
K
 
・
レ
ン
ナ
ー
茗
、
加
藤
正
男
(
法
W
需
教
授
)
訳

「
私
法
制
度
の
社
会
的
機
能
」
、
示
都
・
法
律
文

化
社
、
 
A
5
判
二
五
一
ペ
ー
ジ
、
八
0
0
円
。

本
書
は
二
九
二
九
年
に
出
版
さ
れ
た
力
ー
ル
・

レ
ン
ナ
ー
の
宅
著
「
私
法
上
の
法
的
衞
度
と
そ

の
社
会
的
機
能
ー
ブ
ル
ジ
,
ア
(
民
)
法
批
判
へ

の
研
究
」
の
全
訳
で
あ
る
。
レ
ン
ナ
ー
は
、
す
で

に
一
九
0
四
年
に
ヨ
ゼ
フ
・
カ
ル
ナ
ー
と
い
う
匿

名
で
こ
の
書
物
の
前
身
を
発
表
し
て
い
る
が
、
こ

こ
系
出
さ
れ
た
の
は
、
の
ち
に
増
補
岐
訂
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

レ
ン
ナ
ー
(
一
伽
谷
t
一
中
器
)
は
オ
ー
ス
ト
リ
ー

の
マ
ル
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、
彼
は
波
乱
に
満
ち
た

時
代
背
景
の
も
と
で
、
理
聖
と
し
て
、
ま
た
政

治
永
と
し
て
活
躍
し
た
。
理
綸
家
と
し
て
は
、
た

ん
に
法
学
者
で
あ
っ
た
の
み
で
は
な
く
、
経
済
学

の
分
野
に
も
す
ぐ
れ
た
業
績
を
残
し
て
い
る
。
政

治
家
と
し
て
は
、
一
九
0
七
年
に
国
会
議
員
に
選

挙
さ
れ
、
第
一
次
大
戦
後
の
新
オ
ー
ス
ト
リ
ー
共

和
国
の
初
代
首
相
と
な
り
、
第
二
次
大
戦
後
倫

時
政
府
の
首
相
さ
ら
に
第
二
共
和
国
成
立
と
と
も

に
初
代
の
大
統
領
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

多
彩
な
鎧
を
送
っ
九
レ
ン
ナ
ー
の
法
卵
論
は
、

き
わ
め
て
広
い
視
野
の
ヒ
に
立
っ
て
お
り
、
本
占

も
彼
膚
身
「
は
し
が
き
で
の
ぺ
て
い
る
よ
う
に

法
学
的
研
究
と
経
済
学
的
研
究
と
い
う
つ
の
分

野
の
限
界
領
域
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い

え
よ
,
つ
。

本
書
は
、
一
一
高
で
い
え
ば
、
私
法
制
度
に
お
い

て
基
本
的
念
味
を
も
?
所
有
権
の
社
会
的
機
能

を
科
学
的
に
分
析
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
そ
の
製

が
尓
し
て
い
る
よ
う
に
ブ
ル
ジ
,
ア
法
制
度
に
鋭

い
批
判
を
あ
た
え
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
「
法

制
度
と
経
済
組
織
」
は
、
い
わ
ぱ
序
説
的
部
分
に

あ
た
り
、
第
二
章
所
打
権
の
機
能
の
変
邉
」
で

は
、
資
本
屯
義
社
会
に
お
け
る
所
有
権
の
社
会
的

検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
章
「
機
能
の
変

遷
の
社
会
学
的
分
析
に
お
い
て
は
、
機
能
的
側

血
か
ら
み
た
所
有
権
の
歴
史
的
変
遷
過
程
が
え
が

か
れ
、
と
く
に
披
終
節
で
は
、
現
代
か
ら
将
来
へ

の
法
発
展
の
方
同
が
製
さ
れ
て
い
る
。

こ
三
.
展
開
さ
れ
て
い
る
彼
の
理
論
に
は
、
訳

者
が
解
説
希
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
修
正
マ
ル

キ
ス
ト
」
と
し
て
の
側
向
が
み
ら
れ
る
と
も
い
え

よ
・
つ
0

馨
で
あ
る
加
藤
正
男
教
授
(
民
法
専
攻
)
は

こ
れ
ま
で
に
も
、
レ
ン
ナ
ー
の
法
理
論
に
つ
い
て

い
く
つ
か
の
論
型
」
窕
表
し
て
い
る
。
本
馨
を

み
て
も
、
レ
ン
ナ
ー
に
つ
い
て
の
訳
者
の
造
雷

深
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
鯵
易
い
訳
文

と
い
う
器
も
み
ら
れ
、
欺
」
末
に
は
レ
ン
ナ
ー
に

つ
い
て
の
解
血
が
あ
る
。

「
社
会
科
学
と
し
て
の
法
学
」
の
研
究
を
'
ず
人

た
ち
の
た
め
に
、
木
訳
沓
の
出
版
は
ま
こ
と
に
有

意
峩
で
あ
る
と
田
心
う
。

(
八
木
鉄
男
)

中
瀬
寿
一
(
校
友
)
著
「
日
本
広
告
産
業
発
達
史
」

京
都
・
法
津
文
化
社
、
菊
判
五
二
六
ペ
ー
ジ
、
定

価
二
0
0
0
円
。

大
心
の
広
偕
が
毎
日
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
生

活
の
中
に
浸
透
し
て
い
る
。
テ
レ
ビ
の
開
発
以
来

こ
の
傾
向
は
特
に
顕
著
で
あ
る
。
近
代
的
広
告
は

朋
治
以
降
、
新
剛
の
普
及
と
と
も
に
発
達
し
、
そ
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の
後
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
広
省
、
さ
ら
に
戦

後
倫
波
媒
体
鯏
発
に
ょ
っ
て
量
的
、
質
的
に
大

き
く
変
化
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
く
資
本
主
義
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
広
告
が
発

展
し
て
き
た
こ
と
を
課
す
る
。

か
く
て
、
現
代
の
独
占
資
本
主
義
段
階
の
広
告

は
独
占
企
柴
の
広
告
に
ょ
っ
て
代
表
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
広
告
を
推
進

し
て
き
た
も
の
が
広
告
代
N
美
あ
る
。
少
な
く

と
も
近
代
的
広
告
に
関
す
る
限
り
広
告
の
発
展
は

広
告
産
業
、
あ
る
い
は
広
ル
企
業
の
発
展
と
結
び

つ
い
て
い
る
。

人
占
は
こ
の
よ
う
な
偲
か
ら
、
わ
が
国
に
お

け
る
広
徳
業
の
発
達
を
U
木
資
不
主
峩
の
発
達

と
郁
つ
け
な
が
ら
詳
細
な
資
料
に
依
拠
し
つ
つ

展
開
し
て
い
る
。

特
に
本
書
に
お
い
て
中
心
と
な
る
も
の
は
広
告

ム
紫
発
達
に
お
け
る
時
代
吠
分
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
第
一
期
新
聞
広
告
草
創
期
(
幕
末
1
明

治
一
0
年
頃
)
第
二
期
新
聞
広
禽
蒙
期
(
明
治

-
0
年
頃
1
日
清
戦
前
後
)
第
三
期
新
聞
広
告
の

成
長
期
倉
清
平
日
露
戦
前
後
)
第
四
期
禽

雛
傍
発
展
、
海
外
広
告
の
儒
(
U
霽
戦
1
錦

一
沙
大
鞁
梯
量
)
.
1
U
羽
聞
'
誌
仏
佳
の
俳
1

広
告
蛋
の
老
糖
、
海
外
支
纏
置
、
案
内
広

告
業
者
続
出
(
第
一
次
大
戦
1
満
州
事
変
前
後
)

第
六
期
新
聞
讐
広
告
の
絢
烱
期
、
案
内
広
祭

者
専
属
化
(
満
州
事
変
1
日
中
戦
前
後
)
第
七
剣

広
告
の
戦
争
協
力
、
統
制
期
(
日
中
戦
1
太
平
洋

戦
争
)
に
分
け
ら
れ
、
最
後
に
戦
後
に
お
け
る
広

告
産
業
の
本
格
的
成
立
期
と
な
る
。
戦
後
の
発
達

史
は
再
出
発
期
(
一
九
四
五
1
四
八
年
)
日
木
独

占
の
復
活
に
P
R
利
用
(
一
九
四
九
1
五
0
年
)

日
本
独
占
再
建
と
譜
波
媒
体
の
削
発
(
一
九
五
0

1
五
四
、
五
年
)
テ
レ
ビ
粍
繋
、
近
代
化
P

R
剣
(
一
九
五
五
、
六
1
六
0
年
)
に
分
け
ら
れ

る

若
者
は
こ
の
よ
う
な
発
達
史
の
小
で
、
広
化
企

業
が
資
本
土
義
的
商
品
儒
の
霊
と
と
も
に
発

展
し
、
独
占
段
階
に
お
い
て
は
独
占
的
大
規
模
製

薹
者
の
商
品
販
売
の
た
め
に
そ
の
キ
カ
を
高

さ
せ
な
が
ら
広
告
企
業
白
ら
も
独
占
化
し
て
い
く

過
程
を
分
析
す
る
。

さ
ら
に
、
資
本
自
由
化
後
の
広
告
企
業
に
つ
い

て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
独
占
的
広
告
企
業
の
進
出
と

日
本
広
告
独
占
の
従
属
化
を
と
り
あ
げ
る
。

広
皆
は
賀
用
支
出
者
と
し
て
の
独
占
的
企
楽
と

広
佐
を
技
術
に
屡
開
し
て
い
く
広
化
代
郵
災
老
が

媒
体
を
通
し
て
釜
す
る
。
こ
の
関
係
が
資
本
主

義
の
発
達
と
い
う
経
済
的
基
盤
の
上
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
分

析
黒
点
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

本
書
は
単
な
る
飽
叩
的
な
叙
事
詩
で
は
な
く
、
広

纏
業
か
ら
み
た
日
本
資
発
達
史
と
み
る
こ
と
も

(
木
地
節
郎
)

て
き
る
だ
ろ
う
。

林
秋
石
、
桜
井
忠
一
、
宮
井
敏
里
井
陸
郎
(
校
友

・
教
授
)
「
英
訳
・
花
伝
」
住
谷
・
篠
部
奨
学

金
出
版
会
、
 
B
6
判
一
八
ヘ
ー
ジ
、
衞
一
 
0

0
0
円
。

.
刷
し
ぐ
れ
狛
も
0
嵳
刀
ほ
し
げ
な
り
芭
盡

こ
ω
句
を
一
火
訳
ず
る
L
L
き
に
モ
ン
千
1
が
レ
イ

ン
コ
ー
ト
を
欲
し
.
-
し
い
る
と
い
う
風
に
し
力
い
い

よ
う
が
な
い
と
し
九
ら
、
日
本
の
文
学
は
ほ
ん
瓢

を
あ
き
ら
め
た
力
が
い
い
。
初
し
ぐ
れ
と
い
う
季

語
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
一
つ
に
し
て
も
、
日
本
の
風

土
や
気
候
、
そ
し
て
文
化
の
中
で
そ
だ
て
ら
れ
て

き
九
器
の
馨
寝
共
有
し
な
い
場
所
へ
移
し
て

器
ぎ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
そ
の
上
時

雨
に
ぬ
れ
そ
ぽ
っ
九
寒
げ
な
山
猿
と
、
こ
の
小
動

物
に
向
け
ら
れ
九
芭
苦
愛
や
そ
の
上
に
靈
な
る

孤
独
な
旅
の
わ
び
し
さ
を
管
な
い
で
小
蓑
と
い

う
卦
斜
に
こ
め
ら
れ
九
心
の
排
さ
を
さ
と
る
こ
と
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は
で
き
な
い
だ
る
っ
。
古
典
的
な
短
聾
術
の
晧

、
、

尓
的
象
微
的
な
愆
味
へ
の
通
銘
は
、
現
代
で
は
も

は
や
ほ
と
ん
ど
遮
断
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い

す
ぎ
で
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
外
国
の
こ
と
ぱ

に
正
し
く
お
き
か
え
る
こ
と
は
始
め
か
ら
無
理
と

い
う
も
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
有
難
い
こ
と
に
、
そ
し
て
日
本
の

仏
典
に
と
っ
て
も
昌
だ
名
誉
な
こ
と
に
は
、
縛

や
整
見
に
ょ
り
か
か
ら
な
い
明
快
な
論
理
的
煉
山

を
も
っ
た
響
や
文
体
か
ら
成
る
芸
術
論
が
遺
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
の
最
も
す
ぐ
れ
九
古
典

が
「
花
仏
書
」
で
あ
る
。
勿
論
そ
こ
に
は
"
語
の

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
生
き
た
世
阿
に
倒
有
の
独
特
な

ニ
ユ
ア
ン
ス
を
持
っ
九
難
觧
な
表
現
が
あ
り
、

ナ

、
さ

、け
・
位
・
樹
と
い
う
よ
う
な
歌
論
影
瓣
さ
れ
た

奧
h
の
あ
る
扣
象
概
念
に
近
い
長
も
誓
が
高

い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
そ
の
も
の
ず
ぱ
り
に

小
織
す
る
こ
と
は
や
は
り
困
郷
C
あ
っ
た
。
し
か

し
花
仁
Ⅱ
"
は
も
と
も
と
能
楽
と
い
う
獅
台
芸
術

の
あ
り
方
や
そ
の
修
h
に
つ
い
て
の
実
践
的
な
課

題
に
こ
た
え
た
方
法
論
で
あ
る
か
ら
、
叙
述
は
論

理
的
体
系
的
で
あ
る
と
と
も
に
き
わ
め
て
具
体
的

な
内
容
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
、
ほ
ん
訳
を
比
軫

的
容
易
に
さ
せ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
'
璽
測

お
く
。

〔
欝
〕
本
古
出
版
嬬
1
つ
て
は
例
志
礼
大
学
人

文
科
学
研
究
所
の
研
究
・
出
版
助
成
金
に
負
う
所

が
大
き
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
印
刷
会
社
倒

廊
と
い
う
不
測
の
誕
に
あ
い
、
乢
賀
住
谷
篠

部
奨
学
会
の
援
助
に
ょ
っ
て
陽
の
倒
を
見
る
こ
と

に
な
た
。
双
方
の
関
係
者
諸
氏
に
深
く
感
謝
の

恵
を
捧
げ
九
い
。

(
器
陸
郎
)

福
田
哲
雄
(
辛
需
教
授
)
著
「
現
代
人
の
精
神

異
常
」
"
小
都
・
ミ
ネ
ル
ヴ
一
香
房
、
新
齊
判
一

八
五
ヘ
ー
ジ
、
定
価
一
六
0
円
。

本
斗
を
畏
友
福
田
暫
鄭
川
か
ら
賠
園
F
さ
れ
、
笹

が
・
y
つ
男
だ
力
い
と
念
し
な
が
ら
も
、
一
通
り

μ
を
拾
い
よ
み
し
突
け
で
、
じ
っ
く
り
読
ま
ず

に
多
忙
な
什
事
の
力
に
か
ま
け
て
い
る
小
、
和
田

刀
か
ら
の
年
賀
状
で
本
ル
"
は
す
で
に
:
版
が
出
た

と
き
か
さ
れ
た
。
最
近
や
と
落
岩
い
て
院
み
な

お
す
機
会
が
あ
り
、
内
客
の
い
ろ
い
ろ
な
点
忍

心
さ
せ
ら
れ
、
も
っ
と
¥
く
Ⅱ
詳
を
遵
く
べ
き
だ

つ
た
と
福
田
"
勺
に
す
ま
な
い
気
持
に
な
っ
て
い

る
本
召
は
粘
神
病
学
入
門
と
製
が
つ
い
て
い

る
よ
っ
に
、
粘
神
脹
学
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
領
域

を
ゞ
 
J
に
か
つ
涙
伽
よ
く
解
説
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
茗
片
が
篠
に
h
な
っ
て
き
た
火
学
の
一

器
演
劇
準
あ
る
ぱ
か
り
か
、
す
ぐ
れ
た
教
育

論
で
も
あ
り
人
中
折
学
で
も
あ
る
と
い
う
多
而
的

な
花
伝
占
の
口
人
伽
を
あ
る
程
度
張
に
ほ
ん
訳
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
む
し
ろ
川

阿
自
身
の
す
ぐ
れ
九
去
術
的
人
松
の
力
で
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
能
と
い
う
芸
条

き
わ
め
て
古
典
的
仏
統
的
な
民
族
の
需
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
の
暗
尓
的
象
徴
的
な
美
の
様
式
表
現

の
般
に
、
か
え
っ
て
ょ
り
一
そ
う
川
界
的
国
俗

な
器
と
享
受
を
叫
能
に
す
る
と
こ
ろ
の
造
型
的

な
歌
獅
劇
で
あ
る
と
い
う
本
質
と
も
か
か
わ
り
A

つ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
、
レ
ノ
の
点
片
」
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、
花
.
ム

恕
」
の
外
劃
談
は
、
口
本
の
文
化
の
固
有
性
民
族

性
を
国
際
的
似
界
的
な
視
界
に
ひ
ろ
げ
て
ゅ
く
九

め
の
、
一
つ
の
愚
的
な
契
機
を
持
つ
も
の
と
し

て
部
価
さ
れ
て
い
い
だ
ろ
う
。
熊
者
の
一
人
と

し
て
・
七
う
い
う
こ
と
は
い
い
に
く
い
が
、
こ
ω
ほ

ん
器
業
の
謎
は
そ
れ
円
体
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
周
學
あ
る
。
尚
、
私
の
極
め
て

ノ
Ⅱ
、

ず

乏
し
舗
学
力
を
通
し
て
も
い
え
る
こ
と
は
、
林

秋
石
教
授
の
稔
上
げ
に
ょ
っ
て
大
変
砥
明
快

な
小
夬
文
に
な
っ
た
*
で
あ
る
。
.
1
文
を
よ
む
よ
り

は
近
力
に
ょ
み
勿
く
分
り
易
い
こ
と
を
1
此
合
(
て
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般
教
養
課
程
倫
義
に
も
と
づ
い
て
智
か
れ
た
も

の
に
、
い
く
つ
か
の
講
演
公
覺
え
t
[
き
が
加
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
一
般
人
に
は
や
や

難
解
と
さ
れ
易
い
稲
神
病
埋
券
各
立
場
な
ど
も

突
に
要
頓
よ
く
ま
と
め
て
あ
り
鄭
解
し
や
す
い
。

粘
神
医
能
関
す
る
畔
柴
的
な
小
冊
十
は
最
近

で
は
少
な
か
ら
ず
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

は
多
く
は
粘
神
分
裂
病
の
心
理
と
か
「
異
常

人
格
ま
九
は
妙
な
ど
精
神
医
学
の
中
の
一

何
域
に
関
し
て
粘
御
彊
学
の
立
場
か
ら
詳
述
し

た
も
の
が
多
い
。
こ
れ
に
反
し
て
粘
神
医
学
の
全

領
域
叩
上
通
り
解
説
し
て
い
る
も
の
は
専
門
の
医

〕
署
や
医
学
生
向
き
の
教
科
書
を
除
く
と
一
般
啓

蒙
書
と
し
て
は
意
外
に
数
少
な
い
。
そ
の
点
で
本

沓
は
ま
さ
に
こ
の
趣
旨
に
沿
っ
た
良
書
と
一
言
う
べ

き
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
特
微
は
従
っ
て
一
面
で
は
俵
学
生
の
精

神
医
学
入
門
書
と
し
て
も
役
立
つ
広
般
な
内
容
を

も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
小
冊他

子
の
中
に
濃
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

面
で
は
通
常
の
教
科
書
と
は
異
な
り
、
一
般
向
き

に
理
解
し
や
す
い
文
章
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
特
に
注
目
す
べ
き
木
書
の
特
徴
は

第
二
部
で
精
神
障
害
を
理
解
す
る
九
め
に
必
要
な

知
識
と
器
と
舶
し
て
説
か
れ
て
い
る
部
分
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
は
心
那
子
の
基
礎
鴛
、
粘
相
岬

害
の
身
体
因
的
立
場
、
並
ひ
に
心
閃
論
削
立
場
、

心
身
論
な
ど
が
柔
軟
な
表
現
に
ょ
っ
て
批
判
的
に

概
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
符
者
の
す
ぐ
れ
た
知

驫
と
消
化
力
が
.
水
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は

米
国
剤
学
得
を
ケ
む
長
年
の
経
歴
か
ら
も
分
る

よ
う
に
苫
者
が
基
礎
科
学
盲
床
精
神
医
学
を
巾

広
く
修
得
し
た
研
究
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
可
能
に

な
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
苫
が
こ
う
う
し
九
特
徴
を
も
っ
て
い
る
般
に

一
般
学
牛
の
み
な
ら
ず
、
粘
神
衛
化
に
関
係
す
る

職
場
の
人
々
、
更
に
は
一
般
医
師
に
も
新
し
い
粘

神
医
学
の
入
門
沓
と
し
て
大
い
に
推
せ
ん
で
き
る

こ
と
は
著
者
の
友
人
と
し
て
こ
の
上
な
く
穫
し

く
思
,
つ
0

最
後
に
今
後
加
筆
す
る
際
の
希
望
を
の
べ
て
、

本
書
が
ま
す
ま
す
す
ぐ
れ
九
書
と
な
る
こ
と
を
祈

り
た
い
。
そ
れ
は
第
五
部
の
現
代
人
の
粘
隷
害

と
異
常
性
と
い
う
魅
力
あ
る
テ
ー
マ
を
取
上
げ
た

以
上
、
こ
こ
に
か
な
り
の
頁
数
を
与
え
、
既
成
の

大
家
に
な
い
斬
新
な
著
者
の
考
想
を
盛
っ
て
ほ
し

い
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
(
医
海
時
桜
第
四
0
三

(
東
京
大
学
助
教
授
・
高
橋
良
)

号
よ
り
)

マ
ル
タ
ン
・
デ
ユ
・
ガ
ー
ル
符
、
店
村
新
次
(
問

学
椴
授
)
訳
生
成
」
京
都
・
法
律
文
化
社

B
6
判
'
.
ハ
ヘ
ー
ジ
、
定
坐
0
0
円
。

チ
ボ
ー
家
の
人
々
』
が
久
し
く
若
繞
者
に
深

い
影
を
/
ー
え
て
き
た
が
、
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
の
処

女
緩
で
あ
る
生
成
』
が
彼
の
死
後
十
年
に
あ

た
る
△
,
年
に
、
始
め
浜
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
彼
の
偉
業
に
対
す
る
●
念
出
版
と
し
て
喜
,
一

義
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
齊
ω
Ⅲ
行
は
『
チ
ボ
ー
家
』

の
理
解
を
深
め
る
手
掛
り
を
与
え
る
の
み
な
ら

ず
、
若
い
人
々
の
生
き
万
が
問
題
に
な
っ
て
い
る

近
頃
、
讐
を
循
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

『
生
成
』
の
草
稿
は
作
者
が
二
十
七
才
の
時
、
コ
ロ

ー
や
ミ
レ
ー
な
ど
が
好
ん
で
題
材
と
し
た
美
し
い

バ
ル
ビ
、
ソ
ン
の
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
の
森
の
宿

で
一
瓢
明
成
に
雪
か
れ
九
。
も
っ
と
も
一
気
に
創

作
し
た
彼
の
態
度
は
、
慎
重
で
周
到
な
計
画
の
も

と
に
、
.
長
捌
に
わ
た
る
労
作
と
推
敲
を
旨
と
し
た

厳
し
い
彼
固
有
の
方
法
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な

し
か
し
、
処
女
作
『
あ
る
聖
者
の
経
』
の

)
0

し失
敗
と
、
そ
れ
に
伴
う
自
己
喪
失
へ
黒
繰
感
か

ら
、
自
己
恢
復
の
手
段
と
し
て
、
本
当
が
数
週
間

の
中
に
生
れ
る
必
然
的
な
条
件
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
世
代
の
援
・
父
と
子
の
衝
突
・
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宗
教
閻
題
の
対
立
・
叱
U
年
の
精
神
形
成
の
過
程
な

ど
チ
ボ
ー
家
に
倣
わ
れ
て
い
る
数
々
の
テ
ー

マ
の
萠
業
み
ら
れ
る
。
後
者
に
お
け
る
卞
要
テ

ー
マ
で
あ
る
歴
史
と
社
会
に
対
す
る
批
判
は
、

『
生
成
』
で
は
器
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
が
、

「
・
・
:
・
・
世
俗
的
セ
ン
ス
や
経
験
や
、
簡
略
主
義
的

な
人
間
観
・
社
会
観
」
を
も
つ
古
い
法
曹
ア
ン
ド

レ
の
父
を
め
ぐ
る
ブ
ル
ジ
,
ワ
家
庭
や
、
社
」
父
界

を
通
じ
て
描
か
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
に
対
す
る

作
者
の
鋭
い
観
察
の
中
に
、
は
っ
き
り
と
社
会
批

判
が
う
か
が
わ
れ
る
。
次
に
木
心
'
に
お
い
て
見
逃

す
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
の
文

学
粘
神
が
屯
人
公
ア
ン
ド
レ
と
対
照
的
人
物
で
あ

る
友
人
べ
ル
ナ
ー
ル
の
生
き
方
と
文
学
論
に
ょ
っ

)
)
)
)
、

て
尓
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
い
い
力
い

僕
に
は
ひ
と
つ
の
鉄
則
が
あ
る
・
・
・
・
・
・
文
学
と
い
、
つ

奴
だ
が
、
や
り
た
か
っ
九
ら
、
大
い
に
や
る
べ
し

だ
。
し
か
し
<
セ
輪
際
、
そ
ん
な
こ
と
は
Π
に
だ
す

べ
き
じ
ゃ
な
い
:
:
・
・
と
も
か
く
、
よ
い
も
の
を
齊

き
、
年
期
を
い
れ
た
あ
と
で
な
け
れ
ぱ
、
み
だ
り

に
口
に
す
べ
き
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
・
・
:
・
・
」
と
べ
ル

ナ
ー
ル
は
い
う
。
長
期
に
わ
九
る
忍
耐
を
も
っ

て
、
自
己
を
保
持
し
、
孤
独
に
た
え
、
実
現
し
て

ゆ
く
こ
と
こ
そ
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
の
生
涯
の
文
学
粘

杣
で
あ
っ
九
。
し
か
し
ア
ン
ド
レ
は
反
対
で
あ

る
。
情
熱
と
知
力
と
活
動
力
に
海
れ
な
が
ら
も
、

孤
独
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
持
続
性
に
欠
け

る
彼
は
、
文
学
作
品
を
構
想
し
、
あ
る
い
は
激
し

絵
を
し
、
あ
る
い
は
輩
々
し
い
事
業
を
計
画
し

て
も
、
結
局
は
人
生
の
落
伍
者
の
路
を
辿
る
。
し

か
し
ア
ン
ド
レ
は
単
な
る
帯
に
ょ
る
落
伍
者
で

は
な
い
。
真
拳
な
活
動
的
な
落
伍
者
な
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
衡
と
し
て
の
価
値
と
魅
力
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
を
通
覧
し
て
思
う
こ
と
は

チ
ボ
ー
家
』
が
読
者
に
対
し
、
よ
り
社
会
へ
の

関
心
を
ひ
く
時
、
『
生
成
』
は
読
者
の
内
面
の
世
界

に
は
九
ら
き
か
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ユ

ガ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
次
の
よ
う
に
若
い
人
々
に
訴

え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
自
己
を
失
わ
ず
、
孤

独
の
中
で
努
力
せ
よ
と
。

最
後
に
墾
に
つ
い
て
触
れ
る
。
訳
者
俄
作

者
の
若
さ
を
訳
文
の
上
に
巧
み
に
表
現
し
て
い

る
。
と
り
わ
け
場
景
・
感
情
・
品
の
描
写
や
行

動
の
叙
述
は
、
刀
動
的
に
い
き
い
き
と
訳
出
さ
れ
、

事
物
さ
え
も
脈
う
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
'
乢
者

は
、
い
わ
ぱ
ド
ラ
マ
を
見
る
が
ご
と
く
人
物
の
う

と
き
に
ま
た
場
景
に
ひ
き
こ
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

合
永
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同志社三己事(明治8年8月23日~21年5月25日)

同志社記事朔冶8年11月29日~11年1月22日)

興風会日誌(明治19年1月23白~21作11月27印

同志社広告・(明治11年6月)

同志社女学校広告・(明治Ⅱ年6月)

生徒族籍氏名一覧(明治22年1月調査)

熊木バンドの青年諸子に与えたし. L.Janes
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