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十
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出

は　

じ　

め　

に

一
九
五
七
年
の
地
方
自
治
法
施
行
十
年
を
経
て
、
自
治
庁
内
で
は
『
昭
和
自
治
史
』
の
編
集
が
企
画
さ
れ
た
。
そ
の
編
集
目
的
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

地
方
自
治
法
施
行
10
周
年
を
機
と
し
、
昭
和
時
代
に
お
け
る
我
が
国
の
地
方
自
治
及
び
選
挙
に
関
す
る
制
度
の
変
遷
の
過
程

及
び
そ
の
運
営
の
実
際
に
関
し
、
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
史
実
を
解
明
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
広
く
各
方
面
に
お
け
る

資
料
を
収
集
整
理
し
、
も
っ
て
そ
の
歴
史
的
事
実
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

企
画
段
階
で
は
、
全
体
を
戦
後
と
戦
前
戦
中
の
二
部
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
記
述
編
と
資
料
編
と
に
よ
っ
て
な
る
も
の
と
さ
れ
た
。
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う
ち
記
述
編
は
、（
一
）
概
説
、(

二
）
地
方
行
政
、(

三)

地
方
税
財
政
、（
四)

選
挙
の
各
編
を
も
っ
て
構
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
た
め
の
資
料
収
集
で
あ
る
。
関
係
各
課
及
び
関
係
者
の
保
存
に
か
か
る
文
書
・
記
録
、
他
官
庁
の
保

存
に
か
か
る
関
係
文
書
・
記
録
、
国
内
刊
行
物
（
官
報
、
国
会
議
事
録
、
新
聞
を
含
む
。）、
国
外
刊
行
物
に
加
え
て
、
関
係
者
の
口

述
記
録
が
一
項
目
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
「
収
集
整
理
の
方
法
」
と
し
て
も
、「
事
件
ご
と
に
関
係

者
を
集
め
、
座
談
会
方
式
に
よ
り
関
係
者
の
記
憶
を
記
録
す
る
。
当
該
記
録
は
関
係
者
の
再
検
討
を
経
て
、
編
集
室
に
て
整
理
す
る
。

こ
の
方
法
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
関
係
者
個
人
の
口
述
を
記
録
す
る
」
と
別
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
企
画
を
仕
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
、
各
省
庁
に
お
け
る
「
行
政
史
」
編
纂
状
況
が
調
べ
ら
れ
た
。
大
蔵
省
の
『
昭
和
財
政

史
』、
通
産
省
の
『
商
工
行
政
史
』・『
商
工
政
策
史
』、
農
林
省
の
『
農
林
行
政
史
』、
経
済
企
画
庁
の
『
戦
後
経
済
史
』
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
現
在
か
ら
見
て
、
各
省
の
行
政
の
正
史
と
し
て
の
通
史
で
あ
り
、
ま
ず
は
参
照
す
べ
き
基
本
書
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文

書
に
は
手
書
き
で
「
類
似
の
も
の
」
と
記
さ
れ
て
お
り
『
昭
和
自
治
史
』
の
編
集
の
た
め
に
モ
デ
ル
と
な
る
各
省
の
事
業
の
実
態
を

調
査
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
、『
昭
和
財
政
史
』、『
商
工
政
策
史
』、『
戦
後
経
済
史
』
で
は
、
現
在
で
は
関
係
者
の
「
口
述
記
録
」
が
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
『
昭
和
財
政
史
』
に
つ
い
て
は
、
刊
行
書
で
こ
う
し
た
口
述
記
録
が
引
用
さ
れ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
な
ど
に
そ
の
複
写
版
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
時
代
に
つ
い
て
の
口
述
記
録
も
一
部
の
個
人
文

書
な
ど
で
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
以
後
も
継
続
し
て
財
政
史
編
集
の
た
め
に
、
口
述
記
録
の
作
成
・

保
存
が
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、『
商
工
政
策
史
』・『
商
工
行
政
史
』
に
続
く
『
通
商
産
業
政
策
史
』
で
も
章
に
よ
っ

て
は
適
宜
口
述
記
録
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
こ
こ
で
も
そ
う
し
た
記
録
が
作
成
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ

（
１
）

（
2
）

394



う
し
て
、
主
要
省
庁
で
は
、
戦
後
を
振
り
返
る
行
政
史
・
政
策
史
の
編
纂
に
際
し
て
、
文
書
保
存
の
み
な
ら
ず
口
述
記
録
が
作
成
・

活
用
さ
れ
、
そ
う
し
た
作
業
が
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
で
も
『
昭
和
財
政
史
』
の
編
纂
に
つ
い
て
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
調
査
課
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

大
蔵
省
は
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日
の
省
議
決
定
を
も
っ
て
「
戦
後
財
政
史
」
の
編
さ
ん
準
備
に
取
掛
り
、
そ
の
第
一

期
事
業
と
し
て
終
戦
期
に
大
蔵
省
に
在
職
し
、
終
戦
処
理
に
盡
力
し
た
関
係
官
の
談
話
を
あ
つ
め
、
財
政
史
編
さ
ん
の
基
本
的

資
料
と
し
た
。
財
政
史
は
終
戦
の
日
か
ら
講
和
発
効
ま
で
の
期
間
を
編
纂
対
象
と
し
、
し
た
が
っ
て
同
期
の
各
大
臣
、
次
官
、

各
局
課
長
そ
の
他
関
係
官
お
よ
び
関
係
各
省
の
係
官
、
民
間
関
係
者
の
回
想
を
記
録
に
と
ゞ
め
、
当
時
の
関
係
者
が
如
何
な
る

心
構
え
を
も
っ
て
終
戦
期
の
財
政
処
理
に
当
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
占
領
期
の
日
本
財

政
は
有
史
以
来
も
っ
と
も
困
難
な
財
政
期
間
で
あ
っ
て
、
財
政
処
理
の
衝
に
当
っ
た
関
係
官
は
異
常
な
熱
意
を
も
っ
て
こ
れ
に

対
処
し
た
の
で
あ
っ
た
。
終
戦
後
幾
星
霜
、
当
時
の
関
係
官
は
概
ね
官
に
居
な
い
。
又
官
に
在
る
者
も
そ
の
地
位
を
異
に
し
て

い
る
。
こ
の
秋
に
方
り
、
関
係
官
の
記
憶
を
呼
び
も
ど
し
、
逸
散
し
た
資
料
を
蒐
め
、
も
っ
て
財
政
史
編
纂
の
基
礎
的
資
料
と

す
る
の
は
意
義
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
「
異
常
な
熱
意
」
と
と
も
に
戦
後
の
再
建
に
関
わ
っ
た
官
僚
た
ち
の
記
録
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、
大
蔵
省
に
限
ら
ず
、

自
治
庁
を
は
じ
め
他
省
庁
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
治
庁
の
企
画
し
た
『
昭
和
自
治
史
』
は
、『
戦
後
自
治
史
』
と
し
て
「
記

録
編
」
の
み
編
纂
さ
れ
て
公
刊
さ
れ
た
。
口
述
記
録
は
、
長
く
自
治
大
学
校
に
所
蔵
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
近
年
資
料
集
と
し

（
3
）
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て
編
纂
さ
れ
公
開
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
二
十
一
の
座
談
会
が
開
催
さ
れ
、
記
録
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
七
年
三
月
二
日
か

ら
一
九
六
八
年
二
月
九
日
ま
で
の
期
間
に
こ
れ
ら
の
座
談
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
自
治
庁
が
自
治
省
に
組
織
変
更
を

遂
げ
た
時
期
を
は
さ
ん
で
も
い
る
。

し
か
し
、
先
に
挙
げ
た
大
蔵
─
財
務
省
、
通
産
─
経
産
省
と
比
べ
る
と
、
そ
の
後
の
自
治
─
総
務
省
は
、
口
述
記
録
を
含
め
た
行

政
史
へ
の
関
心
が
薄
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
あ
る
と
す
れ
ば
地
方
自
治
法
の
解
説
な
い
し
は
本
書
の
よ
う
な
地
方
自
治
法
の
記

念
論
文
集
で
あ
る
。
他
方
で
、
地
方
自
治
体
で
は
、
自
治
体
史
・
自
治
体
議
会
史
が
編
纂
さ
れ
、
そ
こ
で
は
口
述
記
録
の
作
成
も
ま

た
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
比
べ
て
も
、
内
政
総
括
省
庁
た
る
は
ず
の
自
治
─
総
務
省
で
組
織
と
政
策
を
内
省
す
る
機
会

が
少
な
い
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
地
方
自
治
法
施
行
十
年
を
機
に
行
わ
れ
た
記
録
編
纂
の
中
で
、
口
述
記
録

が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
振
り
返
る
こ
と
で
、
地
方
自
治
法
七
十
年
の
幾
星
霜
を
か
え
り
み
る
た
め
の
方
法
と
は
何
か
探

る
。

一　

座
談
会
記
録
の
作
成

『
戦
後
自
治
史
関
係
資
料
』
に
お
け
る
座
談
会
記
録
の
保
存
状
況
は
次
の
表
の
通
り
で
あ
る
。

地
方
自
治
法
制
定
当
時
の
思
出
を
語
る

第
一
次
　„
地
方
制
度
改
正
（
昭
和
21
年
東
京
都
制
、
府
県
制
、
市
制
、
町
村
制
改
正
）
に
つ
い
て

“　

地
方
自
治
法
の
制
定
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）
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地
方
自
治
法
の
制
定
を
め
ぐ
っ
て
（
二
）（
三
）

地
方
自
治
法
第
一
次
改
正
（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
）
を
め
ぐ
っ
て

地
方
自
治
法
昭
和
二
十
三
年
改
正
を
め
ぐ
っ
て

内
務
省
解
体
に
つ
い
て
の
座
談
会
記
録

連
合
国
総
司
令
部
と
地
方
制
度
の
改
革
に
つ
い
て

部
落
会
、
町
内
会
の
廃
止
を
め
ぐ
っ
て

参
議
院
制
度
に
つ
い
て
（
一
）（
二
）

昭
和
二
〇
年
一
二
月
衆
議
院
選
挙
法
改
正
と
昭
和
二
一
年
四
月
総
選
挙
を
め
ぐ
る
座
談
会

山
崎
内
務
大
臣
時
代
を
語
る
座
談
会

「
占
領
下
の
地
方
税
財
政
」（
一
）（
二
）

植
原
内
務
大
臣
時
代
を
語
る
座
談
会

公
職
追
放
を
め
ぐ
っ
て

大
村
内
相
時
代
を
語
る

警
察
制
度
の
改
革
に
つ
い
て

六
・
三
制
及
び
教
育
委
員
会
制
度
の
発
足
と
改
革

こ
の
う
ち
「
参
議
院
制
度
に
つ
い
て
」
は
資
料
集
に
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
存
否
は
不
明
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
も
の
を
見
渡
す
と
、

地
方
自
治
法
制
定
・
改
正
に
つ
い
て
の
座
談
会
が
最
初
に
集
中
的
に
行
わ
れ
、
内
務
省
解
体
、
部
落
会
・
町
内
会
、
国
会
・
選
挙
制

度
、
公
職
追
放
、
警
察
制
度
、
教
育
制
度
、
内
務
大
臣
へ
の
聞
き
取
り
と
い
っ
た
個
別
テ
ー
マ
を
も
と
に
当
時
が
回
想
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
五
名
か
ら
八
名
程
度
の
出
席
者
に
よ
る
座
談
会
で
は
あ
る
が
、
主
た
る
語
り
手
は
限
ら
れ
て
い
る
。
地
方
自
治
法
関
係

に
つ
い
て
は
、
林
敬
三
と
鈴
木
俊
一
、
選
挙
法
関
係
に
つ
い
て
は
堀
切
善
次
郎
、
地
方
財
政
に
つ
い
て
は
荻
田
保
、
奥
野
誠
亮
、
柴

地方自治法の十年と七十年
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田
護
、
警
察
制
度
に
つ
い
て
は
斎
藤
昇
、
加
藤
陽
三
と
い
っ
た
当
時
の
主
た
る
担
当
者
で
あ
り
、
後
に
も
枢
要
な
ポ
ス
ト
を
歴
任
し

た
人
物
た
ち
が
多
く
を
語
る
。

最
終
的
に
は
、
こ
の
一
連
の
企
画
は
『
戦
後
自
治
史
』
の
公
刊
と
し
て
結
実
し
た
。
各
巻
を
開
く
と
、
本
編
で
地
方
自
治
法
制
定

を
は
じ
め
と
す
る
占
領
改
革
の
過
程
が
叙
述
さ
れ
、
こ
う
し
た
談
話
記
録
は
、
注
で
そ
の
意
図
や
実
態
に
つ
い
て
発
言
を
引
用
し
つ

つ
叙
述
を
補
完
す
る
と
い
う
形
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。

『
戦
後
自
治
史
』
公
刊
後
も
、
こ
の
占
領
期
に
つ
い
て
は
、
要
約
的
な
短
い
回
顧
談
や
、
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て
の
オ
ー
ラ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
多
数
公
表
さ
れ
た
。
ま
た
自
伝
を
執
筆
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
そ
う
し
た
記
録
と
比
べ
る
と
、
こ
の
座
談
会
記

録
は
、
も
っ
と
も
早
い
段
階
で
の
回
顧
談
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
も
、
省
で
の
現
役
職
員
を
含
め
て
、
存
命
中
の
多
数
の
関
係

者
が
集
ま
っ
た
本
格
的
な
記
録
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
、
主
た
る
発
言
者
に
着
目
し
つ
つ
、
そ
の
後
の
オ
ー
ラ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
や
自
伝
な
ど
と
比
べ
て
、
い
か
な
る
特
徴
と
意
義
が
あ
る
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

二　

座
談
会
記
録
の
内
容
的
特
徴

㈠　

終
戦
と
占
領
の
間

前
節
で
の
編
集
過
程
か
ら
、
こ
の
座
談
会
記
録
の
特
徴
は
、
第
一
に
も
っ
と
も
早
い
段
階
で
の
証
言
と
し
て
当
事
者
と
し
て
の
経

験
が
生
々
し
い
段
階
で
の
記
録
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
集
団
で
事
実
確
認
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
概
ね
発
言
は
長
い

と
は
い
え
、
冗
長
で
は
な
い
。
そ
れ
は
他
の
出
席
者
と
の
関
係
で
あ
ま
り
長
く
話
さ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
面
も
あ
る
で
あ
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ろ
う
。
ま
た
、
研
究
者
に
よ
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
の
編
集
で
は
可
能
な
限
り
発
言
を
そ
の
ま
ま
残
す
の
に
対
し
て
、
実
務

家
同
士
の
会
話
で
あ
る
た
め
、
簡
略
を
心
が
け
、
編
集
で
も
内
容
を
簡
潔
に
整
理
し
て
い
る
面
も
な
い
で
は
な
い
。　

話
題
と
な
っ
て
い
る
新
法
制
定
や
改
革
そ
れ
自
体
は
、
現
在
か
ら
見
る
と
様
々
な
文
書
を
検
討
し
た
上
で
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て

お
り
、
特
に
こ
の
早
い
段
階
の
口
述
記
録
が
貴
重
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、
当
時
と
ら
え
た
時
代
状

況
や
、
内
務
省
・
自
治
庁
と
い
う
組
織
の
あ
り
方
が
浮
か
び
上
が
る
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

そ
の
特
徴
が
最
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
の
は
、終
戦
直
後
の
状
況
で
あ
る
。第
一
回
の
座
談
会
冒
頭
で
、林
敬
三
は
、「
虚
脱
状
態
」

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
質
問
を
打
ち
消
し
て
、
こ
う
鮮
烈
に
回
顧
し
て
い
る
。

虚
脱
状
態
で
も
な
い
。
終
戦
直
後
は
た
だ
連
合
軍
を
受
入
れ
る
こ
と
に
全
精
力
を
注
い
だ
。
そ
れ
を
如
何
に
し
て
ス
ム
ー
ズ

に
受
入
れ
る
か
に
全
力
を
使
っ
た
の
で
、
地
方
行
政
を
ど
う
と
か
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
終
戦
直
後
に
深
く
は
考
え
な
か
っ
た
。

し
か
し
地
方
行
政
は
大
き
な
変
革
を
遂
げ
る
だ
ろ
う
、
知
事
公
選
の
声
は
強
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
見
透
し
は
あ
っ
た
。
各
府

県
知
事
は
全
部
責
任
を
負
っ
て
や
め
る
と
い
う
こ
と
を
当
時
熱
心
に
本
気
で
言
っ
て
い
た
時
代
で
す
か
ら
、
全
部
切
替
え
な
け

れ
ば
な
ら
ん
。
今
ま
で
の
政
治
を
や
っ
た
者
に
、
こ
の
百
八
十
度
転
換
し
た
行
政
の
で
き
る
筈
は
な
い
。
大
き
な
変
換
が
必
要

だ
と
い
う
こ
と
は
皆
見
透
し
て
い
た
。
だ
け
ど
そ
れ
が
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
よ
り
、
占
領
軍
を
如
何
に
受
入
れ
る
か
と

い
う
こ
と
に
全
精
力
を
使
い
、
そ
の
点
で
は
虚
脱
と
い
う
よ
り
は
ず
い
ぶ
ん
本
気
に
な
っ
て
働
い
た
。
そ
の
た
め
終
戦
直
後
の

負
け
た
あ
と
の
ほ
う
が
忙
し
か
っ
た
。
そ
の
前
は
空
襲
に
な
る
と
、
地
方
行
政
に
は
手
が
出
せ
ず
、
地
方
に
任
せ
き
り
で
、
情

け
な
い
な
あ
と
い
う
状
態
だ
っ
た
。

（
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こ
の
発
言
で
は
、
前
半
の
「
虚
脱
状
態
で
も
な
い
」
と
い
う
弱
い
否
定
か
ら
、
後
半
で
は
「
ず
い
ぶ
ん
本
気
」
に
な
っ
た
と
よ
り

強
い
否
定
に
変
化
し
て
い
る
。
座
談
会
の
口
火
を
切
る
と
こ
ろ
で
、
徐
々
に
記
憶
が
蘇
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
簡
潔

な
発
言
を
、
一
九
七
四
年
に
林
に
対
し
て
行
わ
れ
た
内
政
史
研
究
会
に
よ
る
談
話
速
記
録
と
比
べ
る
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
相
当
に
異
な

る
。
戦
争
が
終
わ
っ
た
と
き
に
、
直
接
統
治
と
な
る
か
間
接
統
治
と
な
る
か
話
し
合
っ
た
と
い
う
指
摘
の
後
、
林
は
こ
う
語
っ
て
い

る
。

し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
を
論
議
し
て
遊
ん
で
い
た
の
で
は
な
く
、
終
戦
の
日
か
ら
、
い
よ
い
よ
米
軍
が
厚
木
へ
や
っ
て
く
る

八
月
三
十
日
、
で
し
た
か
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
毎
日
毎
日
が
み
ん
な
実
に
忙
し
い
日
ば
か
り
で
し
た
。
…
…
（
中
略
）
…
…
米

軍
の
上
陸
を
い
よ
い
よ
受
入
れ
る
、
そ
の
日
が
迫
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
の
受
入
れ
の
準
備
を
、
ど
の
官
庁
が
主
体
と
な
っ

て
や
る
か
と
な
る
と
や
は
り
、
地
方
の
総
合
官
庁
で
あ
る
都
道
府
県
が
や
る
ほ
か
な
い
で
す
。
そ
こ
で
自
然
と
内
務
省
と
地
方

庁
が
こ
れ
を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
仲
間
と
冗
談
に
言
い
合
っ
た
の
で
す
が
、
内
務
省
は
、
戦
争
が
終
っ
て
か

ら
の
ほ
う
が
忙
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
戦
争
が
終
っ
て
か
ら
の
方
が
忙
し
い
な
ん
て
、
ど
う
も
世
の
中
は
お
か
し
い
な
と
、

い
っ
た
の
で
す
が
、
事
実
そ
う
で
し
た
。

こ
の
後
、
林
は
、
終
戦
直
後
の
内
務
行
政
で
は
、
中
央
の
事
務
の
多
く
を
地
方
に
分
任
し
、
府
県
は
県
内
を
い
く
つ
か
の
地
方
に

分
け
て
そ
こ
に
書
記
官
級
の
者
を
知
事
代
理
の
格
で
置
い
て
警
察
事
務
も
そ
の
統
制
下
に
す
る
な
ど
、
末
端
へ
と
事
務
を
委
譲
し
て

い
た
た
め
、「
中
央
部
ほ
ど
仕
事
は
ひ
ま
に
な
っ
て
き
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
内
容
的
に
は
座
談
会
記
録
を
よ

（
5
）
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6
）
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り
詳
細
に
述
べ
て
い
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
虚
脱
で
は
な
い
こ
と
か
ら
一
気
に
事
態
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
切
迫
感

が
あ
る
談
話
速
記
録
と
は
異
な
り
、
一
九
七
四
年
段
階
で
は
淡
々
と
、
と
き
に
「
冗
談
に
言
い
合
っ
た
」
と
振
り
返
る
。
こ
こ
に
時

代
の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
一
人
で
記
憶
を
語
る
内
政
史
研
究
会
の
談
話
と
、
集
団
で
振
り
返
り
同
時
代

を
共
有
し
つ
つ
語
る
記
録
と
の
差
異
で
も
あ
る
。
一
九
七
四
年
に
行
わ
れ
た
談
話
記
録
は
詳
細
で
は
あ
る
が
、
あ
る
一
部
を
切
り
取

る
鮮
烈
さ
に
欠
け
る
。
時
代
が
過
ぎ
て
記
録
が
、
情
報
の
塊
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
終
戦
直
後
の
時
期
は
、
占
領
改
革
史
を
軸
と
す
る
戦
後
史
で
は
一
風
景
と
し
て
振
り
返
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、『
戦
後
自

治
史
』
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
い
う
よ
う
に
、
地
方
へ
の
委
任
か
ら
地
方
へ
の
統
制
を
復
活
さ
せ
つ
つ
、
占
領

体
制
の
発
足
を
手
が
け
た
の
が
内
務
省
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
パ
ー
ジ
と
改
革
さ
ら
に
は
省
解
体
が
進
め
ら
れ
る
と
い
う
流
れ
も
ま

た
戦
後
史
な
の
で
あ
る
。

㈡
「
大
臣
を
囲
む
」
意
義

座
談
会
記
録
の
多
く
は
、
地
方
自
治
法
の
制
定
・
改
正
、
地
方
税
財
政
制
度
な
ど
の
項
目
ご
と
に
関
係
者
を
組
織
し
て
開
催
し
た

会
の
記
録
で
あ
る
が
、中
に
は
山
崎
巌
、大
村
清
一
、植
原
悦
二
郎
の
三
内
務
大
臣
に
つ
い
て
「
囲
む
会
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。ち
ょ

う
ど
大
蔵
省
の
戦
後
財
政
史
口
述
記
録
が
、「
一
般
」
と
題
し
て
歴
代
大
蔵
大
臣
の
回
顧
談
と
、
予
算
、
税
と
い
っ
た
項
目
ご
と
の

口
述
記
録
と
か
ら
な
る
の
と
同
様
で
あ
り
、
規
模
は
小
さ
い
も
の
の
そ
れ
に
類
す
る
記
録
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「
囲
む
会
」
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
山
崎
、
大
村
は
当
時
内
務
次
官
を
経
験
し
て
内
務
大
臣
と
な
っ
て

お
り
、
大
臣
就
任
前
か
ら
内
閣
と
省
と
を
架
橋
す
る
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
植
原
は
政
党
人
で
あ
り
、
選
挙
法
改
正
の
時
期
の
大
臣
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と
し
て
、
議
会
と
行
政
と
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
も
っ
て
い
た
。

第
二
に
、
山
崎
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
罷
免
を
要
求
さ
れ
た
こ
と
で
東
久
邇
内
閣
総
辞
職
の
一
原
因
と
な
っ
て
お
り
、
大
村
、
植
原
は
占

領
軍
と
の
交
渉
が
厳
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
局
面
で
大
臣
に
就
任
し
て
い
た
。
い
ず
れ
も
首
相
・
内
閣
を
一
方
に
、
占
領
軍
を
他
方
に

置
い
て
交
渉
し
つ
つ
、
省
内
で
対
策
を
練
る
と
い
う
当
時
の
内
務
省
の
中
核
に
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
記
録
は
、
様
々
な
項
目
が
あ
る
時
代
に
集
中
的
に
議
論
さ
れ
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
特
に
、
項
目
ご
と
の
座
談

会
で
は
当
時
の
大
臣
が
出
席
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
大
臣
周
辺
で
の
意
思
決
定
を
跡
づ
け
る
に
は
や
は
り
重
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
大
臣
の
対
外
折
衝
に
は
概
ね
次
官
が
同
行
し
て
い
る
。
特
に
政
党
人
の
植
原
大
臣
時
代
の
斎
藤
昇
次
官
は
、
大
臣
の
記

憶
を
裏
書
き
す
る
発
言
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
山
崎
大
臣
時
代
の
古
井
次
官
の
場
合
は
や
や
記
憶
が
曖
昧
で
、
人
事
課
長
の
林
が

こ
れ
を
補
っ
て
い
る
。
他
方
行
政
経
験
が
豊
富
な
大
村
大
臣
の
時
代
は
、
大
臣
が
精
細
に
発
言
し
、
飯
沼
一
省
次
官
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
郡
祐
一
地
方
局
長
な
ど
、
発
言
者
も
多
い
。
そ
の
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
時
代
を
ま
と
め
る
発
言
が
要
所
で
登
場
す
る
。

当
時
の
大
学
予
定
者
の
う
ち
官
庁
志
願
者
は
内
務
省
が
一
番
多
か
っ
た
。
…
…
（
中
略
）
…
…
二
十
年
採
用
の
後
期
と
い
う

の
は
山
崎
大
臣
の
時
に
入
省
式
を
や
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
は
県
の
総
務
部
長
ク
ラ
ス
に
な
っ
て
い
る
。

あ
の
こ
ろ
は
国
会
と
枢
密
院
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
三
つ
同
時
に
平
分
け
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

少
く
と
も
こ
の
時
代
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
司
令
部
の
方
で
も
一
つ
〳
〵
こ
れ
に
は
や
か
ま
し
く
い
わ
な
い
か
わ
り
、
選
挙

（
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法
、
地
方
制
度
を
通
じ
て
、
そ
の
選
挙
を
フ
リ
ー
で
オ
ー
プ
ン
な
の
を
や
れ
と
か
日
本
の
選
挙
制
度
は
根
本
的
に
直
さ
な
け
れ

ば
い
か
ん
と
い
う
こ
と
を
だ
い
ぶ
言
っ
て
お
り
ま
し
た
ね
。

こ
う
し
て
時
代
像
を
浮
き
彫
り
に
し
な
が
ら
、
そ
の
と
き
の
内
務
省
の
位
置
を
定
め
て
い
く
。
そ
う
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

㈢
自
治
庁
再
編
の
中
の
口
述
記
録

地
方
自
治
法
制
定
十
年
の
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
自
民
党
が
結
党
さ
れ
て
お
り
、
岸
信
介
内
閣
か
ら
池
田
勇
人
内
閣
の
初
期
の
時

期
に
か
け
て
座
談
会
が
行
わ
れ
た
。
自
治
庁
が
自
治
省
に
昇
格
し
て
戦
後
の
省
庁
編
成
が
一
度
確
立
す
る
時
期
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
回
の
座
談
会
が
行
わ
れ
た
一
九
五
七
年
三
月
と
は
、
自
治
庁
と
建
設
省
と
を
統
合
す
る
「
内
政
省
」
設
置
構
想
が
挫
折

し
た
後
で
あ
っ
た
。
座
談
会
の
末
尾
で
郡
祐
一
は
「
内
政
省
を
拵
え
な
け
れ
ば
い
か
ん
で
す
な
。
わ
れ
わ
れ
地
方
制
度
を
は
じ
め
か

ら
手
が
け
て
、
あ
あ
い
う
経
過
を
辿
っ
た
経
験
か
ら
言
う
と
、
こ
ん
な
貧
乏
な
国
が
細
か
く
分
散
さ
れ
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
」
と

発
言
し
た
。「
細
か
く
分
散
」
と
は
内
務
省
本
来
の
所
管
が
い
く
つ
か
の
省
庁
に
分
か
れ
て
い
る
状
態
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
状
況
を
説
明
し
た
の
は
鈴
木
俊
一
で
あ
っ
た
。

内
政
省
が
出
来
て
、
そ
れ
が
強
力
な
も
の
に
な
れ
ば
、
農
林
関
係
も
一
応
心
配
で
し
ょ
う
。
平
川
守
氏
（
当
時
の
農
林
事
務

次
官
─
─
引
用
者
注
）
の
言
う
て
お
る
本
当
の
腹
の
底
は
そ
こ
に
あ
る
。
や
は
り
建
設
、
農
林
が
張
り
合
っ
て
い
る
形
だ
か
ら
、

（
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地
方
財
政
と
一
緒
に
な
る
と
建
設
の
方
が
強
く
な
る
と
い
う
の
で
す
。
大
蔵
省
の
期
待
す
る
の
は
、
内
政
省
に
な
っ
た
ら
、
地

方
を
も
つ
と
締
め
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
、
思
想
的
に
賛
成
な
ん
で
す
。

そ
の
後
一
九
六
〇
年
の
日
米
安
保
条
約
改
定
反
対
運
動
が
高
揚
す
る
中
、
自
治
省
設
置
法
が
成
立
し
、
七
月
に
は
自
治
庁
は
自
治

省
に
格
上
げ
さ
れ
た
。
一
連
の
口
述
記
録
の
中
で
、
内
務
省
解
体
は
折
に
触
れ
て
話
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
自
治
省
格
上
げ
の
前
と

後
で
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
。
ま
ず
一
九
五
九
年
七
月
に
行
わ
れ
た
座
談
会
で
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
内
務
省
解
体
方
針
を
唐
突
に
突
き

つ
け
た
こ
と
に
対
す
る
理
不
尽
さ
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
内
務
省
に
代
え
て
地
方
政
府
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
提

案
し
た
東
大
教
授
と
行
政
調
査
部
機
構
部
長
を
兼
任
し
て
い
た
宮
沢
俊
義
に
対
し
て
、
林
敬
三
は
怒
り
を
隠
さ
な
い
。

宮
沢
さ
ん
が
司
令
部
に
行
っ
た
と
き
、
内
務
省
は
要
ら
な
い
、
む
し
ろ
行
政
委
員
会
の
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
こ

と
が
あ
り
、そ
れ
に
対
し
て
は
怒
っ
た
ね
。宮
沢
さ
ん
に
。焼
け
た
あ
と
の
総
理
官
邸
の
前
の
と
こ
ろ
で
。確
か
に
こ
っ
ち
は
怒
っ

た
よ
。
こ
の
内
務
省
に
相
談
な
く
し
て
内
務
省
の
廃
止
と
い
う
も
の
を
勝
手
に
司
令
部
に
話
さ
れ
る
こ
と
は
、
内
務
省
を
知
ら

ぬ
間
に
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
だ
と
言
っ
た
が
、
相
当
ひ
ど
い
こ
と
を
言
っ
た
。
い
や
し
く
も
日
本
の
行
政
官
庁
同
士
は
相
談
し
て

や
っ
て
し
か
る
べ
き
も
の
だ
と
言
っ
た
。
こ
れ
は
個
人
の
見
解
を
言
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
宮
沢
さ
ん
は

言
っ
て
お
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
悲
憤
慷
慨
の
口
調
は
自
治
省
設
置
後
は
や
や
変
化
す
る
。
も
っ
と
も
そ
う
し
た
発
言
は
地
方
局
の
法
制
系
統
の
官
僚
か

（
11
）
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ら
で
は
な
く
、
地
方
財
政
系
統
の
官
僚
や
、
警
保
局
系
統
の
官
僚
か
ら
で
あ
る
。

解
体
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
向
う
は
あ
あ
い
う
や
さ
し
い
文
書
で
寄
こ
し
て
い
る
の
だ
、
そ
れ
を
何
ぼ
抵
抗
し
て
い
っ
た
っ

て
だ
め
な
ん
だ
、
ず
ば
り
と
こ
っ
ち
で
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
と
反
逆
者
み
た
い
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
ぼ

言
っ
た
っ
て
、
向
う
は
内
務
省
の
み
に
つ
い
て
い
え
ば
革
命
な
ん
だ
か
ら
、
修
正
主
義
で
い
っ
た
っ
て
聞
き
っ
こ
な
い
ん
で
す

よ
。
と
こ
ろ
が
内
務
省
を
ず
っ
と
や
っ
て
き
た
人
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
、
何
も
悪
い
こ
と
を
や
っ
て
い
た
と
は
思
っ
て
い
な
い

わ
け
だ
。
国
の
た
め
に
一
生
懸
命
や
っ
て
い
た
わ
け
だ
、
何
も
こ
の
組
織
が
民
主
主
義
に
反
し
な
い
と
い
う
気
持
で
い
く
か
ら
、

一
番
忠
実
な
修
正
主
義
で
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
向
う
と
ち
ぐ
は
ぐ
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
な
。

総
司
令
部
は
大
蔵
省
と
内
務
省
を
つ
ぶ
そ
う
と
い
う
気
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
を
大
蔵
省
が
先
に
キ
ャ
ッ
チ
し
て
ね
。

主
計
局
が
各
省
か
ら
人
を
と
っ
た
の
で
す
よ
。
や
は
り
そ
れ
も
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
す
ね
。
そ
う
い
う
努

力
を
、
向
う
は
い
ろ
い
ろ
続
け
て
き
て
い
る
よ
。
経
済
科
学
局
と
密
接
に
連
絡
し
て
、
体
質
改
善
を
や
っ
て
お
っ
た
。
内
務
省

は
ぼ
ん
や
り
し
て
お
っ
た
。

地
方
局
の
法
制
系
統
官
僚
と
は
肌
合
い
が
違
う
か
ら
こ
そ
、
冷
静
に
内
務
省
解
体
を
見
て
い
た
面
も
あ
る
が
、
自
治
省
設
置
後
は
、

や
や
周
囲
に
気
を
遣
っ
て
「
反
逆
者
」
と
言
わ
れ
た
一
件
を
再
度
持
ち
出
し
て
も
、
雰
囲
気
が
和
ら
い
で
い
る
状
況
で
あ
っ
た
可
能

性
も
高
い
。
こ
う
し
て
、
地
方
自
治
法
十
年
か
ら
始
ま
っ
た
『
戦
後
自
治
史
』
編
纂
過
程
か
ら
は
、
自
治
庁
・
自
治
省
と
い
っ
た
組

（
12
）

（
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）
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織
へ
の
様
々
な
見
方
も
ま
た
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
貴
重
な
記
録
な
の
で
あ
る
。

三　

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
よ
る
回
顧

雑
誌
『
地
方
自
治
』
は
、
第
一
次
地
方
分
権
改
革
を
終
え
た
後
、
有
識
者
と
当
時
の
関
係
官
か
ら
な
る
座
談
会
「
地
方
分
権
の
二

〇
年
を
振
り
返
っ
て
」
を
七
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
て
い
る
。こ
れ
も
ま
た
直
近
の
制
度
改
革
に
対
す
る
貴
重
な
口
述
記
録
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
集
中
的
に
関
係
者
が
集
ま
り
記
憶
を
共
有
す
る
作
業
は
、
地
方
自
治
制
度
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
う
し
た
作
業

は
今
後
も
機
会
が
あ
れ
ば
続
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、『
戦
後
自
治
史
』
編
纂
の
た
め
の
座
談
会
記
録
か
ら
見
る
と
、
そ
こ
に
は
課

題
も
あ
る
。

第
一
に
、『
地
方
自
治
』
誌
上
の
座
談
会
は
公
開
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
が
、『
戦
後
自
治
史
』
の
記
録
は
長
期
間
非
公
開
の
記
録
で

あ
り
、「
極
秘
」
の
印
が
表
紙
に
押
さ
れ
て
い
る
。
本
来
比
較
す
る
な
ら
ば
、『
地
方
自
治
』
座
談
会
の
原
本
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
れ
で
も
あ
え
て
公
開
記
録
と
非
公
開
の
「
極
秘
」
記
録
と
を
比
べ
る
と
す
る
と
、
前
者
は
、
司
会
と
出
席
者
と
の
個

別
の
や
り
と
り
の
部
分
し
か
見
え
な
い
。
お
そ
ら
く
は
出
席
者
同
士
の
議
論
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
し
た
部
分
こ
そ
が
、
後

世
か
ら
見
て
当
時
の
雰
囲
気
を
つ
か
み
取
る
た
め
の
重
要
情
報
で
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
こ
と
の
性
格
上
、
有
識
者
中
心
の
発
言
記
録
で
あ
る
が
、
行
政
局
・
自
治
行
政
局
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に

は
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
事
務
局
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
想
像
す
る
に
つ
れ
、
行
政
官
の
間
で
の
座
談
会
記
録

を
望
み
た
く
な
る
。

（
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）
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第
四
に
、『
戦
後
自
治
史
』
の
座
談
会
記
録
は
、
そ
の
他
の
談
話
記
録
や
自
伝
な
ど
に
先
駆
け
て
、
地
方
自
治
法
制
定
十
年
に
際

し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
諸
記
録
の
前
提
的
な
談
話
記
録
で
あ
る
。
以
後
、
こ
れ
を
重
ね
書
き
す
る
形
で
、
諸
々
の

記
録
が
作
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
占
領
期
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
公
文
書
の
公
開
な
ど
に
よ
り
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
談
話
以
上
に

精
細
な
記
録
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
公
文
書
の
意
義
を
深
め
て
読
む
た
め
に
も
、
基
盤
的
な
談
話
記
録
は
や
は
り
重
要
な
の
で
あ
る
。

第
五
に
、
部
内
の
記
録
作
成
の
た
め
、
何
を
目
的
に
出
席
者
を
組
織
し
、
記
録
を
作
成
し
、
そ
れ
を
歴
史
的
公
文
書
と
し
て
保
存

す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
う
し
た
記
録
は
情
報
公
開
請
求
に
か
か
る
と
す
る
と
、
行
政
官
の
間
の
み
で
記
録
を
作
成
す
る
の
は
躊

躇
さ
れ
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
外
部
の
機
関
と
適
切
に
連
携
し
つ
つ
、
や
は
り
十
年
を
節
目
に
し
た
本
書
の
よ
う
な
記
念
出
版
作
業

と
並
行
し
て
行
い
、
し
か
る
べ
き
時
を
経
て
公
開
す
る
と
い
う
手
続
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
治
省
と
い
う
組
織
が
誕
生
し
て
か
ら
五
七
年
が
経
過
し
、
総
務
省
の
自
治
関
係
部
局
へ
と
改
編
さ
れ
て
か
ら
一
七
年
が
過
ぎ

た
。
組
織
史
と
政
策
史
・
制
度
史
の
重
な
り
を
記
録
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
重
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
体
制
が
少
し
ず
つ
で
も
構
築

さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

（
1
）　
『
昭
和
自
治
史
編
集
要
領
』（
昭
和
三
四
年
五
月
改
訂
）。『
昭
和
自
治
史
編
集
要
領
（
案
）』（
昭
和
三
四
年
三
月
改
訂
）
と
比
べ
る
と
「
編
集
目
的
」

の
充
実
振
り
が
目
を
引
く
。
な
お
、
以
下
の
編
集
関
係
の
文
書
と
座
談
会
記
録
は
、『
総
務
省
自
治
大
学
校
所
蔵　

戦
後
自
治
史
関
係
資
料
集
第
五

集　

特
別
資
料
編
』（
Ｄ
Ｖ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
、
丸
善
、
二
〇
〇
〇
年
）
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
本
文
の
引
用
部
分
は
原
則
と
し
て
現
代
仮
名
遣
い
を

用
い
る
。

（
2
）　
『
最
近
に
お
け
る
主
要
官
庁
の
行
政
史
編
さ
ん
の
状
況
（
三
二
、
八
、
一
）』。

（
3
）　
「
は
し
が
き
」（
大
蔵
省
大
臣
官
房
調
査
課
『
戦
後
財
政
史
口
述
資
料
第
一
冊　

一
般
』
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
所
蔵
）。
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（
4
）　

林
敬
三
発
言
。「
地
方
自
治
法
制
定
当
時
の
思
出
を
語
る
」（
一
九
五
七
年
三
月
二
日
）、
一
～
二
頁
。

（
5
）　

こ
の
箇
所
は
、
後
に
摘
録
さ
れ
た
『
自
治
時
報
』
第
一
〇
巻
第
五
号
掲
載
の
座
談
会
「
地
方
自
治
法
制
定
の
思
出
」
で
は
、
語
句
が
補
わ
れ
た
上

に
、
末
尾
の
「
情
け
な
い
」
と
い
う
感
慨
が
削
除
さ
れ
た
た
め
に
、
よ
り
散
文
調
と
な
っ
て
、
当
初
の
切
迫
感
が
薄
ま
っ
て
い
る
。

（
6
）　

内
政
史
研
究
会
『
林
敬
三
氏
談
話
速
記
録
Ⅰ
』、
二
一
八
～
二
一
九
頁
（
第
四
回　

一
九
七
四
年
五
月
二
十
日
）。

（
7
）　

林
敬
三
発
言
。「
山
崎
内
務
大
臣
時
代
を
語
る
座
談
会
」（
一
九
六
〇
年
九
月
六
日
）、
五
九
頁
。

（
8
）　

林
敬
三
発
言
。「
植
原
内
務
大
臣
時
代
を
語
る
座
談
会
」（
一
九
六
一
年
三
月
二
二
日
）、
三
一
頁
。

（
9
）　

郡
祐
一
発
言
。「
大
村
内
相
時
代
を
語
る
（
座
談
会
）」（
一
九
六
一
年
六
月
一
九
日
）、
一
一
～
一
二
頁
。

（
10
）　

鈴
木
俊
一
発
言
。「
地
方
自
治
法
制
定
当
時
の
思
出
を
語
る
」（
一
九
五
七
年
三
月
二
日
）、
七
〇
頁
。

（
11
）　

林
敬
三
発
言
。「
内
務
省
解
体
に
つ
い
て
の
座
談
会
記
録
」（
一
九
五
九
年
五
月
一
八
日
）、
一
七
頁
。

（
12
）　

柏
村
信
雄
発
言
。「
公
職
追
放
を
め
ぐ
っ
て
」（
一
九
六
一
年
五
月
一
〇
日
）、
四
七
～
四
八
頁
。
な
お
こ
の
と
き
警
察
庁
長
官
で
あ
っ
た
柏
村
は
、

話
題
の
時
代
に
は
内
務
省
財
政
課
長
で
あ
っ
た
。

（
13
）　

奥
野
誠
亮
発
言
。「
占
領
下
の
地
方
税
財
政
」（
一
九
六
〇
年
九
月
三
〇
日
、
一
〇
月
一
五
日
）、
三
九
頁
。

（
14
）　
『
地
方
自
治
』
第
七
九
五
～
八
〇
一
号
、
二
〇
一
四
年
。

（
東
京
大
学
先
端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）　
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