
考
慮
し
た
と
い
う
以
上
に
、

と
う
と
す
る
著
者
の
見
識
の
あ
ら
わ
れ
に
違
い
な
い
。

か
が
え
る
、

表
現
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

の
著
者
も
、
文
体
や
表
現
の
工
夫
に
か
な
り
意
を
砕
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

言
葉
が
冗
長
に
流
れ
る
の
を
極
力
警
戒
し
な
が
ら
も
、
粘
り
強
く
説
得
す
る

述
を
進
め
る
ス
タ
イ
ル
を
選
び
た
い
。

上
田
秋
成
の
『
雨
月
物
語
」
は
、
和
漢
の
古
典
を
渉
猟
し
な
が
ら
表
現
を

洗
練
し
高
度
な
文
体
の
達
成
を
目
指
し
て
尽
力
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
本
書

も
評
者
自
身
が
本
書
に
よ
っ

す
べ
き
点
な
ど
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

題
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
き
、

〒
」
、

た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
基
本
だ
と
私
は
信
じ
て
い
る
。

の
視
座
に
即
す
る
中
で
、

書
評
と
は
、

作
品
の
背
景
を
示
す
文
献
を
広
く
調
査
す
る
こ
と
も
心
が
け
た
跡
が
う

〔
書
評
〕

元
田
與
市
著
『
秋
成
綺
想
』

多
く
の
漢
字
に
ル
ビ
が
施
さ
れ
て
い
る
の
も
、

元
田
與
市
著
「
秋
成
綺
想
』

対
象
と
す
る
著
書
を
裁
く
の
で
は
な
く
、

’
十
八
世
紀
知
識
人
の
浪
漫
と
現
実
Ｉ

評
者
が
何
を
学
び
、

作
品
、
人
物
、

て
触
発
さ
れ
た
問
題
意
識
を
提
示
す
る
形
で
論

は
じ
め
て
対
象
と
し
た
著
書
の
意
義
や
批
判

ま
た
、
自
説
に
客
観
性
を
も
た
せ
る
た
め

事
項
な
ど
の
読
み
に
責
任
を
も

ど
の
よ
う
な
問
題
を
発
見
し

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で

可可
能
な
限
り
著
者

読
み
や
す
さ
を

発
見
し
た
問

装
置
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
と
し
て
、

き
る
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
幻
想
境
に
解
き
放
っ
た
意
義
を
認
め
つ

つ
、
「
春
雨
物
語
』
で
は
現
実
を
描
く
の
に
も
は
や
幻
想
境
Ⅱ
異
界
の
闇
の

遷
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

に
相
当
す
る
章
だ
が
、
一

物
語
」
↓
『
春
雨
物
語
」

ま
、

れ
は
、も
の
、
秋
成
〈

著
者
に
よ
る
と
、

さ
て
、
本
書
を
通
読
す
る
と
、

ま
う
自
然
と
い
う
巨
大
な
力
へ
の
凝
視
を
と
お
し
て
作
者
が
手
に
し
た

出
し
よ
う
と
す
る
生
命
力
と
の
葛
藤
と
、

建
規
範
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
社
会
の
枠
組
み
）

現
実
の
観
察
者
（
リ
ー

こ
で
言
う
現
実
と
は
、

近
世
の
怪
異
小
説
の
流
れ
に
あ
る

秋
成
研
究
が
常
に
問
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
。

秋
成
の
言
う
「
命
禄
」

晩
年
の
リ
ア
リ
ス
ト
秋
成
は
、

（
リ
ア
リ
ス
ト
）

こ
こ
か
ら
は
、
初
期
小
説
（
浮
世
草
子
）
↓

と
展
開
し
て
い
く
際
の
、

生
命
力
を
拘
束
し
よ
う
と
す
る
公
的
秩
序

い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
が
明
確
に
な
る
。

山
下
久
夫

を
も
含
み
こ
む
も
の
と
言
え
よ
う
か
。

と
で
も
呼
び
た
い
晩
年
の
秋
成
。

「
雨
月
物
語
』
が
、
封
建
社
会
に
生

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
の
対
立
を
相
対
化
し
て
し

幻
想
境
の
装
置
な
し
に

秋
成
の
文
学
意
識
の
変

と
、
公
的
秩
序
を
超

ま
ず
序

『
雨
月

著
者一

封 こ そ



偶
然
と
恐
意
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
る
人
間
の
過
酷
な
運
命
を
そ
の
ま
ま
み
つ

第
１
部
の
「
初
期
小
説
の
水
脈
」
で
も
、
「
和
訳
世
界
か
ら
の
超
脱
」
と
い

め
る
人
で
あ
り
、
不
幸
で
あ
る
自
分
自
身
さ
え
も
世
の
価
値
観
と
同
様
に
突

う
こ
と
で
、
「
真
く
さ
き
虚
言
」
に
安
住
し
た
人
間
の
日
常
性
を
砿
る
も
の

き
放
し
て
し
ま
う
驚
く
べ
き
造
形
を
な
し
得
る
人
で
あ
る
（
例
え
ば
「
宮
木

と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
。
『
春
雨
物
語
」
の
「
序
」
の
解
釈
に

が
塚
」
の
宮
木
）
。
著
者
か
ら
み
て
も
、
『
春
雨
物
語
」
は
、
何
ら
か
の
装
置

お
い
て
は
、
「
形
式
か
ら
の
離
脱
」
と
い
う
点
に
意
義
が
見
出
さ
れ
る
。
い

に
則
っ
て
表
現
し
て
い
た
「
雨
月
物
語
』
と
は
決
定
的
に
違
う
の
で
あ
る
。

ず
れ
も
、
状
況
か
ら
の
超
出
と
い
う
文
脈
に
収
敵
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
「
雨
月
物
語
』
と
『
春
雨
物
語
」
と
で
は
「
物
語
」
の
質
が

著
者
に
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
の
は
、
浮
世
草
子
↓
『
雨
月
物
語
」
↓

異
な
る
の
は
、
誰
が
み
て
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
、
「
物
語
」

「
春
雨
物
語
」
と
展
開
し
て
い
く
と
き
の
、
秋
成
の
内
的
必
然
性
と
読
本
と

の
概
念
や
「
物
語
」
と
呼
ば
れ
る
根
拠
な
ど
を
問
い
続
け
る
文
脈
に
お
い
て
、

い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
選
び
取
っ
て
い
く
必
然
性
に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
述
べ
て

二
つ
の
作
品
の
関
係
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

ほ
し
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
浮
世
草
子
で
自
覚
さ
れ
始
め
た
課
題
は
「
雨

単
発
で
は
意
味
が
な
い
。
問
い
か
け
の
継
続
が
大
事
な
の
だ
。
『
春
雨
物
語
』

月
物
語
」
に
ど
う
持
ち
越
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
捨
象
さ
れ
た
の
か
。
そ

の
「
序
」
に
言
う
「
物
か
た
り
ざ
ま
」
の
解
釈
は
、
「
物
語
」
を
文
学
史
・

の
後
、
な
ぜ
『
春
雨
物
語
」
の
よ
う
な
表
現
を
選
ん
だ
の
か
。
状
況
か
ら
の

表
現
史
の
上
に
位
置
づ
け
る
試
み
と
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
選
び
取
る
作
者
の

超
出
だ
け
で
は
、
秋
成
の
抱
え
込
ん
だ
課
題
の
行
方
が
ど
う
も
辿
れ
な
い
の

内
的
必
然
性
へ
の
理
解
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
書
の
「
序
」

で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
を
、
も
っ
と
具
体
的
に
描
写
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

を
通
読
す
る
だ
け
で
、
こ
う
し
た
古
く
て
新
し
い
問
題
が
立
ち
上
が
っ
て
く

は
な
い
か
。
本
書
の
場
合
、
こ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
以
降
に
つ
い
て
は
、
社

る
。
著
者
も
、
通
常
同
じ
問
題
を
抱
え
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
。

会
状
況
の
変
化
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
さ
り
す
ま
せ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

た
だ
、
著
者
の
言
い
方
だ
と
、
同
時
代
性
か
ら
次
第
に
超
出
し
て
い
く
秋

浮
世
草
子
か
ら
読
本
の
ジ
ャ
ン
ル
を
選
び
取
る
あ
り
よ
う
が
、
表
現
史
の
角

成
に
す
べ
て
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
を
感
じ
る
。
現
実
の
観
察
者
（
リ

度
か
ら
と
内
的
必
然
性
の
角
度
か
ら
の
両
面
か
ら
追
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る

ア
リ
ス
ト
）
、
巨
大
な
力
へ
の
凝
視
と
い
う
地
点
で
孤
高
を
保
つ
秋
成
を

ま
い
。

云
々
す
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
で
は
、
た
ち
ど

次
に
明
確
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
『
雨
月
物
語
』
の
「
吉
備
津

こ
ろ
に
秋
成
を
特
権
化
し
て
は
な
ら
ぬ
と
反
撃
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
「
現
実
の

の
釜
」
「
蛇
性
の
姪
」
に
み
ら
れ
る
封
建
社
会
に
お
け
る
「
家
」
共
同
体
と

観
察
者
」
の
境
地
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
の
果
て
の
到
達
点
で
は
あ
る

個
人
の
問
題
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
た
、
古
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
り
、
著
者
が

ま
い
。
む
し
ろ
、
そ
こ
で
も
ま
た
何
か
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

あ
ら
た
め
て
示
し
て
く
れ
た
わ
け
だ
が
、
鮮
度
は
い
さ
さ
か
も
落
ち
て
い
な

い
か
。
こ
の
あ
た
り
へ
の
こ
だ
わ
り
が
薄
い
の
が
気
に
な
る
。
そ
う
言
え
ば
、

い
。
著
者
は
、
「
吉
備
津
の
釜
」
の
正
太
郎
の
行
為
を
、
磯
良
個
人
に
対
し



容
な
態
度
で
臨
ん
で
い
る
。
内
な
る
〈
異
人
〉
〈
異
国
〉
か
ら
の
出
発
が
可

能
な
の
で
あ
る
。
豊
雄
は
、
真
女
子
の
呪
縛
を
苦
労
し
つ
つ
脱
す
る
度
に
、

「
も
う
一
つ
の
母
胎
」
を
出
て
「
本
来
の
母
胎
」
に
帰
る
わ
け
だ
が
、
こ
の

こ
と
の
意
味
を
ど
う
考
え
る
か
。
こ
の
現
実
界
に
「
も
う
一
つ
の
母
胎
」
を

内
包
し
て
い
る
こ
と
自
体
、
『
雨
月
物
語
』
が
幻
想
境
Ⅱ
異
界
の
闇
の
装
置

を
必
要
と
し
な
い
試
み
が
な
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
証
で
は
な
い
の
か
。
異
界

が
内
面
化
さ
れ
る
条
件
が
到
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

が
将
来
博
士
か
法
師
に
す
る
可
能
性
も
あ
る
、
そ
の
あ
た
り
の
見
通
し
が
立

ほ
だ
し
も
の

つ
ま
で
長
男
夫
婦
の
「
鵯
者
」
（
厄
介
者
）
に
し
て
お
こ
う
、
と
い
っ
た
寛

て
と
い
う
よ
り
「
家
」
共
同
体
へ
の
裏
切
り
、
神
へ
の
「
犯
し
」
だ
と
捉
え

る
。
当
然
、
磯
良
の
票
り
も
、
個
人
的
な
怒
り
と
は
違
う
、
得
体
の
し
れ
な

い
不
可
思
議
な
次
元
か
ら
の
発
動
と
な
る
。
こ
う
し
た
捉
え
方
に
よ
っ
て
、

「
吉
備
津
の
釜
」
を
「
家
」
共
同
体
と
の
関
連
に
お
い
て
意
味
づ
け
る
方
向

性
は
評
価
で
き
る
。
「
蛇
性
の
姪
」
の
主
人
公
豊
雄
を
形
成
す
る
要
因
と
し

て
、
二
つ
の
母
胎
を
挙
げ
て
い
る
の
も
効
果
的
だ
。
す
な
わ
ち
「
本
来
の
母

胎
」
Ⅱ
豊
雄
の
生
ま
れ
育
っ
た
家
と
土
地
、
「
も
う
一
つ
の
母
胎
」
Ⅱ
真
女

子
と
過
ご
し
て
い
る
空
間
で
あ
る
。
著
者
は
、
「
樫
な
る
〈
異
国
〉
に
生
き

る
豊
雄
」
「
樫
に
〈
異
人
〉
を
抱
え
る
豊
雄
」
を
想
定
す
る
が
、
こ
の
想
定

は
「
蛇
性
の
姪
」
を
理
解
す
る
上
で
的
確
だ
と
言
え
る
。

た
だ
、
も
う
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
も
よ
い
。
豊
雄
は
、
封
建
社
会

の
漁
師
を
束
ね
る
「
家
」
の
秩
序
か
ら
外
れ
、
王
朝
的
な
歌
物
語
の
世
界
に

関
心
を
も
つ
男
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
必
ず
し
も
彼

に
排
他
的
で
は
な
い
。
父
親
は
、
「
家
」
に
は
役
立
た
な
い
か
も
し
れ
な
い

元
田
與
市
著
「
秋
成
綺
想
』

は
な
い
の
か
。
異
界

こ
れ
は
、
近
世
封
建

た
の
に
比
し
、
秋
成
が
女
主
人
公
に
変
え
た
点
に
着
目
し
つ
つ
、
そ
の
背
景

と
し
て
「
女
鳴
神
物
」
の
趣
向
を
指
摘
し
た
点
は
興
味
深
い
。
当
世
の
狂
言

従
来
浦
島
伝
承
を
下
敷
き
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
に
留
ま
っ
て
い

神
物
」
の
流
行
を
お
い
て
証
明
し
て
い
る
と

を
、
「
世
間
妾
形
気
」
一
之
巻
、
同
巻
の
三
に
ま
た
が
る
お
春
を
主
人
公
と

し
た
物
語
（
著
者
は
「
お
春
物
語
」
前
編
・
後
編
と
す
る
）
の
背
景
に
「
鴫

秋
成
の
浮
世
草
子
と
演
劇
と
の
関
係
に
も
っ
と
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

な
い
の
か
、
そ
の
あ
た
り
を
も

た
契
機
は
、
『
春
雨
物
語
」
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

著
者
の
場
合
、
こ
の
あ
た
り
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
蛇
性
の
姪
」
の
範
囲

内
で
収
め
よ
う
と
す
る
の
が
気
に
な
る
。
や
は
り
、
初
期
の
頃
に
直
面
し
た

問
題
は
晩
年
で
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、
秋
成
は
年
と
と
も
に
ど
の
よ
う
な
問

題
を
発
見
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
っ
た
、
背
景
の
文
学
史
も
含
め
た
史
的
な

展
開
を
内
在
的
に
追
う
視
点
が
弱
い
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

前
後
す
る
が
、
第
１
部
の
「
初
期
小
説
の
水
脈
」
で
示
さ
れ
る
「
和
訳
世

界
か
ら
の
超
脱
」
は
、
〈
絢
い
交
ぜ
〉
の
あ
り
方
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う

問
題
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
森
山
重
雄
氏
の
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る
の
か
い

化
さ
れ
た
異
界
が
封
建
社
会
の
中
で
活
路
を
見
出
し
て
い
く
過
程
で
も
あ

を
呼
び
出
す
契
機
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
豊
雄
の
成
長
は
、
内
面

社
会
に
お
け
る
王
朝
的
な
る
者
の
意
味
を
問
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
著
者

の
視
点
に
即
し
て
も
、
現
実
の
観
察
者
の
手
に
な
る
「
春
雨
物
語
」
の
世
界

る
。
著
蓉

る
「
家
」

著
者
の
言
う
よ
う
に
、
豊
雄
は
成
長
し
た
結
果
、

の
論
理
に
絡
め
取
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

つ
と
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
確
か
に
、

こ
ろ
は
説
得
力
が
あ
る
。
殊
に
、

「
本
来
の
母
胎
」
た

し
か
し
、
見
出
さ
れ

一一一

－
趣



か
。第
Ⅲ
部
「
素
材
と
典
拠
を
求
め
て
」
の
あ
た
り
も
、
か
な
り
大
胆
な
試
み

が
な
さ
れ
て
い
る
。
『
雨
月
物
語
」
の
「
青
頭
巾
」
と
「
武
蔵
坊
絵
縁
起
」

の
関
係
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
点
に
は
、
感
服
さ
せ
ら
れ
た
。
挿
絵
と
本
文

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
前
著
『
雨
月
物
語
の
探
求
」
以
来
大
き
な

関
心
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
江
戸
読
本
隆
盛
期
の
一
般
論
で
済
ま
す
の

で
は
な
く
、
「
上
方
の
初
期
読
本
で
あ
る
『
雨
月
物
語
』
の
個
別
事
情
」
に

即
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
新
し
い
試
み
だ
ろ
う
。
「
青
頭
巾
」

と
「
武
蔵
坊
絵
縁
起
」
と
を
対
比
し
つ
つ
、
単
に
絵
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な

く
内
容
面
を
も
視
野
に
収
め
て
論
じ
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
立
て
て
い
る

の
を
み
る
と
、
今
後
の
著
者
に
「
挿
絵
と
『
雨
月
物
語
』
」
と
い
う
テ
ー
マ

を
た
て
て
独
自
の
見
識
を
披
露
し
て
も
ら
い
た
く
な
る
。
評
者
な
ど
は
こ
の

点
に
関
し
て
は
無
知
・
無
見
識
を
暴
露
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
著
者
に
期

待
し
た
い
。

第
Ⅳ
部
ヨ
春
雨
物
語
」
へ
の
視
点
」
で
は
、
『
春
雨
物
語
」
の
序
文
解
釈

や
「
春
雨
物
語
』
へ
と
展
開
し
て
い
く
内
的
な
問
題
が
み
え
て
こ
な
い
。
ど

の
時
点
を
と
っ
て
も
、
状
況
か
ら
の
超
出
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う

の
趣
向
を
取
り
込
み
浦
島
伝
承
と
交
響
さ
せ
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
〈
約

い
交
ぜ
〉
の
効
果
に
つ
い
て
は
丁
寧
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
も
や
は
り
、
秋
成
の
抱
え
た
こ
の
時
点
で
の
、
そ
し
て
「
雨
月
物
語
」

を
中
心
に
苦
闘
を
重
ね
な
が
ら
自
論
を
展
開
し
て
い
る
。

だ
わ
っ
て
き
た
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。

高
田
氏
の
見
解
を
下
敷
き
に
し
て
言
え
ば
、
秋
成
の
異
能
は
時
代
を
取

長
年
、
著
昔
が
こ

は
、
よ
く
わ
か
る
。
そ
し
て
、
確
か
に
著
者
の
言
う
と
お
り
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
収
め
る
と
、
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
く
り
返
し
に
な
る

恐
れ
も
あ
る
。
要
は
、
こ
こ
か
ら
表
現
史
的
に
ど
こ
へ
向
か
う
か
だ
。
も
は

や
本
書
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
が
、
最
近
の
「
春
雨
物
語
」
研
究
は
、
「
命

禄
」
で
終
る
議
論
が
あ
ま
り
に
も
多
い
よ
う
に
思
う
。
だ
か
ら
ど
う
な
の
だ

と
、
ど
う
し
て
も
問
い
た
く
な
る
。

な
お
、
各
編
で
の
著
者
の
見
解
に
は
傾
聴
す
べ
き
点
も
多
く
、
今
後
の
秋

成
研
究
に
生
か
す
べ
き
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
双
文
社
出
版
、
二
○
○
三
年
一
二
月
一
八
日
、
三
六
四
頁
。

本
体
価
格
三
四
○
○
円
）

（
や
ま
し
た
・
ひ
ざ
お
金
沢
学
院
大
学
教
授
）

「
虚
構
の
趣
向
」
か
ら
「
内
向
的
な
自
己
告
白
を
吐
露
す
る
た
め
の
趣
向
」

へ
。
こ
れ
を
証
明
す
る
た
め
の
苦
闘
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
な
い
著
者
の
姿
勢

り
込
み
な
が
ら
も
、
本
格
的
創
作
の
開
始
期
か
ら
最
晩
年
ま
で
の
時
間

に
、
虚
構
と
し
て
の
趣
向
か
ら
、
内
向
的
な
自
己
告
白
を
吐
露
す
る
た

め
の
趣
向
へ
と
次
第
に
突
き
進
ん
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
趣
向
は
、
時
と
と
も
に
私
的
観
念
を
表
出
す
る
た
め
の
回
路
と
し

て
醇
化
さ
れ
、
晩
年
に
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
を
こ
の
期
間

に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

四

｝




