「
ド
イ
ツ
人
に
と
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一

橋

論

叢

第
三
十
七
巻

第
二
強

つ
て
は
概
し
て
哲
率
的
な
忠
勝
が
妨
げ
と
な
っ
て
、
彼
ら
の
文
韓
に
し
ば

し
ば
抽
象
的
な
理
解
し
が
た
い
、
く
ど
く
ど
し
い
性
格
を
も
た
ら
す
の

だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ゲ
ー
テ
は
楯
の
他
の
面
も
見
の

が
さ
な
か
っ
た
。
長
所
は
一
一
由
に
お
い
て
短
所
で
も
あ
り
う
る
。
彼
は
嘗

時
の
ド
イ
ツ
の
作
家
が
、
明
瞭
に
把
握
し
う
る
大
衆
の
た
め
に
書
こ
う
と

い
う
希
望
を
い
だ
い
て
物
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か

ら
結
果
す
る
短
所
と
同
時
に
長
所
を
も
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
ド

イ
ツ
の
作
家
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
最
も
超
俗
的
な
作
家
で
す

ら
た
え
ず
経
験
し
て
い
る
現
賓
枇
舎
か
ら
の
引
き
綱
に
紋
け
て
い
た
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
ゲ
l
テ
の
考
え
に
導
か
れ
て
、
著
者
は
ド
イ
ツ
文
与
の
積

極
的
な
面
す
な
わ
ち
特
色
を
列
翠
し
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
項
目

だ
け
を
な
ら
べ
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。
個
人
主
義
、
濁
創
性
、
徹
底
性
、

自
由
思
想
、
持
情
性
、
誠
賓
性
、
外
園
思
想
に
封
す
る
開
放
性
、
教
養
へ

の

努

力

、

世

界

主

義

等

で

あ

る

。

、

最
後
に
著
者
は
、
十
七
世
紀
以
来
の
ド
イ
ツ
文
撃
の
後
展
を
政
治
的
経

務
的
一
位
合
的
背
景
の
上
に
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
あ
る
い
は
こ
こ

に
こ
そ
、
著
者
の
濁
自
の
見
解
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
こ

こ
で
は
た
だ
シ
ュ
ト
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
解
蒋
を
簡
単
に
紹
介

し
で
彼
の
す
ぐ
れ
た
見
解
の
片
鱗
を
う
か
が
う
こ
と
に
し
よ
う
。

「
七
十
年
代
の
シ
ュ
ト
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
若
い
作
家
は
、

普
通
彼
ら
の
先
輩
と
同
じ
一
位
舎
的
階
層
の
出
身
と
さ
れ
て
き
た
が
、
し
か

し
、
彼
ら
は
、
現
代
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
は
る
か
に
階
級
意
識
に
日

70 

ざ
め
、
従
つ
て
は
る
が
に
革
命
的
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
一
位
舎
批
評

家
、
と
く
に
ル
ソ
1
に
心
酔
し
つ
つ
、
彼
ら
は
く
り
か
え
し
階
級
聞
の
た

た
か
い
を
表
現
し
、
ほ
と
ん
ど
常
に
中
産
階
級
の
味
方
を
す
る
ο

彼
ら
は

常
時
の
枇
曾
の
拙
お
に
お
い
て
客
観
的
か
ら
は
ほ
ど
速
く
、
彼
ら
自
身
の

階
級
を
不
幸
な
、
し
か
し
道
徳
的
な
階
級
と
な
し
、
貴
族
を
腐
敗
し
た
等

大
な
幸
運
の
箆
兄
と
な
し
て
い
る
。
彼
ら
は
中
産
階
級
の
紋
鮎
を
見
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
見
解
の
狭
さ
を
、
あ
る
者
に
は
上
長
へ
の
隷

属
を
、
ま
た
あ
る
者
に
は
粗
野
な
不
作
法
を
認
め
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

は
一
位
台
的
傑
件
の
せ
い
だ
と
説
明
す
る
。

「
彼
ら
の
書
い
た
も
の
の
一
般
的
傾
向
は
自
由
主
義
的
と
い
っ
て
も
い

い
だ
ろ
う
。
彼
ら
を
怒
ら
せ
た
の
は
中
産
階
級
の
経
済
朕
態
で
は
な
い

農
民
や
都
合
の
貧
し
い
州
労
働
者
で
は
な
お
さ
ら
な
い

1
1そ
れ
は
枇
合

的
身
分
に
お
い
て
、
ま
た
法
律
上
の
特
権
に
お
い
て
、
貴
族
と
同
じ
で
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
君
主
ぞ
れ
自
身
が
直
接
に
批
判
さ
れ
た
こ
と
は

一
度
も
な
い
。
シ
ュ
ト
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
最
も
大
路
な
劇
と

い
わ
れ
る
『
た
く
ら
み
と
懸
』
に
お
い
で
す
ら
そ
う
な
の
で
あ
る
。
非
難

さ
れ
る
の
は
常
に
彼
の
相
談
役
か
取
り
ま
き
速
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
政
治

的
叛
乱
へ
の
な
ん
ら
の
刺
戟
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
家
出
む
し
ろ
心
情
に

ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
階
級
の
策
費
な
功
績
を
認
め

て
も
ら
い
、
彼
ら
の
楼
利
の
擦
張
と
、
精
一
科
的
債
値
に
ふ
さ
わ
し
い
世
人

の
等
敬
と
を
確
保
し
よ
う
と
思
う
。
彼
ら
は
主
と
し
て
彼
ら
自
身
の
属
す

る
中
産
階
級
の
な
か
の
一
部
、
す
な
わ
ち
都
市
に
お
け
る
多
か
れ
少
か
れ

教
養
あ
る
裕
緬
な
一
部
に
閥
心
を
い
だ
き
J

悶
舎
者
や
貧
し
い
都
合
人
の
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生
活
に
は
通
例
、
無
関
心
で
あ
り
、
ま
た
無
知
で
も
あ
る
。

「
た
い
て
い
の
シ
ュ
ト
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
人
は
そ
れ
故
、
ま

も
な
く
宮
廷
と
和
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
の
う
ち
の
最
年
少
者
シ
ラ

ー
が
『
群
盗
』
と
『
た
く
ら
み
と
態
』
と
を
八
十
年
代
に
稜
表
す
る
以
前

に
、
す
で
に
ゲ
1
テ
と
ヘ
ル
ダ
l
は
ワ
イ
マ
ル
の
高
い
官
職
に
任
ぜ
ら

れ
、
レ
ン
ツ
は
ゲ
1
テ
の
例
に
な
ら
お
う
と
企
て
、
ク
リ
ン
ガ
l
は
輝
か

し
い
前
途
を
約
束
す
る
か
に
み
え
る
ロ
シ
ア
の
宮
廷
で
出
世
の
途
を
踏
み

出
し
た
。
」

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
妥
協
に
も
か
か
わ
ら
ず
シ
ュ
ト
ル
ム
・

ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
が
来
る
べ
き
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の
精
神
的
準
備
で
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
妥
協
の
後
に
登
場
す

る
、
フ
マ
ニ
テ
l
ト
を
基
調
と
す
る
ド
イ
ツ
古
典
主
義
が
枇
舎
的
に
ど
の

よ
う
な
孤
高
な
立
場
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
運
命
に
お
か
れ
て
い
た
か

も
、
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
ふ
れ
る
こ
と
は
本

書
の
紹
介
の
範
圏
外
に
逸
脱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、

A
7
は
以
上
で
と

ど
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
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