
石
井
寛
治
教
授
に
よ
る
書
評
へ
の
リ
プ
ラ
イ

拙
著
合
評
会
に
お
い
て
親
し
く
口
頭
で
批
判
を
加
え
る
だ
け
で
な

く
、
筆
を
と
っ
て
、
よ
り
多
く
の
方
々
に
も
拙
著
の
取
り
得
の
部
分

と
し
か
ら
ざ
る
部
分
を
活
字
と
し
て
明
示
化
す
る
に
、
貴
重
な
時
間

を
割
い
て
下
さ
っ
た
石
井
寛
治
氏
に
、
先
ず
心
か
ら
な
る
謝
意
を
表

し
た
い
。
ま
た
、
か
か
る
場
を
設
け
る
だ
け
で
な
く
、
更
に

「
リ
プ

ラ
イ
」
の
機
会
を
与
え
賜
う
た
日
本
経
済
史
研
究
所
に
、
満
腔
の
意

を
込
め
て
鳴
謝
す
る
。
早
速
、
本
論
に
入
る
。

第

一
部

「国
益
思
想
」
の
第

一
章
で
取
り
上
げ
た
百
武
安
兵
衛

を
、
前
著

『国
益
思
想
の
系
譜
と
展
開
』
で
紹
介
し
た
西
村
郡
司
と

と
も
に

「
旧
特
権
商
人
が
対
外
経
済
自
立
と
い
う
民
族
的
役
割
を
果

た
し

『国
益
』
を
守
ろ
う
と
し
た
興
味
い
事
例
」
と
整
理
し
て
下

さ
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
成
程
そ
う
整
理

・
分
類
で
き
る
と
思
い
同

藤

田
一　
貞

一
郎

意
す
る
。
西
村
郡
司
な
る
人
物
に
つ
い
て
も

『明
治
建
白
書
集
成
』

だ
け
を
頼
り
に
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
実
体
に
つ
い
て
は
、
前
著
に

対
す
る
氏
の
私
信
で
知
識
が
出
来
た
よ
う
な
状
態
で
あ
り
、
有
難

い
。た

だ
こ
こ
で
私
の

「国
益
」
な
る
用
語
に
つ
い
て
の
着
想
を
繰
り

返
し
て
お
く
と
、
こ
う
で
あ
る
。
幕
末

・
維
新
期
か
ら
沿
々
と
し
て

始
ま
り
今
日
に
至
る
西
洋
経
済
学
輸
入
史
を
閲
す
る
日
本
社
会
で
、

自
前
の
経
済
学
の
生
成
史
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、

出
来
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
用
語
で
語

っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
こ
れ
を
私
は
、
「御
救
」
と

「国
益
」
と
い

う
用
語

。
概
念
の
存
在
に
見
る
の
で
あ
る
。
当
初
、
処
女
作

『近
世

経
済
思
想
の
研
究
』
で
、
ま
こ
と
に
恐
い
も
の
知
ら
ず
の
問
題
提
起
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を
し
た
時
に
は
全
く
知
識
を
有
し
な
か
っ
た
ト
ム
ソ
ン
の
日
Ｒ
巴

①
８
５
ｏ
８
く
の
概
念
史
に

「御
救
」
を
、
そ
し
て
従
来
か
ら
の
通
念

と
な
っ
て
い
る
ｏ
ｏ
澤
】８
〕
８
ｏ
●
ｏ
８
く
の
そ
れ
に

「国
益
」
を
当
て

て
考
え
抜
い
て
良

い
の
で
は
な
い
か
と
、
今
は
そ
う
い
う
判
断
に

至

っ
て
い
る
。

私
が
大
胆
に
も
開
拓
し
よ
う
と
し
た
視
角
に
、
賛
意
を
表
し
て
下

さ
っ
た
の
が
、
西
川
俊
作
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
そ
の
論
稿

「諸
藩
の

産
業
と
経
済
政
策
」
（新
保
博
他
編

『近
代
成
長
の
胎
動

。
日
本
経
済
史

２
』
岩
波
書
店

。
一
九
八
九
年
）
で
、
大
名
領
国
経
済
の
自
立
化
の
中

に
登
場
す
る

「藩
国
家
官
庁

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
の
、
国
産
振
興

・
交

易
を
通
じ
て

「国
益
」
拡
大
に
努
め
る
経
済
政
策
論
の
中
に
、
「
国

益
」
経
済
学
の
大
成

。
体
系
化
」
の
方
向
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

も
っ
と
も
、
「
日
本
が

一
九
世
紀
の
国
際
経
済
秩
序
に
組
込
ま
れ
る

や
、
単
な
る
相
似
的
拡
大
論
で
は
処
理
し
き
れ
な
い
諸
条
件
に
よ
っ

て

（中
略
）、
ま
た
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
の
輸
入
に
よ
っ
て
、
国
産

の
経
済
学
は
未
完
の
ま
ま
歴
史
の
彼
岸
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
」
と

締
め
く
く
っ
て
い
る
。
私
の
解
明
せ
ん
と
す
る
方
向
に
対
す
る
、
ま

こ
と
に
有
難
い
援
護
射
撃
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
石
井
氏
が
注
目
し
て
下
さ
っ
た
西
村
郡
司
の
明
治
五
年

八
月
付

「乍
恐
奉
言
上
建
白
書
」
の
国
益
論
を
、
よ
り
多
く
の
人
々

に
知

っ
て
戴
く
べ
く
も
う

一
度
左
に
紹
介
し
た
い
。

西
村
は
米
油
粕
干
錫
商
の
実
地
経
験
に
も
と
づ
き
、
当
時
の
経
済

現
象
に
広
く
視
野
を
向
け
、
事
態
を
こ
う
把
握
す
る
。
蒸
気
器
械
用

の
油
の
需
要
増
が
油
類
相
場
の
騰
貴
を
も
た
ら
し
た
。
た
め
に
、
清

国
か
ら
油
を
輸
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
輸
入
量
に
よ
り
相
場
が
高
低

す
る
有
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
清
国
の
利
益
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ

こ
で
、
大
豆
か
ら
絞
油
を
製
造
す
る
よ
う
に
改
め
た
い
。
さ
す
れ

ば
、
油
価
が
下
落
し
、
器
械
を
使
用
す
る
者
に
と
り
助
け
と
な
る
ば

か
り
で
な
く
、
農
民
に
と

っ
て
は
大
豆
価
格
の
上
昇
が
も
た
ら
さ

れ
、
苦
労
の
仕
甲
斐
も
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
絞
り

粕
で
味
噌
を
作

っ
た
り
、
牛
馬
の
餌
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
大
豆
絞
油
の
分
だ
け
国
益
が
増
す
こ
と
に
な
る
。
要
す
る

に
、
大
豆
が
高
価
に
な
り
農
民
の
収
入
が
増
加
、
そ
れ
に
よ
り
絞
油

の
供
給
は
増
加
し
て
、
器
械
使
用
者
の
便
宜
が
増
し
、
油
価
が
下
落

す
る
た
め
外
国
か
ら
の
輸
入
は
減
少
し
て
、
国
益
が
増
加
す
る
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
、
蒸
気
器
械
の
便
利
の
み
な
ら
ず
、
農
工
商
の
家

産

。
家
業
の
助
け
、
繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

蒸
気
器
械
を
視
野
に
入
れ
た
議
論
で
は
な
い
が
、
西
村
郡
司
と
同

じ
く
、
経
済
現
象
の
相
互
関
連
に
留
意
し
つ
つ
国
益
概
念
を
使
用
し

て
い
る
人
物
に
長
崎
県
浦
五
島
町
の
商
人
岸
川
才

一
郎
が
居
る
。
岸
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川
は
明
治
五
年

一
月
付
集
議
院
あ
て

「上
」
で

「皇
国
産
ノ
頁
海
外

二
其
儘
売
渡
候
て
は
御
国
益
卜
は
相
成
間
敷
奉
存
候
」
と
言
う
。
そ

れ
は
、
「葉
頁

二
て
売
出
す
と
も
終

ニ
ハ
彼
ノ
国
に
お
ゐ
て
職
人
の

手
を
雇
ひ
巻
上
ケ
、　
一
箱
八
ド
ル
よ
り
階
級
有
之
、
九
ド
ル
十
ド
ル

上
品
二
て
は
二
十
ド
ル
ニ
も
売
立
候
儀
を
承
知
仕
候
」
で
あ
る
か
ら

だ
。
そ
こ
で
、
「葉
貰
ノ
ミ
売
出
シ
候
テ
ハ
大

二
国
益
ヲ
失
ヒ
候
半

と
愚
考
仕
」
る
の
で
、
「右
巻
様
相
稼
キ
候

ニ
ハ
足
腰
不
具
ノ
崎
漢

老
婆
処
女

ニ
テ
モ
宜
シ
ク
全
ク
貧
民
御
撫
育
ノ

一
端
」
と
し
て
、
国

内
で
巻
上
げ
加
工
を
す
す
め
た
い
。
さ
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
「
日
州

肥
後
薩
州
」
の
葉
貰

一
か
年
平
均

一
五
〇
万
斤
と
見

つ
も
り
、
予
想

を
立
て
る
と
す
る
と
、
「
凡
四
十
万
両
之
基
代

ニ
シ
テ
海
外
最
第

一

ノ
下
料
の
品
ヨ
リ
三
割
五
歩
ノ
価
ヲ
引
下
ケ
売
出
シ
候
ト
モ
、
基
代

ヲ
除
キ
差
引
残
り
八
十
万
両
ノ
国
益
ヲ
生
シ
候

ハ
現
前
ノ
事

二
候
、

係
ル
御
国
益
ノ
筋
ヲ
其
儘

二
致
シ
置
キ
葉
頁
ノ
ミ
ニ
テ
売
出
シ
候
段

余
り
残
念
至
極
ノ
到
卜
奉
存
候
」
と
、
具
体
的
数
字
を
あ
て
は
め
た

計
算
例
も
あ
げ
て
、
国
益
を
論
じ
て
い
る
。
岸
川
が

「基
代
」
と
い

う
原
材
料
費
概
念
の
上
に
、
「職
人
」
の

「稼
ギ
」
を
国
益
と
、
と

ら
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ト
ッ
ク
の
み

な
ら
ず
フ
ロ
ー
を
も
国
益
と
理
解
し
て
い
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ

＞ｎノ。

ま
た
、
明
治
十
二
年
八
月
付
、
東
京
府
木
村
万
平
の
宛
先
記
載
な

し
の

「外
国
輸
出
入
不
平
均
之
建
言
」
は
、
そ
の
開
放
体
系
の
経
済

構
想
を
展
開
す
る
際
の
基
本
概
念
と
し
て
国
益
を
使
用
す
る
。

だ
が
、
今
日
に
至
る
わ
が
国
の
経
済
学
史
が
示
す
よ
う
に
、
ま
た

先
の
西
川
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「国
産
の
経
済
学
は
未
完
の
ま

ま
歴
史
の
彼
岸
に
置
か
れ
」、
政
治
と
経
済
の
分
離
を
な
し
と
げ
た

経
済
概
念
装
置
と
し
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
、
「明
治
初
年
の
百
武

・
西
村
と
い
っ
た
国
家
的
利
害
と

つ
な
が
る
旧
特
権
商
人
を
担
い
手
と
す
る

「国
益
」
を
、
国
民
的
利

害
と
の
関
わ
り
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
」
と
の
、
石
井
氏
の
批
判
に
答
え
る
必
要
が
出
て
来
る
。
考
え

て
み
る
に
、
国
益
思
想
は
各
大
名
領
国
が
、
戦
闘
集
団
た
る
軍
団
組

織
が
駐
屯

・
支
配
す
る
政
治

・
行
政
単
位
か
ら
、
自
立
的
な
経
済
行

政
単
位
に
そ
の
相
貌
を
改
め
る
中
に
成
立

。
展
開
す
る
。
た
め
に
、

そ
の
軍
団
組
織
に
と
り
元
来
は
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
経
済
活
動
を

是
認

・
合
理
化
す
る
用
語
と
し
て
も
使
わ
れ
る
運
命
を
も
伴

っ
て
い

た
。石

井
氏
の
言
う
、
「国
益
」
と
は
国
家
的
利
害
か
ら
す
る
そ
れ
な

の
か
、
国
民
的
利
害
か
ら
す
る
そ
れ
な
の
か
判
然
す
べ
し
と
す
る
批

判
は
当
然
生
じ
る
と
思
う
。
ま
た
、
谷
山
正
道
氏
や
藪
田
貫
氏
の
ご
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と
く
、
「藩
領
国
型
の
国
益
論
」
だ
け
で
は
な
い
、
国
訴
と
い
う
運

動
か
ら
生
れ
る

「地
域
成
り
立
ち
と
し
て
の
国
益
」
論
を
視
野
に
入

れ
る
べ
し
と
す
る
批
判

（藪
田
貫
編

『社
会
と
秩
序

・
民
衆
運
動
史

３
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
も
、
私
は
充
分
承
知
す
る
。

こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
今
の
段
階
で
私
が
答
え
得
る
の
は
、

国
益
論
が
経
済
概
念
と
し
て
純
粋
化
さ
れ
得
る
条
件
を
最
も
良
く
備

え
て
い
た
の
は
大
名
領
国
の
そ
れ
で
あ

っ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
。

そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
、
た
し
か
に
国
家
的
利
害
と
国
民
的
利
害
と
い

う
二
つ
の
異
な
る
視
座
か
ら
把
握
す
る
必
要
は
、
日
本
近
代
社
会
史

の
あ
る
段
階
ま
で
は
あ
る
と
思
う
が
、
明
治
期
の
時
の
流
れ
の
中
に

国
家
的
利
害
に
呑
み
込
ま
れ
る
形
で

「国
益
」
思
想
は
、
そ
の
時
代

の
経
営
理
念
を
支
え
る
文
化
構
造
、
日
本
資
本
主
義
の
エ
ー
ト
ス
と

な

っ
て
行

っ
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
事
実
は
、
そ
の
後
の
日
本
社
会

の
歩
み
に
も
大
き
く
影
響
し
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
結
果
の
善
悪
は
別
と
し
て
、
あ
る
経
営
者
が
表
明
し
た
経
営
信
条

も
、
そ
の
企
業
の
従
業
員
の
共
感
を
確
保
し
、
そ
の
経
営
に
つ
い
て

の
考
え
方
に
共
鳴
盤
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
経
営
理
念

た
り
得
な
い
こ
と
を
、
思
う
の
で
あ
る
。

次
に
、
「洋
紙
製
造
資
本
の
発
展
が
、
間
屋
資
本
を
従
属
さ
せ
て

い
く
話
が
、
明
治
前
期
か
ら
説
か
れ
る
の
は
少
し
早
す
ぎ
る
」
、
ま

た
第
二
部
の

「間
屋
資
本
主
義
の
持
続
性
の
議
論
と
も
離
嬬
」
が
あ

る
と
の
批
判
は
、
卒
直
に
受
け
入
れ
今
後
の
課
題
と
し
て
、
第
二
部

で
の
視
角
で
あ
る
同
業
組
合
研
究
を
推
進
す
る
中
で
、
地
道
に
研
鑽

を
重
ね
た
い
と
思
う
。

第
二
章
で
諸
賢
に
、
史
実
の
再
発
見
と
し
て
訴
え
た
か
っ
た
こ
と

は
こ
う
で
あ
る
。
パ
ク
ス

・
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
市
場
経
済
が
登
場
す
る

以
前
の
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
貿
易
構
造
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
た

し
か
に
、
石
井
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
明
治

一
三
年
の
建
自
で
あ

る

（史
料

一
ら

は
、
「到
底
無
理
な
理
想
論
」
で
あ
っ
た
と
認
め

る
。
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
い
う
構
想
を
抱
か
せ
た
歴
史

の
重
み
で
あ
る
。
巨
大
商
社
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
ア
ジ
ア
間
の
交
易

を
目
指
し
て
い
た
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
ｏ
マ
セ
ソ
ン
商
会
の
Ｊ

・
ウ
ィ
ッ

タ
ル
が
、　
一
八
五
九
年

一
月
六
日
付
の
手
紙
で
、
「現
在
の
長
崎
貿

易
を
調
べ
る
と
、
適
当
な
輸
出
品
を
発
見
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
中
国

人
に
は
か
な
わ
な
い
と
い
う
消
極
的
見
通
し
を
述
べ
」
る
の
は
こ
の

重
み
を
認
識
し
た
か
ら
で
あ
り
、
「資
金
に
乏
し
く
自
分
の
船
を
持

た
な
い
徒
手
空
拳
の
中
小
外
国
商
人
が
数
を
増
し
」
、
こ
れ
ら
の
西

洋
人
が
日
清
間
の
中
継
貿
易
に
新
規
参
入
し
て
富
を
貯
え
る
と
い
う

事
態
が
生
じ
た
の
も
そ
れ
が
故
で
あ
る
。
こ
の
事
態
に
対
し
、
「我

物
産
ヲ
支
那
二
輸
出
シ
支
那
産
ヲ
皇
国
に
輸
入
シ
」
致
富
す
る
西
洋
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人
を
排
除
し
た
上
で
再
構
築
せ
ん
と
す
る
日
清
貿
易
構
想
も
ま
た
、

国
益
を
基
本
概
念
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た

い
の
で
あ
る
。

松
浦
玲

『明
治
の
海
舟
と
ア
ジ
ア
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
八
七
年
）

は
、
征
韓
論
に
異
議
を
唱
え
、
日
清
戦
争
に
反
対
し
続
け
た
海
舟

を
、
見
事
に
描
き
切
っ
た
秀
作
と
考
え
る
が
、
福
沢
諭
吉
が
言
う
と

こ
ろ
の

「脱
亜
入
欧
」
論
に
抗
す
る
文
明
論
を
確
固
た
る
思
想
的
基

盤
と
し
て
、
海
舟
が
保
持
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
記
録
さ
れ
得
た
史
実

で
あ

っ
た
。
海
舟
に
は
伝
統
的
な
東
ア
ジ
ア
国
際
体
制

（清
朝
中

国
・
李
朝
朝
鮮

・
徳
川
日
本
に
よ
り
年
月
を
か
け
て
築
き
あ
げ
ら
れ
た
体

制
）
の
認
識
が
あ
っ
た
。
こ
の
認
識
を
支
え
た
要
因
の
ひ
と
つ
が
、

パ
ク
ス

・
ブ
リ
タ
ニ
カ
登
場
前
の
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
貿
易
構
造

で
あ

っ
た
。
だ
が
我
々
が
歩
ん
だ
道
は
、
パ
ク
ス

。
ブ
リ
タ
ニ
カ
が

地
球
上
で
勝
利
を
占
め
る
に
つ
れ
て
、
「脱
亜
入
欧
」
論
に
抗
す
る

海
舟
流
の
文
明
論
は
、
歴
史
の
間
の
中
に
消
え
去
る
と
い
う
道
行
き

で
あ
っ
た
。

第

二
部

「市
場

３

ち
ば
ご

に

つ
い
て
は
、
私

の
主
張
に
は

「確
か
に
当
た
っ
て
い
る
部
分
が
多
い
」
と
、
記
し
て
下
さ
っ
た
こ

と
に
、
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

「産
業
革
命
と
は
、
機
械
の
発
明
と
利
用
を
基
礎
に
し
て
資
本
制

生
産
様
式
が
全
社
会
的
に
確
立
す
る
過
程
で
あ
る
」
と
す
る
に
と
ど

ま
ら
ず
、
「自
ら
の

（資
本
家
の
こ
と
―
―
藤
田
注
）
存
在
と
決
定
的

に
対
立
す
る
存
在
と
し
て
の
賃
労
働
者
―
プ
ロ
ン
タ
リ
ア
ー
ト
を
生

み
出
し
た
と
い
う
側
面
が
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
石
井

氏
の
考
え
方
に
は
賛
成
で
あ
り
、
何
の
異
論
も
な
い
。
通
説
に
対
し

て
抱
く
私
の
異
論
は
、
資
本
の
再
生
産
が
そ
の
自
立
的
運
動
を
始
め

無
限
軌
道
を
走
り
出
す
過
程
に
着
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
と
同
じ

く
、
賃
労
働
者
の
再
生
産
に
つ
い
て
も
考
察
を
深
め
る
必
要
が
あ
る

筈
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
賃
労
働
者
の
再
生
産
と
は
、
要
す
る

に
家
族
を
形
成
し
た
賃
労
働
者
が
将
来
の
賃
労
働
者
た
る
子
弟
を

お
「
ａ
暦
一【８

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
繊

維
工
業
に
お
け
る
寄
宿
舎
型
の
女
子
労
働
者
は
、
家
族
を
形
成
し
て

い
な
い
。
従

っ
て
将
来
の
賃
労
働
者
を

お
Ｒ
ａ
暦
一】ｏ
●
す
る
社
会

経
済
的
機
能
を
有
し
て
い
な
い
人
間
類
型
で
あ
る
。
こ
れ
ら
主
と
し

て
農
業
部
門
か
ら
析
出
さ
れ
る
女
子
労
働
者
は
、
確
か
に
資
本
の
再

生
産
に
深
く
組
み
込
ま
れ
た
人
間
類
型
で
あ
る
か
ら
賃
銀
労
働
者
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
賃
労
働

者
の
体
制
的
成
立
と
い
う
視
角
か
ら
す
る
時
は
、
萌
芽
と
位
置
づ
け

る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
、
今
も
っ
て
考
え
て
い
る
。

生
産
調
査
会
が
大
正
元
年
に
、
「
工
業
発
達
助
長

二
関
ス
ル
件
」

′85



に
関
す
る
農
商
務
大
臣

へ
の
答
申
に
お
い
て
、
「各
所
二
日
用
品
市

場
ヲ
公
設
ス
ル
ヲ
以
テ
ロ
下
ノ
急
務
ト
ス
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
大

正
七
年
の
内
務
次
官
通
牒

「小
売
市
場
設
置
奨
励
ノ
件
」
と
し
て

「小
売
市
場
設
置
要
綱
」
を
全
国
に
示
し
た
と
い
う
事
実
は
、
注
目

す
べ
き
史
実
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
近
代
日
本
史
に
お
い
て
、
政

。

官

。
財

。
学
、
各
界
の
有
識
者
が
日
用
品
市
場
の
公
設
に
つ
い
て
議

論
を
行
な
い
、
政
府
が
食
料
品
小
売
市
場
に
政
策
的
指
針
を
示
し
た

の
は
、
こ
の
時
が
初
め
て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
「公
設
さ
れ
た
小
売
市
場
に
や

っ
て
き
て
そ
こ
を
利
用
し

た
の
は

（中
略
）
も
う
少
し
広
く
都
市
市
民

一
般
だ
っ
た
よ
う
に
も

思
え
る
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
」
と
の
批
判
は
、
私
が
通
勤
型
家
族
持

ち
成
人
男
子
労
働
者
の
登
場
を
も
っ
て
、
賃
労
働
者
階
級
の
体
制
的

成
立
を
主
張
せ
ん
と
し
て
余
り
に
も
単
純
に
書
き
綴
っ
た
表
現
の
粗

雑
さ
に
原
因
が
あ
り
、
石
井
氏
の
言
に
あ
る
よ
う
に
肌
理
こ
ま
か
な

表
現
が
、
近
代
都
市
社
会
の
実
態
か
ら
し
て
も
必
要
で
あ
る
と
自
己

批
判
し
た
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
昭
和
六
年
に
内
務
省
社
会
局
社
会
部
が
編
集

し
た

『公
設
市
場
概
況
』
か
ら
、
同
年
三
月
現
在
で
、
公
設
市
場
設

置
が
全
然
見
ら
れ
な
い
県
と
し
て
、
新
潟

・
群
馬

。
栃
木

。
山
梨

・

青
森

・
山
形

。
宮
崎
の
七
県
が
あ
る

一
方
、
設
置
の
多
い
道
府
県
と

し
て
、
大
阪

。
東
京

・
愛
知

。
兵
庫

・
北
海
道

。
神
奈
川

。
広
島

・

福
岡

・
京
都
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
も
、
公
設
市

場
の
設
置
が
賃
労
働
市
場
の
展
開
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
と
推
測

さ
せ
ら
れ
る
。
私
の
視
角
の
有
効
性
を
保
証
し
て
い
る
と
思
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
東
京
の
公
設
小
売
市
場
研
究
は
こ
れ
か
ら
何

人
か
に
よ

っ
て
深
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
現
在
の
所
、
吉
田
忠

他
著

『食
生
活
変
貌
の
ベ
ク
ト
ル
』
（農
山
漁
村
文
化
協
会
、　
一
九
八

八
年
）
が
、
昭
和

一
ケ
タ
か
ら
ニ
ケ
タ
に
か
け
て
の
東
京
市
の
公
私

設
小
売
市
場
に
つ
い
て
、
興
味
あ
る
事
実
を
記
し
て
い
る

盆
ハ
八

～
七

一
頁
）。
こ
の
頃
の
東
京
に
は
、
大
沢
常
太
郎
と
い
う
青
果
小

売
商
Ｈ
八
百
屋
の
大
立
物

（大
沢
常
太
郎

『何
苦
礎

一
代
』
わ
せ
だ
書

房
、　
一
九
六
三
年
）
が
居
り
、
六
大
都
市
青
果
小
売
商
組
合
連
合
会

を
組
織
し
、
そ
の
会
長
と
し
て
昭
和
六
年
に
は

「公

。
私
設
小
売
市

場
増
設
反
対
」
の
陳
情
活
動
を
展
開
す
る
中
で
、
「小
売
業
者
擁
護

ノ
上
ヨ
リ
シ
テ
速
カ
ニ
小
売
市
場
法
規
ヲ
制
定
セ
ラ
ン
向
後
小
売
市

場
取
締
ヲ
厳
重
ニ
シ
、
其
増
設

二
付
テ
ハ
御
認
可
不
相
成
様
致
度
」

と
、
各
都
市
行
政
当
局
に
対
し
て
圧
力
を
か
け
て
い
る
。
「昭
和
五
、

六
年
こ
ろ
か
ら
、
市
当
局
は
公
設
小
売
市
場
の
縮
小
政
策
を
取
り
始

め
た
と
言
わ
れ
」
る
の
は
、
大
沢
常
太
郎
の
本
拠
が
ま
さ
に
東
京
市

で
あ

っ
た
こ
と
と
、
か
か
わ
り
が
あ
る
の
で
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ

ク86



は
と
も
か
く
、
首
都
圏
に
研
究

・
教
育
の
場
所
を
有
す
る
方
々
に
、

本
格
的
に
と
り
あ
げ
て
戴
き
た
い
視
角
、
そ
れ
が
、
こ
の
第
二
部
で

い
う

「市
場

（
い
ち
ば
ご

な
の
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
公
設
市
場
を
め
ぐ
る
法
律
制
度
の
中
で

最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
昭
和
三
四
年
に
成
立
す
る
小
売
商
業
調
整
特

別
措
置
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
唯

一
の
、
参
照
す
べ
き
研
究

書
に
石
原
武
政

『小
売
業
に
お
け
る
調
整
政
策
』
（千
倉
書
房
、　
一
九

九
四
年
）
が
あ
る
。
こ
の
書
で
、
こ
の
法
の
成
立
に
動

い
た
圧
力
団

体
は
、
東
京
都
を
除
く
、
五
大
都
市
た
る
横
浜

。
名
古
屋

・
京
都

・

大
阪

・
神
戸
の

「
五
大
市
場
総
連
合
会
」
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
の

間
の
事
情
が
、
乏
し
い
資
料
の
中
か
ら
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。
が
、

東
京
都
の
業
界
団
体
が
何
故
参
加
し
な
か
っ
た
の
か
は
、
不
明
の
ま

ま
残
さ
れ
た
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
問
題
を
、
首
都
圏
在

住
の
方
に
手
掛
け
て
戴
き
た
い
と
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
自
給
農
業
の
崩
壊
と
い
う
概
念
と

一
対
の
対
概
念
と

し
て
、
食
料
品
を
始
め
と
す
る
日
用
必
需
品
小
売
市
場
の
展
開
、
す

な
わ
ち
市
場
革
命
概
念
を
設
定
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

第
二
部

「
同
業
組
合
」
で
は
、
間
屋
資
本
を
究
明
す
る
こ
と
の
必

要
性
に
つ
い
て
、
意
見
が

一
致
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
嬉
し

い
。
産
業
資
本
の
生
成
史
の
視
角
か
ら
こ
の
問
題
に
到
達
な
さ
っ
た

石
井
氏
と
は
異
な
り
、
私
は
同
業
組
合
研
究
を
進
め
る
中
に
、
思
わ

ず
こ
の
主
題
に
逢
着
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

氏
は

「従
来
の
研
究
史
が
無
視
し
て
き
た
商
工
組
合
法
案
」
と
明

記
し
て
下
さ
っ
た
が
、
こ
の
法
案
の
策
定
過
程
と
そ
の
挫
折
の
解
明

は
、
中
小
企
業
政
策
史
研
究
の
み
な
ら
ず
、
広
く
戦
前
期
の
経
済
政

策
史
研
究
に
と
り
、
欠
く
べ
か
ら
ぎ
る
課
題
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た

と
考
え
る
。
当
事
者
の
吉
野
信
次
が
、
そ
の
著

『日
本
工
業
政
策
』

（日
本
評
論
社
、　
一
九
三
五
年
）
―
―
木
山
実
氏
の
教
示
に
感
謝
す
る

―
―
で

「
一
部
の
同
業
組
合
関
係
者
は
他
の
条
項
は
暫
く
措
き
、
組

合
の
強
制
加
入
を
認
め
ざ
る
の
理
由
を
以
て
反
対
の
態
度
を
持
し

た
。
（中
略
）
今
は
之
を
強
行
す
べ
き
機
会
で
な
い
と
云
ふ
訳
で
其

儘
に
放
任
し
て
今
日
に
及
ん
で
居
る
の
で
あ
る
」
貧

六
九
頁
）
と

記
し
た
以
外
、　
一
切
口
を
喋
ん
だ
こ
と
が
禍
根
を
残
し
た
。
欽
定
史

書
と
も
い
う
べ
き

『商
工
政
策
史
　
第
十
二
巻
　
中
小
企
業
』
に
よ

る
論
理
展
開
の
横
行
で
あ
る
。

昭
和
二
年
次
の

『京
都
日
出
新
聞
』
に
は
、
商
工
省
が
、
重
要
輸

出
品
工
業
組
合

・
輸
出
組
合

。
重
要
物
産
同
業
組
合
そ
れ
に
百
貨
店

を
ま
き
込
ん
だ
組
合
法
制
に
ま
つ
わ
る
確
執
に
、
苦
慮
す
る
様
を
伝

え
る
記
事
が
度
々
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
七
月

一
五
日
付

「両
組
合
の
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紛
争
と
商
工
省
の
方
針
、
権
限
を
生
産
と
輸
出
に
、
適
当
な
機
会
に

指
示
」
と
の
見
出
し
記
事
に
は
こ
う
あ
る
。

工
業
組
合
及
び
工
業
組
合
連
合
会
は
生
産
工
程
の
改
善
の
み
に

留
意
し
、
こ
れ
が
内
地
販
売
は
同
業
組
合
の
手
に
よ
ら
し
め
、

工
業
組
合
同
業
組
合
の
手
に
あ
る
も
の
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
が

輸
出
に
当

っ
て
は
必
ず
輸
出
組
合
の
手
を
経
べ
し

「
工
業
組
合
の
発
達
は
輸
出
業
に
脅
威
、
両
者
の
確
執
が
続
出
し

商
工
省
も
悩
ま
さ
る
」
（七
月
二
九
日
付
見
出
し
）、
「百
貨
店
の
同
業

組
合
認
可
説
俄
然
起
る
、
認
否
何
れ
に
決
定
さ
れ
る
か
、
注
目
す
べ

き
商
工
省
内
の
雲
ゆ
き
、
近
く
省
議
を
開

い
て
決
定
」
（八
月
八
日

付
見
出
し
）
と
い
う
次
第
。
こ
う
し
た
前
史
を
受
け
て
三
年
次
の
、

百
貨
店
は
同
業
組
合
に
加
入
す
る
に
及
ば
ず
、
三
法
統

一
の
商
工
組

合
法
案
策
定

。
屈
辱
に
満
ち
た
挫
折
と
い
う
具
合
に
商
工
政
策
史
稗

史
の
編
纂
に
利
用
し
得
る
史
実
が
、
今
に
豊
か
に
残
さ
れ
て
い
る
。

吉
野
も
記
し
た
よ
う
に
強
制
加
入
か
任
意
加
入
か
が
議
論
の
焦
点

の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
吉
野
を
始
め
と
す
る

商
工
省
官
僚
が
ど
こ
ま
で
真
剣
に
強
制
加
入
原
理
の
否
定
を
考
え
て

い
た
か
に
は
疑
間
が
あ
る
。
昭
和
七
年
の
商
業
組
合
法
の
条
文
の
第

九
条
を
読
め
ば
、
商
業

「組
合
員
二
非
ズ
シ
テ
其
ノ
組
合
ノ
地
区
内

二
於
テ
組
合
員
タ
ル
資
格
ヲ
有
ス
ル
者

二
対
シ
其
ノ
組
合
ノ
統
制

ニ

従
フ
ベ
キ
ヨ
ト
フ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

私
が
考
え
る
に
は
、
吉
野
が
狙

っ
て
い
た
の
は
間
屋
資
本
駆
逐
、

そ
の
た
め
の
制
度
的
牙
城
た
る
重
要
物
産
同
業
組
合
法
の
廃
止
で

あ
っ
た
。
吉
野
ら
商
工
省
官
僚
が
、
名
を
捨
て
実
を
取
る
形
で
立
法

化
し
た
工
業
組
合
法
に
は
全
国
組
織
た
る
工
業
組
合
中
央
会
に
法
的

根
拠
を
与
え
る
用
意
が
な
く
、
東
京

・
神
奈
川

・
愛
知

・
岐
阜

・
兵

庫

。
大
阪
と
い
っ
た
各
府
県
の
工
業
組
合
関
係
者
に
よ
る
下
か
ら
の

運
動
が
あ

っ
て
、
昭
和
八
年
の
第
二
次
法
改
正
で
、
工
業
組
合
中
央

会
に
法
的
根
拠
が
与
え
ら
れ
た
の
が
事
実
経
過
で
あ
る
か
ら
で
あ

２つ
。私

の
間
屋
資
本
研
究
は
同
業
組
合
制
度
史
か
ら
到
達
し
た
も
の
で

あ
る
だ
け
に
、
実
態
研
究
は
殆
ん
ど
全
く
欠
け
て
い
る
と
言

っ
て
良

い
。
こ
の
点
今
後
の
精
進
が
必
要
で
あ
る
。
製
造
業
と
の
関
係
は
勿

論
重
要
だ
が
、
小
売
業
と
の
関
係
の
解
明
に
は
、
よ
り
多
く
の
研
究

者
が
参
加
し
て
下
さ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
後
藤
晃
氏
の

「流

通
は
生
産
と
消
費
を
結
ぶ
単
な
る
パ
イ
プ
で
は
な
く
、
市
場
経
済
の

中
で
上
述
し
た
よ
う
な
き
わ
め
て
重
要
な
機
能
―
―
生
産
と
消
費
の

間
の
調
整
、
情
報
の
伝
達
、
付
帯
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
い
っ
た
機

能
、
藤
田
注
―
―
を
は
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
機
能
を
必
ず

し
も
流
通
業
者
が
担
う
必
要
は
な
い
が
、
誰
か
が
何
ら
か
の
形
で
行
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わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
貧
一輪
芳
朗
他
編

『日
本
の
流
通
』、
四
一
七

頁
、
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
九

一
年
）
と
す
る
発
言
に
賛
成
す
る
。

最
後
に

「営
業
の
自
由
」
を
ど
う
解
す
る
か
に
つ
い
て

一
言
し
た

い
。
株
仲
間
の
ゆ
り
戻
し
と
い
う
表
現
が
適
切
さ
を
欠
い
た
の
か
も

知
れ
な
い
が
、
私
は
同
業
組
合
は
株
仲
間
の
調
整
機
能

・
信
用
保
持

機
能
を
引
継
い
だ
と
言
っ
た
の
で
あ

っ
て
、
独
占
機
能

。
権
益
擁
護

機
能
を
も
引
継
い
だ
と
は
し
て
い
な
い
。
私
が
岡
田
説
に
与
す
る
理

由
は
こ
う
で
あ
る
。

吸
収

・
合
併
を
も
想
定
す
る
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
競
争
原
理

の
貫
く
経
済
社
会
に
は
、
加
入
強
制
原
則
は
な
じ
ま
な
い
、
と
い
う

よ
り
不
必
要
で
あ
る
と
す
ら
言
え
る
。
何
故
な
ら
全
同
業
者
強
制
加

入
と
い
う
こ
と
は
、
お
互
い
に
自
由
競
争
を
す
る
の
で
な
く
、
大
は

大
な
り
に
小
は
小
な
り
に
相
互
依
存
し
て
現
状
を
維
持
し
て
行
こ
う

と
い
う
思
考
様
式
だ
か
ら
。
加
入
制
限
で
は
な
い
か
ら
新
規
参
入
は

誰
に
で
も
出
来
る
と
し
て
も
、
加
入
強
制
原
則
は
、
吸
収

。
合
併
を

想
定
す
る
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
よ
る
競
争
原
理
に
な
じ
ま
な
い
と
い
う

点
で
、
た
し
か
に
営
業
の
自
由
と
対
立
す
る
面
が
あ
る
と
言
え
る
。

「私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
い
わ

ゆ
る
独
禁
法
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
公
布
さ
れ
る
ま
で
、
か
か
る
法

理
念
が
自
生
的
に
民
衆
の
中
か
ら
国
民
的
関
心
の
的
と
し
て
登
場
し

な
か
っ
た
か
に
見
え
る
の
も
、
同
業
組
合
に
法
制
上
も
公
認
さ
れ
て

い
た
加
入
強
制
原
則
の
存
在
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
の
加
入
強
制
原
則
の
存
続
は
、
日
本
近
代
社
会
の
民
衆
の
意
識

の
あ
り
方
に
、
重
要
な
影
を
落
し
て
い
る
と
思
う
。
と
い
う
の
は
力

の
弱
い
も
の
は
加
入
し
な
い
と
生
き
残
る
の
が
難
し
く
な
る
だ
け
で

な
く
、
変
り
も
の
で
あ
る
と
か
何
と
か
名
付
け
ら
れ
て
除
け
者
に
さ

れ
る
。
他
方
、
加
入
し
な
い
も
の
が
、
強
力
な
力
を
有
す
る
と
、
他

の
全
員
が
雪
崩
を
打

つ
が
ご
と
く
そ
れ
に
向

っ
て
靡
く
と
い
う
社
会

経
済
現
象
の
出
現
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
動
き
は
、
大
日
本
帝
国
憲

法
第
二
十
二
条
よ
り
演
繹
す
る
、
個
人
の
人
権
の
原
理
と
し
て
の
営

業
の
自
由
と
い
う
、
政
府
見
解
に
よ
っ
て
、
強
力
に
支
え
ら
れ
て
い

た
。
こ
れ
ら
が
戦
前
期
日
本
の
営
業
の
自
由
の
実
態
で
あ

っ
た
と
思

つゝノ。第
四
部

「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
漂
流
記
」
て
は
、
「史
学
史
的
に
も
方
法

論
的
に
も
さ
ら
に
掘
り
下
げ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
」
と
記
さ
れ
た
が
、
た
し
か
に
そ
の
批
判
に
は
耳
を
傾
け
ね
ば
な

る
ま
い
。
「大
塚
久
雄
流
の

（中
略
）
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー

像
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
内
部
自
給
型
日
本
経
済
の
再
建
を
夢

み
る
人
々
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
、
そ
の
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知
的
世
界
に
対
す
る
貢
献
は
認
め
る
」
と
、
私
は
記
し
は
し
た
が
不

十
分
の
謗
り
は
免
が
れ
ま
い
。
人
類
史
に
お
け
る
思
想
史
は
、
思
想

の
継
受

・
展
開
が
、
そ
の
出
発
点
と
な

っ
た
論
者
の
意
図
と
は
異

っ

た
形
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
屋
々
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。
こ
う
い

う
意
味
で
、
近
代
的
経
済
人
の
典
型
と
し
て
把
え
る
と
い
う
手
法

は
、
大
塚
久
雄
と
い
う
す
ぐ
れ
た
社
会
経
済
思
想
家
の
創
造
物
と
し

て
、
今
後
と
も
残
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

だ
が
、
私
が
知
り
た
か
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
原
作
者
デ
フ
ォ
ー

が
世
に
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
は

一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
明
治
日
本
の
思
潮
に
は
東
海
散

士
こ
と
柴
四
朗
の

『佳
人
之
奇
遇
』
な
ど
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
対
す
る

関
心
が
結
構
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

（板
垣
雄
三

『イ
ス
ラ
ー
ム

誤
認
』、　
一
八
四
頁
以
下
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
イ
ス
ラ
ー
ム

認
識
に
欠
如
な
い
し
大
き
な
欠
陥
を
有
す
る
福
沢
諭
吉
の

『文
明
論

之
概
略
』
の
人
類
史
観
が
大
き
く
優
位

を
占
め
る
な
か
に
、
デ

フ
ォ
ー
の
こ
の
著
作
を
、
当
時
の
人
類
史
の
文
脈
に
於
い
て
把
握
し

直
す
と
い
う
基
本
作
業
を
、
我
々
モ
ン
ゴ

ロ
イ
ド
の
一
族
の
集
団
た

る
日
本
社
会
は
怠

っ
て
来
た
の
で
な
い
か
と
、
世
に
訴
え
た
か

っ
た

の
で
あ
る
。

以
上
、
貴
重
な
書
評
を
給
っ
た
お
蔭
で
、
自
ら
の
拙
い
作
業
を
改

め
て
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

意
を
表
す
る
。

（
ふ

じ

た

　

て

い

い

ち

ろ

う

ｏ

石
井
寛
治
氏
に
こ
こ
に
重
ね
て
謝

（
二
〇
〇
四
年
四
月
二
〇
日
）

同
志
社
大
学
商
学
部
教
授
）
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