
フランス第三共和制における議会の予算権限とその
改革(三) : 確立期「議会中心主義」の構造・試論

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2015-06-05

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 小沢, 隆一

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.14945/00008670URL



フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革

（三
）

―
―
確
立
期

「議
会
中
心
主
義
」
の
構
造

・
試
論
―
―

小
　
沢
　
隆

予
算
議
決
過
程
に
み
ら
れ
る

「議
会
中
心
主
義
」

「議
会
中
心
主
義
」
批
判
の
登
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（以
上
二
九
巻
二
号
）

「議
会
改
革
」
論
の
意
義
―
″統
治
構
造
の
改
革
″
に
お
け
る
そ
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て

０
　
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
の

「議
会
改
革
」
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（以
上
二
九
巻
三
号
）

０
　
ポ
ワ
ン
カ
ン
の

「議
会
改
革
」
論

０
　
小
括
―
「議
会
改
革
」
論
の
本
質

四
、
「議
会
改
革
」
の
実
際
―

一
九
〇
〇
年
二
月

一
六
日
の
代
議
院
議
院
規
則
改
訂
と
そ
の
後

０
　
一
九
〇
〇
年
以
前
の
状
況

０
　
一
九
〇
〇
年
二
月

一
六
日
の
代
議
院
議
院
規
則
改
訂

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七

一 序二
、

三
、



法
経
研
究
二
九
巻
四
号

（
一
九
九
一
年
）

０
　
一二
月

一
五
日
ベ
ル
ス
ロ
の
提
案

０
　
ベ
ル
ス
ロ
案
の
廃
棄
に
至
る
経
過
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（以
上
本
号
）

０
　
改
訂
規
則
五

一
条
成
立
の
経
緯

③
　
改
訂
規
則
五

一
条
の
二
成
立
の
経
緯

０
　
一
九
〇
〇
年
代
議
院
議
院
規
則
改
訂
の
意
義

０
　
一
九
〇
〇
年
以
後
の
展
開

０
　
ポ
ワ
ン
カ
ン
の

「議
会
改
革
」
論
―
議
会
改
革
と
行
政
権
の
強
化

レ
イ
モ
ン
・
ポ
ワ
ン
カ
ン
は
、　
一
八
六
〇
年
、
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
の
ミ
ュ
ー
ズ
県
に
生
ま
れ
て
い
る
。
当
時
ド
イ
ツ
に
隣
接
し
て
い
た
こ
の

地
方
で
の
一
八
七
〇
年
の
普
仏
戦
争
の
敗
北

（そ
の
結
果
と
し
て
の
ア
ル
ザ
ス
と
ロ
レ
ー
ヌ
の
一
部
の
割
譲
）
と
い
う
経
験
は
、
強
烈
な
「愛

国
心
」
と
い
う
刻
印
を
彼
の
政
治
生
活
に
落
と
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
歳
で
法
学
士
号
を
修
め
、
パ
リ
で
弁
護
士
め
道
に
進
ん
だ
。　
一

八
八
七
年
、
地
元
の
代
議
士
の
死
亡
に
と
も
な
う
補
欠
選
挙
で
「進
歩
共
和
派
」
か
ら
立
候
補
し
、
″圧
倒
的
な
支
持
″
の
も
と
で
当
選
す
る
。

以
後
、　
一
九
〇
三
年
ま
で
代
議
院
議
員
を
つ
と
め
て
い
る
。
生
涯
で
、
第

一
次
大
戦
を
は
さ
ん
で
首
相
と
な
る
こ
と
四
回

（そ
の
他
に
蔵
相

二
回
、
公
教
育
相
二
回
）、
首
相
在
任
期
間
は
合
計
約
五
年
、
し
か
も
そ
れ
は
、
一
九

一
三
年
か
ら
二
〇
年
に
か
け
て
の
共
和
国
大
統
領
の
職

務
を
は
さ
ん
で
の
も
の
で
あ
る
。
彼
の
政
治
家
と
し
て
の
″大
物
ぶ
り
″
は
、
単
に
政
府
在
任
期
間
が
長
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
「現
職
の

首
相
か
ら
大
統
領
」
へ
、
そ
し
て
ま
た

「大
統
領
か
ら

（再
び
）
首
相
の
座
へ
」
と
い
う
第
二
共
和
制
に
あ
っ
て
は

″異
例
″
づ
く
め
の
そ

の
経
歴
に
よ
っ
て
、
群
を
抜
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

「グ
レ
ヴ
ィ
憲
法
」
以
降
、
大
統
領
就
任
は
政
治
家
と
し
て
の
リ
タ
イ
ア



を
意
味
し
て
い
た
が
、
彼
の
大
統
領
就
任
は
そ
の

「愛
国
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
も
っ
て
国
民
の
対
独
敵
憮
心
を
鼓
吹
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、
戦
後
は
今
度
は
経
済
危
機
打
開
の
課
題
に
当
た
る
べ
く
政
権
を
担
う
こ
と
と
な
る
。

以
上
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
「議
会
改
革
」
が
議
会
内
外
で
論
議
の
的
と
さ
れ
た
九
〇
年
代
後
半
、
三
〇
代
の
青
年
政
治
家
ポ

ワ
ン
カ
レ
も
ま
た
こ
の
論
議
の
渦
中
に
あ
っ
た
。
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
が

『政
治
・議
会
雑
誌
』
に
選
挙
綱
領
を
発
表
し
た
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
、

ポ
ワ
ン
カ
ン
は

『パ
リ
雑
誌
』
に

「政
見
」
と
題
し
た
．論
文
を
寄
稿
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
の
論
文
の
申
で

「輝
か
し
い
論
文
」

と
し
て
絶
賛
さ
れ
て
い
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
は

「議
会
改
革
」
の
″同
志
″
を
そ
こ
に
見
い
だ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、

ポ
ワ
ン
カ
レ
の
こ
の
論
文
を
手
が
か
り
に
、
彼
の

「議
会
改
革
」
論
の
中
身
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

第

一
に
、
ポ
ワ
ン
カ
ン
は
当
時
の
議
会
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
か
。
論
文
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
コ

七
九

一
年
と

一
七

九
三
年
の
憲
法
が
、
主
権
は
国
民
に
帰
属
し
、
単

一
不
可
分
で
、　

‐時
効
に
か
か
ら
ず
、
譲
渡
で
き
な
い
と
宣
言
し
て
以
降
、
こ
の
原
理
は
少

な
か
ら
ず
損
な
わ
れ
て
き
た
。
主
権
は
、
諸
個
人
に
委
譲
さ
れ
引
き
継
が
れ
、
あ
る
い
は
、
出
し
ゃ
ば
り
な
議
会
に
よ
っ
て
時
効
取
得
さ
れ

た
。
共
和
国
は
、
人
民
を
個
人
的
権
威
の
濫
用
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
民
主
制
に
、
受
任
者
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ

る
権
利
を
与
え
、
そ
れ
は
ま
た
、
受
任
者
が
彼
ら
の
委
任
者
に
取
っ
て
替
わ
る
と
い
う
誘
惑
に
さ
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
受
任
者
に
、
断
片

的
で
、
明
確
で
、
か
つ
区
分
さ
れ
た
権
能
を
委
ね
た
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
嘆
か
わ
し
き
混
交
が
、
し
だ
い
し
だ
い
に
、
こ
の
多
様
な
任
務

の
行
使
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
代
理
人
は
自
分
が
委
任
者
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
…
…
そ
れ
ぞ
れ
の
代
議
士
は
自
分
を

人
民
の
人
格
化
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
、
恐
る
べ
き
無
秩
序
の
テ
ち
に
、
す
べ
て
の
役
割
と
す
べ
て
の
責
任
と
が
ご
ち
ゃ
ま

ぜ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
。
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
政
治
状
況
が

「出
し
ゃ
ば
り
な
議
会
＝
議
会
申
心
主
義
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
認
識
は
他
の

「議
会
改
革
」
論
と
共
通
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
議
会
制
認
識
は
、
ポ
ワ
ン
カ
レ
の
か
な
り

一
貫
し
た
見
方
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。　
一
八
九
六
年
八
月
二
三
日
に
地
元
コ
メ
ル

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一九



法
経
研
究
三
九
巻
四
号

（
一
九
九
一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
〇

シ
ィ
（Ｏ
ｏ８
日
①『ｏじ
で
お
こ
な
っ
た
と
さ
れ
る
演
説
の
中
で
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「弊
害
、
拡
大
し
つ
つ
あ
る
恐
る
べ
き
弊
害
は
、

代
議
院
が
政
府
の
権
限
の
ほ
と
ん
ど
を
横
領
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
我
々
は
、
代
議
士
が
統
治
し
行
政
を
お
こ
な
い
大
臣
と

い
う
偽
名
の
も
と
で
数
多
く
の
公
職
者
を
任
命
す
る
こ
と
で
、
そ
の
混
交
こ
そ
が
秩
序
と
自
由
全
体
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
と
こ
ろ
の
諸
権

力
を

一
手
に
集
め
る
と
い
う
議
会
制
の
歪
曲

（ご
】∽３
８
計̈
ｏ●
０
口
【０性
日
①
づ
ミ
お
Ｂ
ｏユ
”
いヽ
こ
、
憲
法
の
精
神
の
逸
脱

（く
ｏ̈
】“
け̈
〇●
Ｏ
①
】．

８
「
いけ
Ｏ
ｏ
ご
ｏ
ｏ
房
け】言
け中ｏじ

に
ま
で
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た
。
…
…
我
々
は
、
し
ば
し
ば
、
議
会
制
の
外
見
の
下
で
そ
の
実
際
は
ま
っ
た

く
の
公
会
制

（凛
咀
日
①
８
Ｅ
δ
ュ
ゴ
ロ
①じ

と
い
う
も
の
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
。
代
議
院
は
普
通
選
挙
に
直
接
に
由
来
す
る
こ
と
か
ら
、
確

か
に
全
般
的
政
策
に
高
権
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
委
任
者
の
権
利
を
守
る
と
い
う
口
実
の
下
に
、
受
任
者
は
、
し
ば

し
ば
、
自
分
自
身
の
虚
栄
の
主
張
の
み
を
守
ろ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
政
府

・
大
統
領

・
元
老
院
の
役
割
を
否
定
し

よ
う
と
し
、
自
分
た
ち
の
み
が
国
民
主
義
の
担
い
手
で
あ
る
と
考
え
る
と
い
う
最
大
の
過
ち
を
お
か
す
」
。

こ
こ
で
は
、
国
民
と
代
表
者
の
間
を

″委
任
―
受
任
″
関
係
で
あ
ら
わ
し
代
表
に
よ
る

「主
権
の
纂
奪
」
を
警
戒
し
て
い
る
点
に
お
い
て

は
、
国
民
の
主
権
を

「実
体
」
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
る
よ
う
に
表
面
的
に
は
見
え
る
が
、　
一
方
、
政
府

・
大
統
領
も
議
会
と

″対

等
″
の

「主
権
の
担
い
手
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
国
民
主
権
の
意
義
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
。
議
論
全
体
と
し
て
は
、
む
し
ろ
、

権
力
分
立
の
見
地
か
ら
す
る

「代
議
院
の
権
力
拡
大
へ
の
牽
制
」
が
基
本
で
あ
る
と
言
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「議
会

（代
議
院
）
中
心
主

義
」
が
、
国
民
主
権
や
権
力
分
立
等
の
市
民
憲
法
原
理
に
抵
触
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
是
正
こ
そ
が

「共
和

主
義
」
の
任
務
と
な
る
。
共
和
制
を
擁
護
す
る
た
め
に

「議
会
改
革
」
が
必
要
と
さ
れ
る
。

第
二
に
、
彼
の
「議
会
改
革
」論
の
内
容
で
あ
る
。
彼
は
、
議
会
と
は
「審
議
す
る
」
（０
い】いげ
０■０じ
機
関
で
あ
っ
て
「統
治
す
る
」
（∞
ｏ
ヨ
ｏ日
のし

機
関
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
議
会
の
活
動
に
は
規
律
が
必
要
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
①
議
院
規
則
を
改
訂
し
て

法
律

（少
な
く
と
も
予
算
法
）
に
た
い
す
る
修
正
権
の
行
使
を
法
案
提
出
後
本
会
議
開
始
前
の
一
定
期
間
内
に
限
定
し
、
支
出
の
増
額
提
案



に
つ
い
て
は
所
轄
の
委
員
会
の
審
議
に
付
す
こ
と
、
②

「正
式
質
問
」
の
制
限
、
③
議
会
の
会
期
の
短
縮
、
さ
ら
に
は
④
議
員
定
数
の
削
減

な
ど
が
求
め
ら
れ
る
と
す
犯
。
①
②
は
他
の
「議
会
改
革
」論
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
③
④
は
、
彼
独
自
の
も
の
と
い
え

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
議
会
に
お
け
る

「内
部
規
律
」
を
越
え
て
議
会

「機
能
」
そ
の
も
の
に
手
を
つ
け
る

″大
が
か
り
″
な
も
の
と
い
え
よ

う
。
こ
の
こ
と
は
、
ポ
ワ
ン
カ
ン
が
単
に
議
会
の
改
革
を
意
図
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
家
権
力
の
構
造
と
機
能
全
体
に
わ
た
る
よ
り
大
規
模

な
改
革
を
展
望
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
彼
の
改
革
構
想
の
″全
容
″
に
つ
い
て
は
、
後
に
触
れ
る
。

「代
議
士
が
地
元
の
選
挙
区
の
細
々
と
し
た
要
求
の
″代
理
人
″
と
な
る
」、
こ
う
し
た
政
治
ス
タ
イ
ル
は
ポ
ワ
ン
カ
ン
の
忌
み
嫌
う
こ
と

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
彼
は
、　
一
八
九
二
年
の
総
選
挙
に
際
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
宣
言
し
て
当
選
し
た
と
さ
れ
る
。
「私
は
、
普
通
の
議
会
人

で
は
な
い
。
私
に
対
し
て
、
委
員
会
で
術
策
を
弄
す
る
こ
と
を
期
待
し
な
い
で
ほ
し
い
。
私
は
、
地
方
的
利
益
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
場
合

に
の
み
、
こ
れ
に
身
を
捧
げ
た
。
国
家
と
は
、
私
人
の
影
響
力
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
た
り
、
そ
の
野
心
や
欲
望
に
奉
仕
す
る
も
の
で
は
な
い
。

私
は
、
私
の
選
挙
区
の
擁
護
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
家
の
僕

（８
コ
いお
日

Ｏ
ｏ
中、
い
け”
じ

で
あ
る
電
。
当
選
二
回
、
在
職
六
年
目
の
議
員

と
し
て
は
、
大
変
な
自
信
と
い
え
る
が
、
ポ
ヮ
ン
カ
レ
の

″理
想
の
代
議
士
像
″
が
う
か
が
い
知
れ
て
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
、
か
く
言
う

彼
も
け
っ
し
て

「地
方
的
利
害
」
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
地
元
ミ
ュ
ー
ズ
県
へ
の
鉄
道
誘
致
に
熱
心
に
と
り
く
み
、
し
か
も

「軍
事
的
必
要
」
で
ヽ
ュ
ー
ズ
県
は
ド
イ
ツ
に
割
譲
さ
れ
た
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
ン
ー
ヌ
に
隣
接
）
を
理
由
に
地
元
負
担
金
な
し
で
敷
設
さ
せ
る
な

ど
し
て
い
純
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た

″言
行
不

一
致
″
は
、
ど
ん
な
に

「議
会
改
革
」
を
高
唱
す
る
議
員
で
も
、
多
か
け
少
な
か
れ
み
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
地
元
へ
の
利
益
還
元
そ
の
も
の
は
、
当
時
の
議
会
政
治
を
か
な
り
深
部
の
と
こ
ろ
で
支

え
て
お
り
、
「議
会
改
革
」
論
の

″綿
の
御
旗
″
で
あ
る
は
ず
の

「議
会
ク
ラ
イ
ア
ン
テ
リ
ズ
ム
の
克
服
」
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
き
わ

め
て
実
現
困
難
な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
「議
会
改
革
」
が
本
当
に
こ
の
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
改
革
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
、
こ
の
点
こ
そ
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
は

「議
会
改
革
」
論
の
本
質
を
解
明
し
た
う
え
で
、
改
革
の
実
際
の
展
開
を
検
討
す
る
申

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
一
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で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
る
う

（四
１
０
参
照
）。

次
に
、
ポ
ワ
ン
カ
レ
の
議
論
で
そ
の

「執
行
権
の
強
化
」
論
が
注
目
に
値
す
る
。
彼
は
、
″ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
旋
風
″
が
吹
き
あ
れ
た

一
八
八

九
年
の
時
点
で
、
共
和
国
の
危
機
を
救
う
た
め
に
は

「執
行
権
の
安
定
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
達
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
論
文

「政
見
」
の
な
か
で
は
あ
ま
り
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
「議
会
改
革
」
が
論
議
さ
れ
て
い
る
さ
な
か
の
い
く
つ
か
の
演
説
で
、
そ
れ

を
強
く
主
張
し
て
い
る
の
が
目
に
止
ま
る
。
以
下
、
若
干
長
く
な
る
が
、　
一
八
九
七
年
二
月

一
四
日
の
彼
の
演
説
の
一
部
を
引
用
し
よ
う
。

「た
し
か
に
、
自
由
な
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
は
、
政
府
は
、　
一
般
意
思
の
も
と
に
あ
っ
て
、
統
制
さ
れ
た
責
任
の
下
で
行
使
さ
れ
る
も

の
以
外
の
権
威
を
持
た
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
政
府
が
民
衆
の
き
ま
ぐ
れ
と
世
論
の
圧
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
道
具
に
留
ま
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
政
府
は
、
す
べ
て
の
議
員
や
行
政
官
と
同
様
に
、
積
極
的
で
洞
察
力
を
も
っ
た
管
理
を
お
こ

な
う
責
任
と
義
務
を
有
す
る
。
政
府
は
、
そ
の
活
動
に
責
任
を
追
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
行
動
す
る
権
利
を
有
す
る
。
そ
れ
は
、
国
民

ま
た
は
議
会
か
ら
高
次
の
監
督
と
い
う
任
務
を
不
当
に
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
政
府
は
、
自
ら
が
担
う
権
威
を
自
覚
し
、
そ
の

権
威
を
弱
る
に
ま
か
せ
て
お
か
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
も
し
、
通
例
、
革
命
と
独
裁
の
前
触
れ
と
な
る
行
政
上
の
そ
し
て
社
会
的

な
混
乱
に
即
座
に
陥
る
こ
と
を
望
ま
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
政
府
の
権
限
を
守
る
の
に
熱
心
で
あ
り
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
公

の
自
由
と
矛
盾
し
な
い
ど
こ
ろ
か
民
主
主
義
共
和
国
に
お
い
て
不
可
欠
の
防
御
策
で
あ
る
。法
律
を
執
行
し
遵
守
す
る
こ
と
、現
存
の
秩
序
を

維
持
す
る
こ
と
、
ンア
」
に
政
府
の
基
本
的
な
任
務
が
存
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
政
府
が
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。政
府
は
、

国
民
全
体
に
、
首
尾

一
貫
し
た
権
威

（Ｅ
Φ
“
諄
Ｒ
い８
８
二
ｏ日
Ｃ

と
行
き
届
い
た
行
政

（”０
日
中●
】の一８
け中Ｏ●
く
的̈
【Ｆ
諄
ｅ

の
印
象
を
与
え

な
け
れ
が
な
ら
な
い
。
政
府
の
活
動
は
す
べ
て
の
公
役
務
の
運
行
を
把
握
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
は
、
す
べ
て
の
政
治
機

関
の
正
常
な
機
能
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
は
、
そ
の
従
事
者
の
中
で
の
規
律
と
調
和
を
強
固
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
時
の

「議
会
中
心
主
義
」
は
執
行
権
を
純
然
た
る
執
行
機
関
の
地
位
に
留
め
、
と
も
す
れ
ば
、
執
行
権
そ
の
も
の

（個
別
的
決
定
権
）



す
ら
議
会
が
行
使
す
る
状
況
を
生
み
出
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
政
府
は
単
に
法
律
の
執
行
に
留
ま
ら
ず

「権
威
の
自
覚
の
下
に
活
動
せ

よ
」、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「議
会
中
心
主
義
」
の
構
造
を
根
本
か
ら
く
つ
が
え
す
大
胆
な
提
案
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、　
一
八
九

八
年

一
月
三

一
日
の
演
説
で
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「統

一
の
と
れ
た
政
府
、
安
定
し
た
政
府
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
何
に
も

ま
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
政
府
が
そ
の
権
限
を
放
棄
し
な
い
こ
と
、
政
府
が
、
そ
の
行
為
に
責
任
は
負
う
も
の
の
、
議
会
の
支
配
的
な

感
情
と
推
測
な
い
し
推
察
さ
れ
る
も
の
に
あ
ら
か
じ
め
そ
の
決
定
を
従
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
政
府
は
、
そ
の
多
数

派
の
先
頭
を
進
み
、
多
数
派
を
導
く
進
路
を
大
い
に
明
ら
か
に
し
、
し
か
も
、
多
数
派
自
体
を
団
結
と
自
発
的
規
律
に
慣
れ
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
。
こ
こ
で
は
、
政
府
と
議
会
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
の
転
換
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
に
、
ポ
ワ
ン
カ
レ
自
身
が
、
首
相
と
し

て
ま
た
大
統
領
と
し
て
、
こ
の

″強
い
執
行
権
″
の
強
力
な
牽
引
者

・
実
践
者
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ポ
ワ
ン
カ
ン
の
こ
う
し
た

「執
行
権
の
強
化
」
論
は
、
建
前
上
、
市
民
憲
法
の
理
念
で
あ
る
権
力
分
立
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

特
徴
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「議
会
中
心
主
義
」状
況
こ
そ
、
本
来
国
民
の
も
の
で
あ
る
べ
き
主
権
を
議
会
に
集
中
さ
せ
、
権
力
分
立
原
理

を
侵
し
て
い
る
、
そ
れ
は
、　
一
八
七
五
年
憲
法
が
規
定
す
る
統
治
機
構
に
も
と
る
も
の
で
あ
る
、
ど
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
第
二

共
和
制
下
の
執
行
権
の
強
化
論
と
い
え
ば
、ブ
ル
ボ
ン
・オ
ル
レ
ア
ン
両
家
の
君
主
制
や
ナ
ポ
ン
オ
ン
の
帝
制
の
復
興
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ

た
り
、
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ズ
ム
の
よ
う
に
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
「愛
国
主
義
」
に
訴
え
る
個
人
独
裁
待
望
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、　
一
九
世
紀
末
に

磐
石
の
基
礎
を
固
め
た
フ
ラ
ン
ス
「ブ
ル
ジ
ョ
フ
社
会
」
と
そ
の
「共
和
主
義
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
構
想
の
実
現
を
許
さ
な
か
っ

た
。
ポ
ワ
ン
カ
ン
は
、
純
然
た
る
共
和
主
義
者
と
し
て
政
治
生
活
を
開
始
し
、
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ズ
ム
に
対
し
て
も
反
対
の
態
度
を
維
持
し
た
。

か
よ
う
に

「共
和
主
義
」
の

″胎
内
″
か
ら
、
す
な
わ
ち
共
和
制
の
打
倒
で
は
な
く
そ
の
防
衛
の
た
め
を
も
っ
て
執
行
権
強
化
の
必
要
性

を
主
張
す
る
と
い
う
点
に
ポ
ワ
ン
カ
ン
の
議
論
の

″新
し
さ
″
が
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
共
和
制
の
統
治
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の

「議
会
中

心
主
義
」
の
あ
る
種
の

″制
度
疲
労
″
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０

一一一一一一
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そ
れ
で
は

「
共
和
制
防
衛
」
策
と
し
て
の
ポ
ワ
ン
カ
ン
の
構
想
は
、
ど
の
よ
う
な
政
策
的
内
容
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

彼
は
、
前
述
の
よ
う
な
議
会
活
動
の
規
制
、
会
期
の
制
限
、
議
員
定
数
の
削
減
に
と
も
な
っ
て
、
議
会
に

「政
府
多
数
派
」
を
送
る
こ
と

が
国
民
の
側
の
任
務
で
あ
る
と
す
る
。
「議
会
改
革
」
を
政
権
安
定
の
基
礎
と
な
る

「安
定
的
な
多
数
派
」
（政
党
）
の
形
成
と
関
わ
ら
せ
て

い
る
点
は
、
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
と
同
様
で
あ
る
。
共
和
主
義
の
二
大
政
党
制
を
と
る
に
せ
よ
、
左
右
の
両
極
の
間
に
単

一
の
政
党
を
つ
く
る
に
せ

よ
、
現
在
の
よ
う
に
共
和
派
諸
派
が
規
律
と
団
結
を
欠
い
た
状
態
は

一
刻
も
早
く
解
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

さ
ら
に

「反
動
」
と

「革
命
」
を
同
時
に
排
斥
す
る
と
し
た
う
え
で
、
「共
和
主
義
的
改
革
」
（ふ
喘８
８
８
凛
ｏ
多
中中ｏ
”
】●
①３

の
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
幾
つ
か
を
展
開
す
る
。

第

一
は
、
「国
民
教
育
」
８
●
●
ｏ

，
一一ｏ
●
●
”
け】Ｏ
●
』
Ｃ

で
あ
る
。
（普
仏
戦
争
で
の
）
忌
ま
わ
し
き
敗
北
の
記
憶
か
ら
国
家
の
威
信
を
立
て
直

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
も

「道
徳
的
刷
新
」
↑
いｍ
いｏ
い轟
け】ｏ
●
ヨ
Ｒ
”
中３

が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は

「教
育
の
強
化
」
の
み

が
成
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る

「愛
国
心
教
育
」
に
は
政
党
も
ま
た
積
極
的
に
関
与
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
「大
政
党
は
、
良
き
法

律
を
議
決
す
る
だ
け
で
な
く
、
と
り
わ
け
習
慣
を
醇
化
す
る
こ
と
を
そ
の
名
誉
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

第
二
は
、
予
算

・
税
制
改
革
で
あ
る
。
ポ
ワ
ン
カ
ン
も
他
の

「議
会
改
革
」
論
者
と
同
様
に
、
当
代
の
財
政
状
況
の
悪
化
の
原
因
を

「選

挙

へ
の
執
着
」
（選
挙
予
算
）
に
求
め
て
い
る
。
彼
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
予
算
関
連
法
案
の
取
扱
に
規
制
を
設
け
る
と
い
う
提
案
を
し
て
い

る
が
、
そ
の

一
方
で
、
こ
う
し
た

「出
の
方
」
だ
け
で
な
く
、
「入
り
の
方
」
の
改
革
も
検
討
し
て
い
る
。
当
時
提
起
さ
れ
て
い
た

「累
進
総

合
所
得
税
」
（彼
は
カ
ヴ

ェ
ニ
ャ
ク
・ド
ゥ
メ
ル
の
案
を
挙
げ
て
い
る
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
資
産
の
全
体
を
申
告
さ
せ
る
こ
と
で
納
税
者
に

抑
圧
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
、
労
働
収
入
と
資
本
収
入
あ
る
い
は
貯
蓄
と
生
活
費
を
区
別
せ
ず
に
等
し
く
課
税
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
排
斥
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
同
じ
く
所
得
税
と
い
う
名
目
で
、
所
得
の
外
形
に
着
目
す
る
動
産
税
を
提
案
し
て
い
る
。

な
お
、
彼
は
租
税
が

「負
担
の
平
等
」
♂
”
”
】いのＲ

Ｆ
ｏ
ｏ，
”
置
ｏｃ

で
は
な
く

「財
産
の
平
等
」
３
ｍ
”
】お
ｑ

Ｆ
の
「ｏ
『一Ｅ
①３

を
め
ざ
す



場
合
に
は
、
「社
会
主
義
者
の
租
税
」
（急
進
派
の
立
場
も
こ
れ
に
近
い
と
す
る
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
綱
。
「累
進
所
得
税
＝
社
会
主
義
的
」

と
い
う
当
時
の
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
支
配
し
て
い
た
観
念
を
、
彼
も
ま
た
共
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
財
政
困
難
の

解
決
策
を

「予
算
運
営
」
の
改
革
に
限
る
こ
と
な
く
、
税
制
の
面
の
改
革
を
と
も
か
く
も
模
索
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の

「議
会
改
革
」
論

の

″幅
″
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

第
二
は
、
「社
会
問
題
」
Ｆ
」
①の一】ｏ
房
８
ｏ
い”
】８
）
で
あ
る
。
ポ
ワ
ン
カ
ン
は
ま
ず

「人
間
と
社
会
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
観
念
を
、
①
個

人
の
無
制
限
の
活
動
を
承
認
す
る
も
の
、
②

「個
人
の
尊
重
」
を
前
提
に
し
て
国
家
に
よ
る
そ
の
助
長

・
援
助
を
要
求
す
る
も
の
、
③
個
人

を
集
合
的
有
機
体
の
細
胞
と
位
置
づ
け
よ
り
良
き
目
的
へ
の
発
展
の
力
を
社
会
に
帰
せ
し
め
る
も
の
の
二
つ
に
区
別
し
、
第
二
の
観
念
を
選

び
取
る
。
「自
由
主
義
」
と

「社
会
主
義

（全
体
主
義
と

の

″中
間
″
に
位
置
す
る

「福
祉
主
義
」
と
も
い
え
る
観
念
を
、
「社
会
政
策
」
の

萌
芽
期
た
る
こ
の
時
期
に
い
ち
は
や
く

「共
和
主
義
政
策
」
の
哲
学
的
基
礎
に
据
え
た
点
は
注
目
に
値
す
る
。
彼
は
、
私
有
財
産
制
を
否
定

す
る

「社
会
主
義
」
が
人
間
の
活
力
の
源
泉
で
あ
る

「自
由
」
を
奪
い

「進
歩
」
を
押
し
と
ど
め
る
と
批
判
す
る
点
で
は

一
貫
し
て
い
紳
。

こ
う
し
た
観
念
に
基
づ
い
て
、
ポ
ワ
ン
カ
ン
は

「結
社
の
自
由
」
を
積
極
的
に
評
価
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
は
革
命
以
来

「結
社
」
に
対
し

て
敵
視
の
態
度
を
と
っ
て
き
た
が
、
も
は
や
歴
史
的
状
況
は
変
わ
っ
た
。
結
社
は
個
人
の
力
を
増
大
さ
せ
る
し
、
「精
神
的
・物
質
的
善
」
を

生
み
出
す
。
こ
の
こ
と
は
、
労
働
組
合
に
た
い
し
て
、
社
会
秩
序
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
、
調
停

・
保
険
事
業

ｏ
退
職
者
金
庫
を
通
じ
て
資

（・８
）

本
と
労
働
の

「和
解
」
Ｆ
ｏ
●
ｏ
】̈̈
”
けいＯじ

に
協
力
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
彼
は
、
国
と
地
方
の
関
係
の
問
題
に
も
言
及
し
て
い
る
。
し
か
も
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
ポ
ワ
ン
カ
ン
の
こ
の
問
題
の
扱
い
方
は
、

ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
の
そ
れ
と
す
こ
ぶ
る
近
似
し
て
い
る
。
彼
も
ま
た
、
「国
」
の
無
用
な
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
地
方
行
政
改
革
の
目
的
と
し
て

い
る
が
、
同
時
に
そ
れ
が
決
し
て
地
方
へ
の

「政
治
的
権
利
」
貧
８
中雰
ｏ
ｏ
Ｆ
いｏ
お
じ

・
「主
権
の
一
部
」
の
譲
渡
で
は
な
い
と
付
け
加
え
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ

「行
政
上
の
権
限
」
↑
け一『夢
〓
いｏ３

，
，

ｐ】●
いの一Ｓ
け【く
ｏし

の
委
譲
に
す
ぎ
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
五
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ハ

こ
の
こ
と
の
も
つ
意
味
は
、
彼
が
な
ぜ
こ
う
し
た
権
限
委
譲
が
必
要
と
考
え
て
い
る
か
を
み
れ
ば
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
。
彼
は
地
方
議

会
に
教
育

・
風
俗

・
思
想
醇
化
の
任
務
を
期
待
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
こ
の
時
期

″新
た
に
″
生
ま
れ
て
き
た
行
政
需
要
へ
の
対
応
と
い
う

性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
中
央
集
権
的
な
統
治
を

「機
能
的
に
」
実
施
す
る
た
め
の
施
策
と
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
。
こ
の
点
で
も
、
彼
の

構
想
は
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
の
そ
れ
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

最
後
に
、
彼
は

「対
外
政
策
」
を
論
じ
る
。
以
上
の

「内
政
問
題
」
は
総
じ
て

「世
界
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
道
徳
的
権
威
を
再
建
す
る
」

こ
と
に
結
び
つ
く
と
し
て
い
制
。
ま
た
ヽ
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。
「す
べ
て
の
人
々
の
協
力
に
よ
っ
て
、
共
和
国
は
、
そ
の
創
設
以
来
、
わ

が
軍
隊
の
修
復

・
再
組
織
、
分
割
さ
れ
た
祖
国
の
復
興
に
専
心
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同

一
の
不
安
と
沈
滞
が
、
国
民
に
の
し
か
か

り
、
わ
が
国
の
海
上
事
業
を
抑
え
、
海
外
取
引
を
妨
げ
、
わ
が
国
の
植
民
地
管
理

・
対
外
政
策
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ジ

け”諄＝おけし．“̈
る（ゴ「ぉ７卸隼鰤り知脚蜘拘粋無蹴撮』『諄』畷岬群はずパパ」弓̈
いけ一‐まｒ庫̈
雌̈は向議けけ伸】

そ
の

「経
営
」
に
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

「高
利
貸
帝
国
主
義
」
に
よ
っ
て
資
金
は
外
国
債
の
購

入

へ
と
流
れ
て
い
っ
た
。
ポ
ヮ
ン
カ
ン
の
こ
こ
で
の
指
摘
は
そ
う
し
た
背
景
を
前
提
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
な
に
よ
り
も
、
こ
う
し
た

「帝
国
主
義
政
策
」
と
「国
内
政
策
」
と
が
″統

一
的
に
″
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
対
外
政
策
を
実

（２２
）

施
す
る
上
で
も
、
規
律
あ
る
政
党
の
形
成
と

「国
民
の
道
徳
改
革
」
（誌
♂
日
お
日
Ｒ
μ
げ
ら
●
ｏ
”
場
）
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
こ
の
論
文
で
の
主
張
が
、
総
選
挙
を
直
後
に
ひ
か
え
て
の

「公
約
」
と
し
て
い
さ
さ
か

″総
花
的
″
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

点
は
差
し
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
ポ
ワ
ン
カ
ン
が

「議
会
改
革
」
を
ふ
く
む
国
内
外
の
政
策
課

題
に
い
か
な
る
ス
タ
ン
ス
で
臨
ん
で
い
た
か
は
、
十
分
に
う
か
が
い
知
れ
よ
う
。
逆
に
ま
た
、
「議
会
改
革
」
そ
れ
自
体
が
、
ど
の
よ
う
な
政

治
的
脈
絡
の
な
か
か
ら
提
起
さ
れ
て
き
た
の
か
が
良
く
わ
か
る
。議
会
の
予
算
議
決
過
程
を

一
定
の
統
制
に
服
せ
し
め
よ
う
と
い
う
考
え
が
、



「選
挙
予
算
」
な
ど
を
財
政
運
営
上
の

″攪
乱
要
因
″
と
し
て
極
力
排
除
す
る
と
い
う
見
地
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
見
地
は
と
い
え
ば
、
国
家
財
政
に
新
た
に
の
し
か
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
任
務
と
そ
の
負
担
を
自
覚
し
、
そ
の

よ
う
な
施
策
を
国
家
統
治
の
上
で

「不
可
欠
の
も
の
」
と
位
置
づ
け
る
と
い
う
認
識
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
と
言
え
る
。
ポ
ヮ
ン
カ
ン
は
、

こ
の
任
務
を

「軍
備
増
強

・
植
民
地
経
営
」
と

「社
会
政
策
」
と
い
う
か
た
ち
で
把
握
し
て
い
た
。
要
す
る
に
総
体
と
し
て
の

「帝
国
主
義

政
策
」
で
あ
る
。
後
に
彼
は
、
蔵
相
と
し
て
一
九
〇
七
年
の

「軍
備
大
幅
拡
張
予
算
案
」
を
提
出
し
て
ド
ン
フ
ュ
ス
事
件
以
後

「反
軍
主
義
」

が
支
配
的
と
な
っ
た
代
議
院

（急
進
社
会
党
が
第

一
党
、　
一
九
〇
五
年
に
は
兵
役
を
三
年
か
ら
二
年
に
短
縮
す
る
法
律
が
成
立
―
「急
進
共

和
制
」
）
と
渡
り
あ
う
。
こ
の
と
き
敗
れ
は
し
た
も
の
の

（
一
九
〇
七
年
度
予
算
法
で
は

「代
議
院
予
算
委
員
会
」
が
勝
利
、
軍
拡
予
算
は

廃
棄
―

一
、
０
参
照
）、
彼
は
そ
の
提
案
の
正
当
性
を
、
第

一
次
モ
ロ
ッ
コ
事
件

（
一
九
〇
五
年
）
以
降
の
軍
事
的
緊
張
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン

ス
と
ド
イ
ツ
が
隣
国
と
し
て
の

″伝
統
的
な
対
立
″
で
は
な
く
、
植
民
地
支
配
を
め
ぐ
る

″帝
国
主
義
的
対
立
″
に
立
ち
至
っ
た
と
い
う
状

況
に
も
と
め
て
い
た
。
こ
の
あ
た
り
に
も
、
彼
の
当
時
の
政
策
的
立
場
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
か
か
る

「政
策
」
を
遂
行
す
る
上
で
、
議
会

「中
心
」
の
統
治
機
構
は
、　
一
方
で
固
く
団
結
し
た
議
会
多
数
派
に
支
え
ら
れ
な

が
ら
、
他
方
で
そ
の
権
限
を
絶
対
に
議
会
に
譲
り
渡
す
こ
と
の
な
い
執
行
府

「優
位
」
の
体
制
へ
と
シ
フ
ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ポ
ワ

ン
カ
ン
の
議
論
は
、
展
開
さ
れ
て
い
る
論
理
を
追
う
限
り
で
は
、
「議
会
中
心
主
義
」
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
憲
法
の

ク本
来
の
″
「権
力
分

立
の
体
制
」
の

″修
復
″
を
意
図
す
る
も
の
と
い
え
る
し
、
彼
の
伝
記
を
書
い
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ム
ネ
な
ど
は
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
評

価
を
下
し
て
い
艇
。
し
か
し
ヽ
前
述
の
よ
う
な
政
策
課
題
を
担
う
執
行
権
が
伝
統
的
な
権
力
分
立
の
下
で
の
そ
れ
の

″復
活
″
で
は
あ
り
え

な
い
。
ま
た
、
ポ
ワ
ン
カ
ン
の
議
論
が
、
共
和
国
大
統
領
を

「愛
国
心
」
に
基
づ
く
国
民
団
結
の
要
と
す
る
傾
向
を
濃
厚
に
も
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
（機
、
統
治
機
構
の

「帝
国
主
義
的
再
編
」
と
し
て
の
執
行
府

″復
権
″
構
想
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て

「議
会
改
革
」

は
、
か
か
る
構
想
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
七
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な
お
最
後
に
、
ポ
ワ
ン
カ
ン
の

「議
会
改
革
」
論
の
壮
大
さ
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
、
選
挙
制
度
改
革
と
の
関
わ
り
に
触
れ
て
お
き

た
い
。
彼
は
、
そ
の
後
、　
一
九

一
二
年
に
首
相
に
就
任
す
る
や
代
議
院
議
員
の
選
挙
制
度
を
小
選
挙
区
二
回
投
票
制
か
ら
県
単
位
の
名
簿
式

比
例
代
表
制
へ
と
変
更
す
る
法
案
を
提
出
す
る
。
こ
の
と
き
も
急
進
派
の
激
し
い
抵
抗
に
遭
い
、
代
議
院
は
通
過
し
た
も
の
の
元
老
院
で
改

革
は
頓
挫
す
る
。
こ
う
し
た
経
緯
は
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
が
、
こ
こ
で
は
、
ポ
ワ
ン
カ
ン
が
か
か
る
選
挙
制
度
改
革
を

こ
の
と
き
突
如
と
し
て
思
い
つ
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
「議
会
改
革
」
と
の
関
わ
り
で
長
い
期
間

″温
め
て
い
た
″
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
彼
は

一
九
〇
七
年
の

「
フ
ラ
ン
ス
小
売
商
連
盟
」
の
パ
ー
テ
ィ
ー
で
の
演
説
の
な
か
で
、
「地
方
の
専
制
」
と

「た
か
り
」
を
は
び
こ
ら

す

「議
会
に
お
け
る
、
と
り
わ
け
代
議
院
に
お
け
る
風
潮
と
流
儀
の
変
革
」
に
は
、
「名
簿
式
投
票
に
よ
っ
て
拡
大
し
、
比
例
代
表
制
に
よ
っ

て
矯
正
さ
れ
た
選
挙
制
度
」
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
一
八
九
〇
年
代
の

「議
会
改
革
」
論
議
に
は
、
こ
の
よ

う
に
選
挙
制
度
の

″根
本
″
に
手
を
付
け
る
提
言
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
に
近
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ポ
ワ
ン
カ
レ
自
身
も
当
時
の
段
階
で
選
挙

制
度
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
言
を
展
開
し
て
い
た
形
跡
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
の
視
点
は
、
「議
会
改
革
」論
議
の
進
展
と
と
も

に
選
挙
制
度
の
問
題
へ
と
開
か
れ
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
対
応
を
可
能
と
す
る

ほ
ど
に
彼
の

「議
会
改
革
」
論
は
長
く
、
広
い
パ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ブ
の
も
の
に
提
起
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（１
）
ポ
ワ
ン
カ
レ
の
得
票
が
三
四
、
九
八
四
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
急
進
派
候
補
三
、
四
八
四
、
保
守
派
候
補

一
、
二
八
七
、
ブ
ー
ラ
ン
ジ

ェ
派

六
八
四
で
あ

っ
た
。
Ｏ
Ｆ

り
。〓
いｏ
Ｌ
β

”
ｏ
中●
８
凛
。
３
８
ヽ
フ
〓
ド
な
お
、
ポ
ワ
ン
カ
ン
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
、
ピ
一】ド

ｏ
ｐ

ａ
ｒ

ロ
ニ
０一い０
●
い

，
中【０
０
‥
ご
一・
『
・●
●
。
Ｎ
『
ＰＯ
Ｉ
‐０
・

（
２

）

”

。
「

ｏ
】
Ｒ

ミ

ｐ

く

お

の

Ｏ
ｏ
Ｆ

】
ｏ
８

Ｐ

”

Ｑ

お

Ｏ
ｏ

「

ミ

グ

〓

ロ

エ

』

∴

の

ち

に

「

ｏ
３

８

８

・
０

５

峰

¨
ｏ
房

２

職
”
員

８

ｏ
ｏ
澤

い
ｏ
８

Ｐ

３

日

一
に

再

録
、
引
用
は
本
書
を
参
照
し
た
。

つ
に
”
以
下
同
様
。

↑
６
）

「
ｏ
】●
ｏ
”
鳳
ご
ｒ
”
０
いく
”̈
〓
ｏ
●
ヽ
●
『
Ｑ
”
■
●
①
づ
”
『
】２
日
の
口
一
”
】『
①

，
Ｏ
●
・
０
〓
・
Ｄ
●
ｏ
ｏ
Ｌ
ｏ
●
∽
・‥
り
０
・
『
∞
〓ｐ



（
４
）

「
０
●̈
０
”
『
ｐ

Ｏ
フ

ｏ
〓
。
く
」
ｏ
め
・‥
。
ら
”
●
∽
Ｄ
●
０
峰

ｏ̈
●
ｏ
・‥
Ｕ
づ
・
】
ω
？
ｒ

（５
）
〓

書̈
β

ｏ
フ
ｏ
Ｆ

）
〓
”

（
６
）

Ｏ
Ｆ

】げ
い，
。
フ

Ｈ
∞
ド

（
７
）

Ｏ
Ｆ

Ｈｇ
Ｏ
こ
フ

〓
”

（
８
）

「
ｏ
一●
ｏ

，
■
ｐ

∪
①
】“
●
ｏ
Ｏ
像
あ
〓
０
０
．
●
●
ｏ
げ
Ｏ
●
●
０
■
ＦＯ
け，
ｏ
Ｏ
①
づ
〇
一一一
いｏ
●
ｐ

Ｏ
や

０
一■
Ｏ
Ｌ
①
の
け
】ｏ
い
の
。・・●
フ

∞
下
”

（
９
）

「
ｏ
】●
ｏ

，
『
ｐ

ｒ
ｏ
Ｏ
Ｌ
ｏ
”
【
Ｑ
∽
鮎
”
●
０
】”
〓
び
ｏ
ユ
ｐ

Ｏ
づ
・
ｏ
】ｒ

Ｏ
●
０
降
】ｏ
●
∽
・‥
づ
。
日
Ｏ
ｐ

（
１０
）

０
【

こ
り
ｏ
●̈
ｏ
”
【
ｐ

Ｏ
フ

ｏ
一”

く
●
ｏ
ｏ
・・・ｈ
曽
あ

Ｏ
Ｌ
①
降

９̈
あ
…
ｏ
や

Ｐ
ω
ゃ
９

（
ｎ
）

ｏ
Ｆ

Ｈ〓
，

・
フ

ロ
ω
９

（
・２
）

０
，

Ｈ〓
，

・
や

日
ω
”

（
・３
）

０
，

Ｈｇ
Ｏ
こ
つ

い
ω
ｐ

（
・４
）

０
，

Ｈｇ
，

・
，

ロ
ト

，

（
・５
）

Ｏ
Ｆ

】ｇ
Ｏ

こ
，

Ｐ
卜
ｒ

（
一・。
）

０
い
。
日げ
いＯ

Ｃ
一
・
Ｈ
ト
ド

Ｏ
ｏ
・
ｏ
〓
・
ｒ
①
「
【
ｐ
咽
「Ｑ
り
。‥
０
●
０
∽
〓
ｏ
饉
り。‥
●
●
・
Ｐ
Ｈ
Ｏ
出
・

（
・７
）

０
，

日げ
い，
・
フ

円
卜
”

（
・８
）
Ｏ
Ｆ

Ｆ
一０
・・
フ

〓
ト

（
・９
）
Ｏ
Ｐ

Ｈ匡
↑
・
フ

Ｐ
ト
ド

（
２０
）
Ｏ
Ｆ

Ｈｇ
，

ヽ
や

尽
，

（
２．
）
Ｈず
ａ
‥

（
２２
）
０

，

Ｈｇ
ｅ
・

，

Ｐ
卜
９

（２３
）
中
木
前
掲
書
（上
）
三
三
八
―
三
四
〇
頁
、
横
山
信

『近
代
フ
ラ
ン
ス
外
交
史
序
説
』

一
九
六
三
年
　
一
四
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
次
も
参
照

の

こ

と
、　
∪
・”
・
”
”
″
一
ｏ
り
ヽ
↓

，
ｏ

，
コ
●
Ч

ｏ
」
一，
０
”
①
り
Ｌ
げ
】一ｐ

Ｐ
ゆ
０
い

ｏ
・
Ｈ
Ｐ
Ｏ
①
け
。９

（
２４
）

０
喘
‘
”
ｏ
中●
ｏ
”
【
ｐ

ｒ
．
０
０
●
一】̈
０
■
０
げ
口
●
”
Ｐ

，
■
ｏ
ｏ
け
】①
∽
【
Ｏ
Ｆ
コ
づ
①
識
ｏ
ｏ

，
】ｐ

Ｏ
，

い
の
ｏ
ｏ
・
０
ぃｒ

Ｏ
Ｌ
ｏ
降

ｏ̈
●
ｏ
・‥
●
・
ω
Ｏ
ド

（
２５
）

０
，

０
あ

営

口な

。
”
ミ

日
８

●

”
ｏ
Ｒ̈

Ｒ

Ｏ
電

澤

燿̈

ｏ
鮮

Ｒ

あ
８

ｏ
】
浄

ご

目
『
”
０

３

Ｆ

５

Ｌ

８

∞
ヽ
や

〓

・

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
九
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（
一
九
九

一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

簿
幻
）
０
「こ
「
ｏ
●̈
ｏ
”
【ｐ
ｏ
●
・
ｏ
〓
・
Ｆ
”
●
ア
「い”
〓
〇
●
の
・‥
〕
ｏ
「
，
０
津
・
Ｆ
ｏ
『
ｐヽ
咽
ふ
の。‥
Ｑ
”
●
∽
ｏ
●
・
０〓
・
０
口
Ω
路
ｏ̈
い
ｏ・・．・
●
・∞ド
づ
。日
Ｈド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（２７
）
こ
の
顛
末
に
つ
い
て
は
以
下
参
照
。
口
『
ｐ
員
ｐ
ｒ
ｏ
く
ｏ
け
ら
①
Ｆ
欲
♂
昌
５
２
８
一Ｒ
”
Ｆ
Ｆ
”
８
「
ｏ日
ｏ８
ｏ詳

鮮
Ｆ
∽
い
ｏ
”
一・
″
「
・”
卜
、
Ｐ

【Ｏ
ＰＮ
・
●
・
Ｐ∞
一０，
０
一
（Ψ
●
Ｆ

，
０，
い
ｏ
①〓
Ｏ
Ｌげ”
【０
い０
■
鳳
Ｆ①
い
】０
０けｏ
【”
【０
●
０く
”
●
二
ｏ
∽
Ｑ●
”
Ｆ
一Ｐ
。「
・り
ｔ
け。「い
。
日り〓∞
・
●
・卜
ＮＮ①け。ｏ・　
　
・

需
ω
）

０
「

〓

”
ｏ
】
●
ｏ

，
『
ｐ

ｒ
”

Ｌ
い
」
ｏ
昌
口
ｏ

Ｏ
①
ｏ

ヨ
５

ｏ
Ｃ
『
∽

り
”
【
】
Ｑ
Ｂ
①
●
［
”

喘̈
ｏ
コ

０
２
只
ｗ
ｏ
り
。
ｏ
〓

。
０

●
Ｑ
路
一
９
票
〕‥
・り

。
い
ｏ
ｒ

Ｏ
　
小
括
―
「議
会
改
革
」
論
の
本
質

以
上
、
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
と
ポ
ヮ
ン
カ
ン
の

「議
会
改
革
」
論
を
若
干
詳
細
に
検
討
し
て
き
た
。
政
治
家
と
し
て
の
両
者
に
ど
の
程
度

「盟
友
」

関
係
が
存
在
し
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
と

「議
会
改
革
」
問
題
に
関
し
て
は
、
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
の
ポ
ワ
ン
カ
ン
ヘ
の

「賛
辞
」
に

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
意
見
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
い
た
。
両
者
の

「議
会
改
革
」
論
の

″脈
絡
″
を
検
討
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の

″近
似

性
″
は
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
す
で
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
二
人
の
議
論
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、　
一
八
九
〇
年
代
と
い
う
こ
の
時
期
の

「議
会
改
革
」
論
の
本
質
的
意
義
を
さ
ぐ
っ
て

み
よ
う
。

ま
ず
、
「議
会
改
革
」
論
が
、
当
時
の
国
家
活
動
と
そ
れ
を
支
え
る
財
政
に
現
れ
た

「新
し
い
変
化
」
へ
の
対
応
と
し
て
、
そ
し
て
、
こ
の

対́
応
を
阻
害
す
る
在
来
の
議
会
活
動

・
財
政
運
営
上
の
障
害
を
除
去
す
る
た
め
に
提
起
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。　
一
方
で
、
租
税

制
度
の
改
革
が
、
支
配
層
の
側
の

「退
嬰
性

（イ
モ
ビ
リ
ズ
ム
）
」
と
急
進
派
・社
会
主
義
勢
力
か
ら
の

「累
進
所
得
税
」
の
主
張
と
が

″拮

抗
″
す
る
な
か
で
、
膠
着
状
態
に
陥
り
、
他
方
で
、
軍
事
費

・
植
民
地
経
費

・
社
会
政
策
費
等
の

「帝
国
主
義
段
階
に
固
有
な
支
出
」
の
増

大
の
要
請
が

一
挙
に
加
速
し
た
と
い
う
の
が

一
八
九
〇
年
代
フ
ラ
ン
ス
の
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
こ
れ
ら

「帝
国
主
義
的
」
施
策



遂
行
の
要
請
は
、
″個
々
の
議
員
″
が
そ
の
地
方
的
利
害
に
縛
ら
れ
て
ア
ナ
ー
キ
ー
に
展
開
す
る
議
会
で
の
予
算
決
定
を
整
理

・
天
口
理
化
」

す
る
こ
と
を
促
迫
し
た
。
「議
会
改
革
」論
は
、
か
く
し
て
、
帝
国
主
義
政
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
勢
力
か
ら
提
起
さ
れ
て
き
た
も
の
と
い

え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
帝
国
主
義
の

「権
化
」
の
ご
と
く

″活
躍
″
す
る
ポ
ヮ
ン
カ
ン
の
政
治
生
活
に
象
徴
的
に
示
さ
れ

て
い
る
。
彼
は
、
「鉄
鋼
連
合
会
」
６
ｏ
８
中８

０
①
『
Ｒ
”
①じ

等
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た

″財
界
″
（独
占
資
本
）
の
利
益
代
表
と
も
い
う
べ
。

き

「民
主
主
義
同
盟
」
（＞
】〓
”，
８
ヽ
い日
Ｒ
３
け中ｆ
ｅ

の
有
カ
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
起
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
帝
国
主
義
が

″危
機
的
局
面
″
２

九

一
二
年
第
二
次
モ
ロ
ッ
コ
事
件
、　
一
九
二
六
年
フ
ラ
ン
危
機
）
を
迎
え
る
た
び
に
そ
の

″救
世
主
″
と
し
て
登
場
し
、
首
相
と
し
て
強
力

な
リ
ー
ダ
ー
シ
ツ
プ
を
発
揮
し
、
そ
の

「再
建
」
を
果
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
時
期
も
第
二
共
和
制

の
議
会
制
の
根
本
的
変
革
が
提
起
な
い
し
実
現
さ
れ
て
い
る

（
一
九

一
二
年
比
例
代
表
制
提
案
、　
一
九
二
六
年
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
授
権
法
成
立
）

こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
憲
法
の
体
制

・
議
会
制
の
シ
ス
テ
ム
を
帝
国
主
義
政
策
に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は

″
一
貫
″
し
て
い
る
彼
の
政

治
行
動
の
、　
一
八
九
〇
年
代
に
お
け
る
そ
の
現
れ
が

「議
会
改
革
」
論
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な

「議
会
改
革
」
は
、
当
時
の
政
治
状
況
の
も
と
で

「
二
重
の
課
題
」
を
担
っ
て
現
れ
た
。　
一
つ
は

「伝
統
的
・
″保
守
的
″
（現

状
維
持
的
と
い
う
意
味
で
の
そ
れ
）
な
支
配
様
式
の
改
革

・
再
編
」
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は

「社
会
主
義
勢
力
の
台
頭
の
阻
止
」
で
あ
る
。

も
っ
と
も
両
者
は
本
来
統

一
さ
れ
た

「支
配
戦
略
」
の

ビ
一
つ
の
側
面
″
で
あ
り
、
特
に
後
者

（よ
り
広
い
意
味
で
は

「民
主
主
義
の
拡
大
・

伸
張
」
と
い
う
事
態
）
に
対
応
す
る
支
配
の
再
編
と
し
て
前
者
も
ま
た
提
起
さ
れ
て
く
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
状
況
の
変
化
を
根
本
的
に

規
定
す
る

″起
動
因
″
は
あ
く
ま
で
も
後
者
の
な
か
に
あ
っ
た
。

一
八
九
〇
年
代
の
労
働
組
合
運
動
の
主
流
で
あ
っ
た

「サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
」
は
、
ゼ
ネ
ス
ト
と
い
う

″新
た
な
戦
術
″
を
も
っ
て
果
敢

に
闘
争
を
呼
び
か
け
て
い
た
し
、　
一
方
、
議
会
内
の
社
会
主
義
勢
力
は
、
そ
の

「政
治
主
義
方
針
」
（議
会
・政
治
闘
争
優
先
）
に
よ
っ
て
労

働
運
動
と
は

一
線
を
画
し
て
い
た
も
の
の
、
逆
に
そ
れ
に
よ
っ
て

「議
会
共
和
制
」
秩
序
内
部
に
浸
透
し
な
が
ら
急
速
に
議
席
を
伸
ば
し
て

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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（
一
九
九

一
年
）

四
二

い
た
。
後
に
社
会
主
義
派
議
員
の
″統

一
″
を
実
現
さ
せ
る

（統

一
社
会
党
の
結
成
）
ジ
ョ
ン
ス
が

コ
一里
綱
大
臣
」
（日
●̈
中ｏ一お
０
２
”
ｏ
ミ
ｏ
申Ｃ

の
異
名
を
授
か
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
（は

、
同
派
の
議
員
た
ち
は
事
実
上
無
制
限
に
近
い

「議
事
手
続
」
を
利
用
し
て
、
議
院
の
壇

上
を
そ
の
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
グ
の
場
に
か
え
た
。
し
か
も
、
彼
ら
の
主
張
が
、
累
進
所
得
税
の
導
入

。
政
教
分
離

・
常
備
軍
の
廃
止

（反

軍
国
主
義
）
等
、
多
分
に
急
進
派
の
そ
れ
と
重
複
し
つ
つ
、
と
く
に
反
軍
主
義
な
ど
は
、
お
り
か
ら
の
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
を
契
機
と
す
る
軍

隊
の

「威
信
低
下
」
も
あ
っ
て
、
急
速
に
国
民
各
層
に
浸
透
し
、
フ
ラ
ン
ス
帝
国
主
義
と
き
び
し
く
対
決
す
る
に
至
る
。
「議
会
改
革
」
論
の

な
か
に
問
題
の
所
在
を

「普
通
選
挙
実
施
に
と
も
な
う
敵
対
的
少
数
派
の
参
入
」
に
求
め
る
も
の
が
み
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
背

景
に
し
て
い
る
。

一
方
、
古
く
は

一
九
世
紀
前
半
以
来
の

「名
望
家
支
配
」
に
根
を
も
ち
、
新
し
く
は

「急
進
派
」
の
台
頭
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た

「地
方

的

（と
り
わ
け
農
村
地
域
の
）
利
益
を
第

一
義
に
お
く
支
配
様
式
」
の

一
定
の
変
革
も
ま
た

「議
会
改
革
」
論
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

旧
保
守
派
の

「地
方
支
配
」
と

「急
進
派
」
の
そ
れ

（農
村
ラ
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
）
と
は
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
で
著
し
く
対
称
的
で

は
あ
る
が
、
″地
方
的
利
害
を

「国
益
」
に
優
先
す
る
″
政
治
行
動
の
パ
タ
ー
ン
と
い
う
点
で
は
奇
妙
に
も

一
致
し
て
い
た
。
普
通
選
挙
制
の

導
入
の
直
接
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
「社
会
主
義
派
の
議
会
進
出
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
点
で
絶
大
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
た
“
要
す

る
に
、
伝
統
的
な

「名
望
家
支
配
」
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
た
地
域
的
利
害
に
せ
よ
、
「新
し
い
社
会
層
」
の
出
現
に
と
も
な
っ
て
噴
出
す

る

（よ
り
大
衆
的
な
広
が
り
を
持
つ
）
利
害
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
、
ア
ロ
ン
デ
イ
ス
マ
ン

（小
選
挙
区
制
）
と
い
う
狭
い
区
画
で
仕
切
ら
れ

な
が
ら
、
普
通
選
挙
制
と
い
う
強
力
な

「合
意
調
達
機
能
」
を
有
す
る
装
置
を
媒
介
と
し
て
、
国
と
地
方
の

″双
方
の
″
財
政
決
定
に
絶
大

な
権
限
を
有
す
る
中
央
議
会
に

″専
ら
に
″
吸
い
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、　
一
種
の

「利
益
誘
導
政
治
」
が
強
固
に
成
立
し
た
。
か
か
る

「支

配
様
式
」
は
、
「合
法
的
支
配
」
の
裾
野
を
広
げ
る

（「議
会
制
民
主
主
義
」
、
フ
ラ
ン
ス
流
に
は

「半
代
表
制
」
観
念
の
形
成
）
と
い
う
点
で

は
、
支
配
の
安
定

（「議
会
共
和
制
」
の
成
立
）
に
寄
与
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
地
方
的
利
害
の
個
別
分
散
的
・非
系
統
的
な
族
生
を
促



進
す
る
に
従
い
、
膨
大
な
財
政
措
置
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
帝
国
主
義
政
策
の
種
惜
と
化
し
た
。

か
く
し
て

「議
会
改
革
」
論
は
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
す
る
フ
ラ
ン
ス
帝
国
主
義
の

「起
死
回
生
の
策
」
と
し
て
提
起
さ
れ
た
。

ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
に
せ
よ
ポ
ワ
ン
カ
ン
に
せ
よ
、
強
烈
な
反
共

・
反
．社
会
主
義
の
意
識
が
そ
の

「議
会
改
革
」
論
の
根
底
を
貫
い
て
い
る
。
そ
れ

は
、
「一共
和
主
義
の
理
念
」
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
共
有
す
る
急
進
派
に
対
し
て
、
社
会
主
義
派
と
の
絶
縁
と
穏
健
共
和
派
と
の
「協
力
」

を
呼
び
か
け
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
。
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
が

「
二
大
政
党
制
」
を
掲
げ
、
ポ
ワ
ン
カ
ン
が

「強
固
な
安
定
的

多
数
派
」
の
形
成
を
唱
え
．た
ど
い
う
違
い
は
、
い
ず
れ
も
が
、
「共
和
主
義
の
理
念
」
（そ
の
実
は
帝
．国
主
義
の
秩
序
体
系
）
を
堅
持
し
、
路
線
の

「振
幅
」
を
″誤
ら
な
い
″
政
党
・会
派
の
育
成
を
究
極
の
目
標
と
し
て
い
た
こ
と
の
中
で
は
、
極
め
て
さ
さ
い
な
相
違
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

ジ
ャ
ン
・
ブ
ー
ヴ
イ
エ
『フ
ラ
ン
ス
帝
国
主
義
研
究
』
権
上
康
男
・
申
原
嘉
子
訳
　
一
九
．七
四
年
　
一
四
五
頁
以
下
参
照
。

当
時
の
「社
会
政
策
」
の
進
展
に
つ
い
て
は
す
で
に
見
た
一通
り

（二
・
０
お
よ
び
三
・
０
参
照
ヽ

フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
進
出
は
、　
一
八
九
四
年
か
ら

一
九
〇
五
年
に
い
た
る
ア
ノ
ト
ー

（口
，
う
ｏ
Ｓ
Ｅ
い。ｏ

，
耳
げ
じ
デ
ル
カ
ツ
セ

（口
Φ̈
ｏ

，
３
０

の
ふ
た
り
の
外
相
時
代
に
急
速
に
進
む

（
フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
は

「内
閣
の
不
安
定
」
に
も
か
か
わ
ら
ず

「閣
僚
の
安
定
」
を
特
徴
と
し
て
い

る
「
Ｏ
【】０
中

，
日
Ｅ
ｐ
Ｆ
“
峰
３

Ｆ̈
Ｏ
・Ｑ
８

目
Ｆ
お
■
８

８
８

Ｓ
■
ｏ
お
い
β
①
卿
０
３
繹
〓
ｐ
８
８
うし
か
し
、
二
人
の
か
か
る
長
期
の
外
相
在
任

は
そ
の
申
で
も

「例
外
」
．で
あ
る
こ
。
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
と
、
上
ナ
イ
ル
を
・め
ぐ
？
て
フ
ァ
シ
ョ
ダ
で
人

一
八
九
八
年
ヽ

ド
イ
ツ
と
モ
ロ
ッ

コ
を
め
ぐ
っ
て

（第

一
次
モ
ロ
ッ
コ
事
件
　
一
九
〇
五
年
）
対
立
す
る
に
至
る
。
横

‐山
前
掲
書
参
照
。

（３
）
以
下
参
照
、
申
木
前
掲
書
（上
）
二
九
四
頁
以
下
、
り
∪
ｏ
一】０

，
３

９
０
・ｕ
ｇ
ｏ
「
♪
国
一降
ｏ
一掃

０
●
質
闘

，
自
ｏう
『
澪
う
８
Ｉ
■
辱
ｇ
Ｐ
ｐ
ω
８
」

＞
゛
０
３
●
ｏ
け
‘
「
一目
０
０
Ｆ
）
０
つ
。
・０”ｒ
・
●
●
・
Ｐ
日ヽ
〓‐∞
¨
［Ψｏ
Ｏヽ
Ｃ０
０
［一０
・
・０
０
ご
０
一●
・
一
り
。中
一
∞・Ｎ
ＰＮ
・

（４
）
谷
川
稔

『ブ
ラ
ン
ス
社
会
運
動
史
』

一　
ヽ
九
八
三
年
　
一
七
四
頁
以
下
参
照
。

（５
）
横
山
信

「
フ
ラ
ン
ス
政
治
史

‐』

一
九
六
八
年
　
エハ
Ｏ
頁
参
照
。

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０

‐四‐
三
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法
経
研
究
二
九
巻
四
号

（
一
九
九

一
年
）

四
四

四
、
「議
会
改
革
」
の
実
際
―

一
九
〇
〇
年
二
月

一
六
日
の
代
議
院
議
院
規
則
改
訂
と
そ
の
後

「議
会
改
革
」
論
議
は
、　
一
八
九
八
年
総
選
挙
の
の
ち
議
会
内
に
そ
の
舞
台
を
移
す
。
す
な
わ
ち
、
「政
治
争
点
」
と
な
っ
た
。　
一
九
〇
〇

年
二
月

一
五
日
、
代
議
院
で
の
予
算
審
議
の
最
中
に
、
予
算
法
へ
の
「付
加
条
項
」
の
か
た
ち
で
予
算
増
額
修
正
の
の
制
限
が
提
案
さ
れ
る
‐．

こ
の
案
は
、
激
し
い
討
論
の
の
ち
、
「代
議
院
議
院
規
則
」
と
い
う

″形
式
″
に
差
し
替
え
ら
れ
、
し
か
も

″内
容
的
に
も
″
基
本
的
な
変
更

を
加
え
ら
れ
て
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
な

（
一
、
０
参
照
）
改
訂
議
院
規
則
が
翌
二
月

一
六
日
採
択
さ
れ
る
に
い
た
る
。

こ
の

「改
革
」
に
つ
い
て
の
当
時
の
評
価
と
し
て
は
、
そ
れ
が

「控
え
目
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
」
と
い
う
も
の

（ジ
ェ
ー
ズ
）
と
、
そ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
議
会
に

「
予
算
均
衡
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
意
思
を
も
た
ら
し
た
」
と
い
う
点
で
有
意

義
で
あ
っ
た
と
ら
う
も
の

（ス
ト
ゥ
ル
尾
）
と
が
確
認
ざ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
評
価
は
決
し
て
相
い
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
、
相
互
補
完
的
に
現
実
の
事
態
の
ト
ー
タ
ル
な
認
識
を
構
成
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

一
九
〇
〇
年
の

「
改
革
」
の
意
義
は
、
ま
ず
そ
れ
が
、
先
行
す
る

「議
会
改
革
」
論
を
受
け
て
、
こ
れ
を
ど
の
程
度
ま
で
実
行
す
る
も
の

で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
前
述
の
ジ
ェ
ー
ズ
の

「控
え
一目
」
と
い
う
評
価
が
妥
当

す
る
。
詳
細
は
後
に
譲
る
が
、
結
論
だ
け
先
回
り
し
て
言
え
ば
、　
一一九
〇
〇
年

「改
革
」
は

「議
会
改
革
」
論
の

″基
本
線
″
は
は
ず
し
て

い
な
い
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
極
め
て
限
定
的
な
も
の
に
留
ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
当
時
の
議
会
内
諸
勢
力
の
こ
の
問
題
で
の

「力
関
係
」

が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る

（四
１
０
）。

一
方
、　
一
九
〇
０
年
の

「改
革
」
の
意
義
は
、
改
訂
さ
れ
た
議
員
規
則
の
申
身
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
そ
の

「直
接
的
・短
・期
的
な
帰
結
」

の
み
に
よ
つ
て
は
正
確
に
捉
え
得
な
い
。
そ
れ
は
、
と
も
か
く
も
第
二
共
和
制
下
で
最
初
の
議
会
権
限
の
制
限
措
置
と
し
て
、
議
会
制
史
上



の

「転
換
点
」
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
意
義
も
、
そ
の
後
の
議
会
制
に
生
じ
た
事
態
の
推
移
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
正

し
く
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
第

一
次
大
戦
の
勃
発
に
至
る
ま
で
の
展
開
を
視
野
に
い
れ
な
が
ら
、
こ
れ
を
検

討
し
て
み
た
い

（四
１
０
）。

０
い

，
」
０
い
ｏ
ヽ
Ｆ
ｏ

び
●
０
”
ｏ
Ｆ

つ
。
Ｎ
Ｎ
卜
ｏ
け
あ
・

０
い

）
∽
一
ｏ
●
Ｄ
Ｒ
ｒ

ｒ
Ｏ

げ
●
０
崚
①
Ｆ

●
・
０
日
・

０
　
一
九
〇
〇
年
以
前
の
状
況

一
九
〇
〇
年
の
改
訂
代
議
院
規
則
は
、
議
員
の
予
算
発
案
権
の
制
限
と
い
う
点
で
は

「控
え
目
な
も
の
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
以

前
に
提
出
さ
れ
て
い
た
諸
改
革
案
と
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
確
か
に
そ
れ
は
否
定
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、　
一
八
九
五
年

一
一
月
二
五
日
、
ン
ナ
ッ
ク
（”
ｏ
中●
Ｒ
こ

は
、
代
議
院
で
の
一
八
九
六
年
度
予
算
法
案
審
議
の
際
に
、
か
つ
て

自
分
が
そ
の
秘
書
官
と
し
て
仕
え
た
ガ
ン
ベ
ッ
タ
の

「憲
法
改
正
要
綱
」
を
引
用
し
な
が
ら
、
議
員
に
よ
る
予
算
発
案
の

（憲
法
に
よ
る
）

全
面
禁
止
の
必
要
性
を
訴
え
た
。
こ
こ
で
彼
は

「予
算
に
よ
る
改
革
」
と
い
う
慣
行
を
批
判
し
、
ま
た
軍
拡

・
植
民
地
拡
大
政
策
、
社
会
福

（２
）

祉
政
策
の
増
大
を

″自
明
の
も
の
″
と
し
、
そ
の
た
め
の
財
政
赤
字
解
消
を
提
案
の
根
拠
と
し
て
も
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、　
一
八
九
六
年
二
月

一
日
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
が
次
の
よ
う
な
″法
律
″案
の
提
案
を
代
議
院
に
対
し
て
お
こ
な
っ

て

い
る
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

（３
）

「予
算
に
新
た
な
負
担
を
課
す
る
い
か
な
る
動
議
も
、
政
府
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
検
討
さ
れ
得
な
い
」。

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０

四
五
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「

法
経
研
究
二
九
巻
四
号

（
一
九
九

一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐四
六

い
ず
れ
の
場
合
も
、
議
員
に
よ
る
予
算

（少
な
く
と
も
支
出
の
増
額
）
発
案
を

″
一
般
的
に
″
、
す
な
わ
ち
内
容
的
に
も
、
形
式
的
に
も
、

ま
た
時
期
的
に
も
限
定
を
加
え
る
こ
と
な
く
制
限
し
、
こ
の
点
で
の

「政
府
の
意
思
の
優
位
」
を
規
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
か
か
る
「広
範
な
」
制
限
案
は
、
「議
会
改
革
」
論
議
の
進
展
の
中
で
、
次
第
に
影
を
ひ
そ
め
て
い
く
。　
一・
八
九
八
年
の
「政
治
↑

議
会
雑
誌
」
論
文
で
の
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
提
案
は
、
「法
律
」
に
か
え
で

「代
議
院
規
則
」
と
い
う
形
を
と
り
、
「予
算
審
議
に
お
け
る
」
（時
期
の

限
定
）
そ
し
て
「修
正
に
よ
る
」
（形
式
に
お
け
る
限
定
）
支
出
増
額
提
案
を
禁
止
す
る
と
い
う
も
の
に
変
わ
っ
て
い
徒
。
ま
た
ヽ
そ
の
後
代

議
院
に
提
出
さ
れ
た
改
革
案
を
列
挙
し
て
み
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

．
一
八
仇
九
年
二
月
九
日
　
ア
グ
ー
伯
爵

（Ｆ
ｏ
ｏ
ヨ
８

一
．≧
明ｏ
●
こ

の
代
議
院
規
則
改
訂
案

「
一
人
ま
た
は
複
数
の
議
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
法
律
の
提
案

（マ
ｏ
●
８
〓
ｏじ

ま
た
は
修
正

（”
８
ｏａ
Φ日
のユ
）
は
、
そ
れ
ら
が
、
予

算
の
経
費
ま
た
は
公
の
役
務
を
増
大
さ
せ
、
あ
る
い
は
国
有
財
産
を
減
少
さ
せ
る
性
質
を
有
す
る
場
合
に
は
、
検
討
に
付
さ
れ
な
い
」
。

一
八
九
九
年
六
月
二
九
ロ
　
ポ
ル
ト
ゥ

（”
ｏ諄
ｏこ

の
代
議
院
規
則
改
訂
案

「公
の
支
出
を
増
大
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
す
す
べ
て
の
法
律
の
提
案
ま
た
は
修
正
は
、
代
議
院
で
審
議
に
か
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
二

〇
人
の
議
員
の
署
名
を
必
要
と
す
る
」
。

一
八
九
九
年

一
一
月
二
三
日
　
オ
ス
マ
ン

（口
”
５
貿
５
日
）
の
代
議
院
規
則
改
訂
案

「あ
る
省
の
予
算
の
審
議
が
開
始
さ
れ
た
ら
、
支
出
を
増
大
さ
せ
る
い
か
な
る
新
し
い
修
正
も
も
は
や
提
出
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
時
点
か

ら
は
、
支
出
を
減
少
さ
せ
る
か
、
政
府
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
委
員
会
に
よ
っ
て
削
減
さ
れ
た
額
を
復
活
さ
せ
る
か
、
い
ず
れ
か
の
目
的
を
持
っ

た
修
正
し
か
提
案
さ
れ
得
な
い
」
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾

最
初
の
ア
グ
ー
伯
爵
の
提
案
は
比
較
的
″広
範
な
″内
容
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
議
会
の
「自
発
的
制
限
」
曾
ヨ
】け“
一一ｏ●
く
〇
一〇
詳
”
デ

こ

た
る
性
格
を
確
保
す
る
た
め
に

「法
律
」
で
は
な
く

「議
院
規
則
」
と
い
う
方
式
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
に
入
れ



て
」
縫
。
問
題
が
議
会
で
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
ま
た
憲
法
改
正
と
い
う
方
法
を
取
ら
な
い
以
上
・、
「憲
法
上
め
権
限
と
し
て
の

議
員
の
発
案
権
」
に
対
す
る
配
慮
も
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
点
は
、
先
の
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
の
一
八
九
六
年
案
か
ら

一
八
九
八
年
案
へ
の

″転
換
夕
の
な
か
に
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。
彼
は
、　
一
八
九

六
年
の
段
階
で
は
、
そ
の
提
案
の

「合
憲
性
」
を
、
①
そ
れ
が
議
員
の
予
算
発
案
の

″権
利
そ
の
も
の
″
を
制
限
す
る
の
で
は
な
く
、
提
出

さ
れ
た
発
案
が

″討
論
に
付
さ
れ
る
た
め
の

「条
件
ン

を
設
定
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
②
制
限
が

″自
発
的
な
も
の
″
な
ら
ば
、
そ

れ
は
議
会
の
権
能
を
縮
減
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
、
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
①
は
ど
う
も

″詭
弁
″
に
近

い
。
②
に
し
て
も
、
そ
れ
で
は
な
ぜ

「議
院
規
則
」
で
は
な
く

「法
律
」
な
の
か
と
い
う
点
を
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。
か
く
し
て
一
八
九

八
年
に
至
っ
て
、
彼
は

「議
院
規
則
」
の
改
訂
に
提
案
を
切
り
替
え
る
。
か
か
る
経
緯
を
い
み
じ
く
も
彼
自
身
が
論
文
で
告
自
し
て
い
る
。

「私
は
、
も
う
二
年
も
前
に
な
る
が
、
現
在
の
代
議
院
に
…
法
律
案
を
提
出
し
た
。
こ
の
形
式
の
も
と
で
、
案
は
憲
法
の
観
点
か
ら
だ
さ
れ

た
反
対
に
そ
の
身
を
さ
ら
さ
れ
た
。
…
…
そ
し
て
、
予
算
委
員
会
が
私
の
法
律
案
を
検
討
し
た
一際
に
、
委
員
会
は
、
こ
の
提
案
は
議
院
規
則

の
条
項
に
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
示
し
た
。
次
期
の
代
議
院
が
こ
の
案
を
検
討
す
る
と
．な
れ
ば
、
こ
の
形
式
に
お
い
て
で

あ
る
（『
ざ

た
だ
し
ヽ
彼
は
こ
う
し
た
制
限
の

「形
式
」
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
制
限

「内
容
」
の
点
で
も

一
定
の

「限
定
」
（後

退
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
当
時
の
議
会
に
あ
っ
て
、
「議
会
改
軍
」
が
決
し
て
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
根
強
い
反
対
に

遭
遇
し
、
こ
れ
と
の
抗
争
の
な
か
で
の
み
進
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
「政
治
●議
会
雑
誌
」
の
一
八
九
八
年
五

月
号
の
「時
評
」
は
、
こ
・の
問
題
に
つ
い
て
、
当
時
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
。
「確
か
に
改
革
は
望
ま
し
い
。
…
…
し
か
し
、
も
し
議
会
の

気
質
の
改
革
が
条
文
の
改
革
に
先
行
し
な
け
れ
ば
、
規
則
の
文
言
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
き
な
い
。
ど
の
よ
う
に
し
た
．ら
習
慣
と
観
念
に
こ

の
よ
う
な
変
革
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
こ
そ
が
、
困
難
な
．問
題
で
あ
る
」
。
こ
う
し
て
一
九
〇
〇
年
の
議
院
規
則
改
訂
は
、

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



法
経
研
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二
九
巻
‐四
号

（
一
九
九
一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

議
会
の

「気
質
」
「習
慣
」
「観
念
」
す
な
わ
ち
議
会
制
の
運
用
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
め
ぐ
る
ィ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

『対
決
の
場
」
と
な
っ
製
。

（１
）
「ｏ●
目
臓
Ｒ
「いｏ̈
と

（以
下
｝
Ｏ
。
と
略
す
）
Ｏ
Ｆ
り〓
σ
ド
ラ
９

，
ご
‘
５
３
・
〓
・圏
・
フ
ゝ
躊
ｇ
レ

（２
）
Ｌ
ナ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「予
算
委
員
会
は
、
こ
の
一
〇
年
間
、
歴
代
政
府
と
共
謀
し
て
財
政
法
に
よ
っ
て
組
織
法
の
改
革
を
実
現

す
る
こ
と
を
企
て
て
き
た
。
委
員
会
は
、
予
算
の
中
で
単
な
る
予
算
・
財
政
上
の
改
革
以
外
の
こ
と
を
お
こ
・な
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
き
た
ｂ

だ
が
、
私
は
、
議
院
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
予
算
の
議
決
と
追
求
さ
れ
て
い
る
改
革
の
議
決
と
を
同
時
に
遅
．ら
せ
、
議
院
に
十
分
に

統
制
さ
れ
て
い
な
い
予
算
と
十
分
に
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
改
革
ど
を
同
―時
に
提
出
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
う
」。

ど
口ら
。も
鳥
目
″

「私
は
、
議
院
に
、
状
況
が
必
要
Ｌ
し
、
誰
も
が
決
し
て
異
を
唱
え
な
い
軍
事
政
策
の
他
に
、
海
運
．政
策
・植
民
地
拡
大
政
策
・

教
育
政
策
・
公
共
事
業
政
策
・公
衆
衛
生
〓
社
会
扶
助
政
策
に
同
時
に
着
手
し
た
こ
と
を
想
起
し
て
も
ら
い
た
い
。
ま
た
、
か
く
も
多
く
の
こ
と

が
求
め
る
需
要
が
不
十
分
に
し
か
整
え
．ら
れ
て
い
な
い
だ
一け
で
な
く
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
さ
ら
に
大
き
な
も
の
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、

こ
の
よ
う
に
重
大
な
計
画
と
同
時
に
、
こ
こ
数
年
減
税
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
現
在
我
々
は
赤
字
状
態
に
あ
る
こ
と
を
想

起
し
て
も
ら
い
た
い
≒

∪
〓
。，
フ
Ы
齢
・

（３
）
こ
の
法
律
案
に
は
、
他
に
公
務
員
の
増
員
を
も
た
ら
す
提
案
を
禁
止
す
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
総
じ
て
一国
家
財
政
の
「節
約
」
を
企

図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
０
・・０
ぎ
目
げ
］Ｐ
∪
８
任
―日
８
け
。
３
８
ヽ
●
．馬
障
。
や
ざ
ｐ

（
４
）

い
０
一Ｆ
斜
う
０
７
・
ｏ
７

ｏ
Ｆ̈

∪
９
口

Ｏ
ｏ
」目
″
，，ご
”
。「
．・ワ
掌
Ｈ
Ｐ

ｏ
・
卜
一
ト

（５
）一
ヨ０
■
９
“
口
げ
ぼ
∪
●
８
５
ｏ鼻
ｐ
ＰＳ
Ｐ
う
。『器

。も
れ

９ヽ

（
‐６
）
」０
・〉０
ご
着
げ
Ｆ
∪
ｏ２
目
８
け
ヽ
早８
Ｐ
う
。８
８
・。
フ
］８
Ｆ

（７
）
」ｂ
ｉ
ｙ
営
ｐげ
Ｆ
り
ｏ
２
日
８
一ｐ
ＰＳ
ｐ
い
。一に
ヽ
・
や
に
”

（８
）
Ｑ
・・｝
９
・Ｑ
Ｆ
Ｅ
σＦ
Ｕ
ｏ２
目
０●
Ｆ

３
８
・い
。「８

，つ
曽
９
な
お
、
彼
は
、
元
海
軍
将
校
で

「進
歩
共
和
派
」
に
属
し
、
議
員
の
予
算
発
案
権

問
題
で
は
、
終
始
ブ
ー
ド
メ
ゥ
ら
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
る
ｂ
ａ
。・
「こ
」ド
ｏや
ａ
ｒ
∪
２̈
いＥ
畿
澪
…
」
卜
辱
Ｌ
雌
「キ

（９
・）こ
”Ｏ
女
ν
●〓
げ
Ｆ
∪
８
目
る
い
デ

］８
ｏ一Ｌ
。Ｆ『０口
も
，ざ
ｐ

（１‐０
）
”
Ｑ
日
ご
い
００
ご
ｏ
●
・
０一，
∪
９
燎
い
Ｏ
ｏ
●̈
雰
．．ご
”
。「
一「
・Ｆ
ｒｐ
ｏ
・た
部
・



（ｎ
）
「
・層
ｏ
ｃ
のｏｏ
ｒ
ｏ
●
・
ｏ
〓
・
０

，
『ｏ
●
いｏ
●
ｏ
・‥
”
・り
。「
・・ｒ
ＰＯ
・
ｕ
・卜
ｏ
ド

（・２
）
も
つ
と
も

一
八
九
八
年
の
総
選
挙
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
議
会
内
の
激
し
い
対
立
を
よ
そ
に
、
選
挙
民
は

「議
会
改
革
」
問
題
に
″冷

淡
″
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
「推
進
派
」
か
ら
の
バ
イ
ア
ス
の
か
か
っ
た
評
価
と
言
え
な
く
も
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「議

会
改
革
」
問
題
を
含
め
て
当
時
の
政
治
争
点
は
全
体
と
し
て
、
代
議
院
で
の
議
席
配
分
に
大
き
な
変
動
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
。
ｏ
Ｆ
〓
。「
ｏ
壽
〓

●
【①『ヽ
「
↓０●
二
ｏ【∽
【ＱのＣ
一一”
け∽
Ｏ
①
り
０】０
〇一い〇
●
・
引″。「
。「
〓
●
・Ｎ卜
０
・

表
５
は

一
八
九
三
年
と

一
八
九
八
年
の
総
選
挙
で
の
各
会
派
の
得
票
数
ど
獲
得
議
席
数
の
比
較
で
あ
る
。

表
５そ

の
他

改
憲
派
・ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

王
党
派

加
担
派

社
会
主
義
派

急
進
社
会
主
義
派

急
進
派

進
歩
共
和
派

派

キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
三

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
八

一
七

四
八

一一一一一一

五
五

七

二

九

八

二
四
七

一
八
九
八
年
議
席
数

五

二
一
一エハ

五

一

五
七

一
一
九

二
五
四

一
八
九
二
年
議
席
数

二
五
〇
、　
一
〇

一

八
八
七
、
七
五
九

五
四
二
、
六
四
七

七
九

一
、　
一
四
八

六
二
九
、
五
七
二

一
、
二
九
二
、
五
〇
七

三
、
二
六
二
、
七
二
五

一
八
九
八
年
得
票
数

一
七

一
、
六
二
六

一
、
○
Ｏ
Ｏ
、
三
八

一

四
五
八
、
四

一
六

五
九
八
、
二
〇
六

一
七

一
、
八

一
〇

一
、
四
四
三
、
九

一
五

三
、　
一
八
七
、
六
七
〇

一
八
九
三
年
得
票
数

〓
『
ｏ
長
●
一『卜
■
８

″
∽
①
】８
一中ｏ
３

”
０目
い８
】８
。
″
”
「
・卜
・ぶ

口ヽ
８
。よ
り
作
成

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



法
経
研
究
二
九
巻
四
号

（
一
九
九

一
年
）

０
　
一
九
〇
〇
年
二
月

一
六
日
の
代
議
院
議
院
規
則
改
訂

五
〇

議
員
の
予
算
発
案
権
の
制
限
問
題
は
、
す
で
に
一
九
〇
〇
年
以
前
の
段
階
で

「憲
法
上
の
権
利
」
と
い
う
そ
の
性
格
に
対
す
る
配
慮
を
せ

ま
ら
れ
、
制
限
の
仕
方
に
も

一
定
の
限
定
を
加
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
。　
一
九
〇
〇
年
の
議
院
規
則
改
訂
も
、
こ
う
し
た

院
内
の
対
立
の

″渦
中
″
で
よ
う
や
く
実
現
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
改
訂
を
め
ぐ
る
審
議
経
過
を
少
し
踏
み
こ
ん
で
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
当
時
の
議
会
に
お
け
る
こ
の
問
題
で
の
諸
会
派
の
関
係
、
そ
の
勢
力
分
布
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

＜ａ＞
　
一二
月

一
五
日
　
ベ
ル
ス
ロ
の
提
案

一
九
〇
〇
年

「改
革
」
は
、
二
月

一
五
日
、
代
議
院
で
の
予
算
審
議

（
一
九
〇
〇
年
度
）
の
さ
な
か
に
、
社
会
主
義
派
の
代
議
士
ベ
ル
ス

ロ

（口
ｏ■
す
ｏ中ｏ
けヽ
＞
●
彎
ｅ

が
お
こ
な
っ
た
財
政

（予
算
）
法
へ
の

「付
加
条
項
」
提
案
に
よ
っ
て
、
そ
の
口
火
が
切
ら
れ
た
。
彼
が
こ
の
時

提
案
し
た
い
く
つ
か
の
条
項
の
一
つ
と
し
て
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
っ
た
。

「新
規
の
事
業

（ｏユ
『ｏ「
い８
し

ま
た
は
工
事

（一【鶏
”
‘
じ

・俸
給

（一露
いお
日
のユ
ｅ

・手
当

（一●
Ｏ
①ヨ
ロ
中けいし
。年
金

（り
ｏ房
】ｏ●
ｃ

の

増
額
、
役
務

（８
コ
中８
じ
・
官
職

（ｏ３
り
一０
中じ

。
年
金
の
創
設
あ
る
い
は
現
行
法
が
定
め
る
限
度
を
越
え
た
そ
れ
ら
の
拡
張
に
関
す
る
い
か

（２
）

な
る
経
費
も
、
そ
れ
ら
を
生
ぜ
し
め
る
支
出
の
実
施
が
あ
ら
か
じ
め
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
計
上
さ
れ
得
な
い
」
。

す
で
に
繰
り
返
し
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
公
務
の
ポ
ス
ト
の
新
増
設
、
給
与
の
増
額
、
公
共
事
業
の
設
定
等
は
選
挙
予
算
に
お
け
る
「目

玉
商
品
」
で
あ
っ
た
。
国
政
選
挙
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
の
は
、
代
議
院
議
員
や
地
方
議
会
の
代
表
を
選
挙
権
者
と
し
て
い

た
元
老
院
の
場
合
は
あ
る
意
味
で
は

「自
明
の
こ
と
」
で
あ
っ
た
が
、
（男
子
）
普
通
選
挙
を
採
用
し
て
い
る
代
議
院
の
選
挙
戦
も
、
地
方
自

治
体
当
局
や
そ
の
職
員
の

″影
響
力
″
（集
票
能
力
）
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
。
当
時
、
教
師
や
郵
便
局
長
な
ど
は
、
旧
来
の

「名
望
家
」

層
に
か
わ
る

「国
家
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
装
置
」
の

″触
手
″
と
し
て
、
地
域

「政
治
」
に
深
く
浸
透
し
て
い
っ
た
。
か
か
る
事
態
が
当
時
の
フ
ラ



ン
ス
の
地
方
行
財
政
制
度
の

″特
殊
な
構
造
ク
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。

ベ
ル
ス
ロ
は
提
案
の
趣
旨
を
、
「終
わ
り
の
な
い
予
算
審
議
に
費
や
さ
れ
て
い
る
時
間
を
立
法
作
業
に
返
還
す
る
こ
と
」、
「公
の
支
出
の
大

量
の
増
加
に
障
壁
を
設
け
る
こ
と
」
と
し
て
い
縫
。
現
に
こ
の
時
審
議
に
か
か
っ
て
い
た
の
は
、　
一
九
〇

一
年
度
で
は
な
く

一
九
〇
〇
年
度

の
予
算
案
で
あ
っ
た
し
、
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
各
種
委
員
会
に
懸
け
ら
れ
て
い
る
重
要
な
法
律
案
の
審
議
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
と
訴
え

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
案
は
、
単
に
″議
会
で
の
″予
算
増
額
発
案
を
制
限
す
る
だ
け
で
な
い
。
た
と
え
政
府
が
そ
れ
を
認
め
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
「あ
ら
か
じ
め
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
」計
上
さ
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
提
案
は
ど
う
し
て
も
「議
院
規
則
」

で
は
な
く

「法
律
」
と
い
う
形
で
規
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ス
ロ
は
、
政
府
と
議
会
の
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
程
度
支
出
の

増
加
に
責
任
が
あ
る
の
か
厳
密
に
は
判
定
で
き
な
い
と
し
て
、
「と
も
か
く
も
支
出
の
増
加
を
抑
制
す
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
こ
う
し
た
制
限

の
方
式
を
採
用
し
た
。
結
果
と
し
て
、
予
算
発
案
権
の
制
限
と
し
て
は
厳
し
い
内
容
の
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
予
算
審
議
が
現
行
法
の
存
否

に
拘
束
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
「予
算
法
の
実
体
法
へ
の
従
属
」
の
観
念
も
随
伴
す
る
こ
と
と
な
り
、
「予
算
に
よ
る
改
革
」
な
ど
の
慣
行
に
も

影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

な
お
、
ベ
ル
ス
ロ
の
提
案
に
は
彼
を
含
む
二
八
六
の
共
同
提
案
議
員
が
い
た
。
そ
の
内
訳
は
表
６
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
ベ
ル
ス
ロ
に
従
っ
て
社
会
主
義
派
を

″割
っ
て
出
て
″
提
案
者
に
名
を
連
ね
た
の
は
ご
く
少
数
で
あ
り
、
提
案
者
の

″本
体
″
は
与
党

「進
歩
共
和
派
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
や
ポ
ヮ
ン
カ
ン
の
名
も
あ
る
。
ま
た
、
ベ
ル
ス
ロ
が

「虹
の
よ
う

に
多
様
な
政
治
的
色
合
い
」
と
自
画
自
賛
し
た
よ
う
に
様
々
な
会
派
か
ら
満
遍
な
く
協
力
者
を
得
て
お
り
、
そ
の
う
え
当
時
ブ
ー
ド
メ
ゥ
が

「総
括
報
告
者
」
を
つ
と
め
て
い
た
予
算
委
員
会
に
も
こ
の
提
案
は
付
託
さ
れ
承
認
さ
れ
て
い
旭
。

こ
の
時
の
代
議
院
の
総
定
数
が
五
八

一

（過
半
数
は
二
九

一
）
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
提
案
が
議
院
で
す
ん
な
り
通
っ
て
も

よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
事
態
は
廃
案
と
い
う
意
外
な
結
末
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
経
過
を
次
に
み
て
み
よ
う
。

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



計

そ
の
他

反

ユ
ダ
ヤ
主
義

改
憲
派

・
旧
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ス
ト

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

王
党
派

加
担
派

社
会
主
義
派

急
進
社
会
主
義
派

急
進
派

進
歩
共
和
派

二
八
六 ノヽ

一
八 四

一
一一一

四
五

一
七

一

共
同
提
案
者
数

ノヽ
一
七

四
八

一一一一一一

五
五

七

二

九

八

二
四
七

会
派
議
員
数

法
経
研
究
二
九
巻
四
号

（
一
九
九

一
年
）

表

６
″
「
。「
。一ぶ

り
ｏ
・切８
１
望
Ｐ
よ
り
作
成

な
お
、
各
会
派
議
員
数
は

一
八
九
八
年
総
選
挙
当
時
の
も
の
で
、

若
千
の
変
動
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

③
　
ベ
ル
ス
ロ
案
の
廃
棄
に
至
る
経
過

二
月

一
五
日
の
本
会
議
は
、
ベ
ル
ス
ロ
の
提
案
を
め
ぐ
っ
て
紛
叫
す
る
。

五

二

そ
の
後
、
死
亡
、
辞
任
、
補
選
に
よ
る
補
充
に
よ
っ
て



反
対
討
論
と
し
て
、
ま
ず
急
進
派
の
ク
ロ
ッ
ツ

（パ
中ｏ一じ

が
、
次
い
で
急
進
社
会
主
義
派
の
ペ
ル
タ
ン

つ
ｏ
中】ｏ一”
炉
曾
目
〓
Ｃ

が
立
っ

た
。
彼
ら
の
提
起
し
た
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
提
案
の
基
本
的
な
枠
組
に
つ
い
て
の
反
論
と
し
て
は
、
大
要
、
以
下
の
諸
点
が
注
目
さ

れ
る
。

第

一
に
、
ペ
ル
タ
ン
は
、
従
来
か
ら
政
府
は
必
ず
し
も
法
律
に
よ
ら
ず
命
令
に
よ
っ
て
支
出
の
増
額
を
お
こ
な
ら
て
き
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
こ
で
議
会
が

「あ
ら
か
じ
め
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
な
い
」
支
出
の
増
額
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
政
府
と
の
関
係
に
お
い

て
議
会
の
権
能
を
弱
め
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
“
。
し
か
し
ヽ
こ
の
批
判
は
提
案
の
趣
旨
を
誤
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ス
ロ
は
、
こ

の
規
定
が
成
立
す
れ
ば
、
以
後
、
す
べ
て
の
支
出
の
増
額
に
つ
い
て
法
律
の
授
権
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
縄
。
そ
の
場
合
、
政
府
に
よ

る
増
額
提
案
も
例
外
で
は
な
い
。
ペ
ル
タ
ン
は
、
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
ベ
ル
ス
ロ
案
の
意
味
を

″歪
曲
″
し
、
問
題
を
あ
く
ま
で

「議
会
の

内
部
」
に
閉
じ
込
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

第
二
も
ペ
ル
タ
ン
の
批
判
で
あ
る
が
、
提
案
は
元
老
院
と
の
関
係
に
お
い
て
代
議
院
の
権
能
を
弱
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
縫
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
ベ
ル
ス
ロ
は
あ
ら
か
じ
め
、
従
来
か
ら
新
規
の
支
出

（財
政
法
の
成
立
）
は
両
院
の

「合
意
」
を
条
件
と
し
て
き
た
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
に
「既
存
の
法
律
の
承
認
」
と
い
う
条
件
を
上
乗
せ
し
た
と
し
て
も
、
″代
議
院
と
元
老
院
の
関
係
に
お
い
て
″
力
関
係
の
変
動

は
生
じ
な
い
と
指
摘
し
て
い
麹
。
し
か
し
ヽ
当
時
の
予
算
議
決
制
度
の
検
討
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
み
て
お
い
た
よ
う
に
■
、

口
参
照
）、
代

議
院
と
元
老
院
は
、
″法
的
に
は
″
前
者
の
「先
議
権
」
の
他
は
財
政
法
に
つ
い
て
同
等
の
権
限
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
ま
さ
に
こ
の
「先

議
」
と
い
う

″事
実
の
重
み
に
よ
っ
て
″、
前
者
は

「予
算
発
案
権
」
を
ま
さ
し
く
ト
ー
タ
ル
に
行
使
し
た
が
、
後
者
は

「削
減
も
し
く
は
復

活
修
正
」
と
い
う
形
で
こ
れ
を
行
使
し
た
。
か
か
る
事
実
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
ベ
ル
ス
ロ
案
が
、
元
老
院
に
対
す
る
よ
り
も
代
議
院
に

対
し
て
は
る
か
に
重
い
規
制
と
し
て
の
し
か
か
っ
て
き
た
こ
と
は
十
分
想
定
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
第

一
の
も
の
と
は
異
な
り
、
ペ
ル
タ

ン
の
主
張
に
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



法
経
研
究
二
九
巻
四
号

（
一
九
九
■
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

第
三
は
、
第
二
の
も
の
と
多
分
に
重
複
す
る
が
、
（代
議
院
に
と
っ
て
と
り
わ
け
厳
し
い
）発
案
権
の‐
制
限
を
い
な
ぜ
法
律
と
い
う
形
式
を

取
っ
て
コ
死
老
院
の
意
思
・」一に
か
か
ら
し
め
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ク
ロ
ッ
ツ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
」
の
点
に
つ
い
て
元
老
院
は

代
議
院
と
同
じ
権
能
を
有
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
の
我
々
の
権
能

‐の‐制
限
を
元
老
院
の
議
決
に
よ
る
・承
認
に
か
け
る
と
‘
う
こ
と

は
、
と
り
わ
け
危
険
で
あ
る
と
考
え
る
…
…
も
し
、
我
々
の
気
質
を
手
直
し
す
る
こ
一と
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
財
政
法
に
お

い
て
で
は
な
く
代
議
院
規
則
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
（『
ざ

も
と
も
と
ベ
ル
ス
ロ
案
は

「代
議
院
内
部
」

‐の‐
審
議
手
続
き

に
問
題
を
限
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
・で
も
ク
ロ
ッ
ツ
ら
が
執
拗
に
問
題
の
″矮
小
化
″
を
ね
ら
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
、

こ
の
日
の
審
議
時
間
も
尽
き
て
き
た
が
、
発
言
予
定
者
は
な
お
残
さ
れ
て
い
た
。
予
算
委
員
会

「総
括
報
告
者
」
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
ら
の
要
求

に
よ
っ
て

「翌
日
審
議
継
続
」
が
ま
ず
決
め‐
ら
れ
た
。
次
に
ク
ロ
ッ
ツ
が
要
求
し
た
ベ
ル
ス
ロ
案
の

「分
離
」
ａ
ユ
・ｏ
●
‐ｏ市中‐ｏｌ己

が
投
票
に
か

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
手
続
き
は
、
法
案
の
一
部
ま
た
は
そ
め
・修
正
案
を
後
日
審
議
の
た
め
に
保
留
す
る
か
否
か
を
聞
う
も
の
（製

。

ク
ロ
ッ
ツ
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く

「代
議
院
規
則
に
よ
る
制
限
」
に
差
し
替
え
る
目
的
で

「慎
重
審
議
」
を
求

‐
め，
た
も
の
と
見
ら
れ
る
ｂ　
一

方
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
ゃ
ベ
ル
ス
ロ
の
側
は
、
こ
れ
を
否
決
す
る
こ
と
で
あ
く
・ま
で
も
Ｌ
財
政
法
に
よ
る
制
限
」
を
貫
こ
う
と
し
た
。
投
票
の
結
果

は

「分
離
」
賛
成
二
五
八
、
反
対
二
六
八
で
ブ
ー
ド
ヌ
ゥ
ｏ
ベ
ル
ス
ロ
側
が
支
持
さ
れ
た
‐。
し
か
し
、
そ
れ
は
僅
差
で
の
辛
う
じ
て
の

「・勝

・利
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ

‐の‐内
容
を
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な

「苦
し
い
勝
利
」
が
な
ぜ
も
た
一ら
さ
れ
た
の
か
が
よ
く
わ
か
る
。
表
７
を
み

れ
ば
、
急
進
派

・
急
進
社
会
主
義
派
の
共
同
提
案
者
の

「寝
返
り
」
が
そ
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
そ
の
穴
埋
め
は
進
歩

共
和
派
内
の

″
ひ
き
じ
め
″
に
よ
ぅ
て
お
こ
・な
わ
れ
た
が
、
結
果
と
し
て
、
「分
離
」
反
対
者
は
ベ
ル
ス
ロ
案
の
共
同
提
案
者
を
下
一回
っ
た
“

も
と
も
と
共
同
提
案
者
の
申
に
は
か
な
り
の

「動
揺
分
子
」
が
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ベ
ル
ス
ロ
案
の

「運
命
」
は
あ
る
意
味
で
は
こ
の
時
す
で
に
決
せ
ら
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
。



表
７

計

そ
の
他

反
ユ
ダ
ヤ
主
義

改
憲
派
ｏ
旧
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ス
ト
ｒ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

王
党
派

加
担
派

急
進
社
会
主
義
派

急
進
派

進
歩
共
和
派

二

一
九

（二
八
六
）

六

・（　
　
八
）

ハ

（

一．一二
）

ハ

（
　
一
八
）

一
Ｔ
（　
　
‐四
）

（　
四
五
）

一
六
〇

（
一
七

一
）

一駒
シ
譲
暉
蟄
灯
鰤
鱗
螺
委
・⌒共
同
提
案
者
数
）

二
六
八 九

二
七

一
四

一
八
六

「
分
離
」
反
対
投
票
者
数

八
一
七

四
八

五
五

九

八

二
四
七

会
派
議
員
数

『
０
・̈ｏ
ｒ

，
３
マ
０
り
３

，お
，
８
８
¨
日
ヽ
ｏ
・銘
０ヽ
卜
「
８
日
いｏが
ｏ
や
ま
け。よ
り
作
成

明
け
て
一
六
一日
の
審
議
は
、
急
進
派
議
員
エ
モ
ン

（＞
一３
８
ｅ

の
「緊
急
提
案
」
か
ら
始
ま
っ
た
。
彼
は
代
議
院
規
則
の
改
訂
案
と
し
て

次
の
よ
う
な
内
容
の
提
案
を
お
こ
な
っ
た
。

「
一
般
討
議
開
始
後

‐に
提
山
さ
れ
た
支
出
予
算
に
関
す
る
修
正
ま
た
は
付
加
条
項
は
、
議
院
の
審
議
に
付
さ
れ
な
い
。
そ
の
他
の
修
正
は
、

各
個
別
の
予
算
に
分
割
さ
れ
て
予
算
委
員
会
の
総
括
報
告
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
報
告
は
議
院
に
お
い
て
、
そ
の
結
論
に
つ
い
て
承
認
．ま
た

は
拒
否
さ
れ
る
こフ

ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



法
経
研
究
二
九
巻
四
号

（
一
九
九
一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

要
す
る
に
支
出
予
算
の
修
正
は
す
べ
て
予
算
委
員
会
を
通
す
こ
と
と
し
、
本
会
議
の
場
だ
け
で
こ
れ
を
決
め
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
提

案
で
あ
る
。

前
日
の

「分
離
」
投
票

（の
否
決
）
で
ベ
ル
ス
ロ
案
の
検
討
の
継
続
が
決
ま
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
提
案
は
い
さ
さ
か
唐
突
で
あ

る
が
、
エ
モ
ン
は
実
は
、
前
日
の
審
議
の
最
後
で

「議
院
規
則
」
の
改
訂
案
の
用
意
が
あ
る
と

一
言
述
べ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
日

次
の
よ
う
に
提
案
の
趣
旨
を
述
べ
る
。
「
こ
の
提
案
は
、
昨
日
の
「分
離
」
に
反
対
票
を
投
じ
た
人
々
の
大
多
数
の
願
い
に
も
こ
た
え
る
も
の

で
あ
る
。
彼
ら
は
、
ベ
ル
ス
ロ
の
提
案
の
文
言
そ
の
も
の
を
支
持
す
る
こ
と
か
ら
そ
う
し
た
の
で
は
な
く
、
現
時
点
で
即
座
に
お
こ
な
う
べ

き
何
ら
か
の
対
応
が
存
在
す
る
と
考
え
た
か
ら
そ
う
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
提
案
は
、
私
を
含
め
て

「分
離
」
に
賛
成
し
た
人
々

の
願
い
に
も
こ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
も
ま
た
、
代
議
院
は
規
則
に
新
し
い
規
定
を
導
入
し
て
、
こ
の
長
い
予
算
審
議

を
終
了
さ
せ
、
代
議
院
の
重
要
な
発
案
権
の
原
理
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
、
経
費
の
承
認
に
つ
い
て
の
議
員
発
案
の
過
剰
に
対
す
る
十
分
な

障
壁
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（傍
点
は
引
用
者
）。
彼
が
ベ
ル
ス
ロ
案
で
は

「発
案
権
の
原
理
」
が

守
ら
れ
な
い
と
し
て
、
そ
の
賛
成
者
に

″さ
ら
な
る
″
寝
返
り
を
よ
び
か
け
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
ス
ロ
は
当
然
反
発
し
た
。
自
分
の
案
を

「挫
折
さ
せ
る
た
め
の
術
策
」
で
あ
る
と
こ
れ
を
非
難
し
、
エ
モ
ン
提
案
の

検
討
を
予
算
法
議
決
後
に
先
送
り
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
エ
モ
ン
の
側
は
そ
の
提
案
の
即
時
審
議
を
要
求
し
て
そ
の
可
否
を
問
う

「緊
急

投
票
」
動
議
を
提
出
し
た
。
動
議
は
採
択
さ
れ
、
投
票
の
結
果
、
二
六
七
対
二
五
八
と
い
う
こ
れ
ま
た
僅
差
で
審
議
入
り
が
認
め
ら
れ
た
。

か
く
し
て
実
に

″微
妙
な
票
の
動
き
″
に
よ
っ
て
ベ
ル
ス
ロ
案
は
葬
り
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
改
革
に
は
、
議
院
規
則
、
す
な
わ
ち
議
院

の
内
部
手
続
の
修
正
と
い
う
枠
が
は
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
の
投
票
の
内
容
も
表
８
と
し
て
示
し
て
お
く
。
そ
こ
で
は
、
前
回

以
上
に
進
歩
共
和
派
内
部
の

″脱
落
″
が
顕
著
で
あ
る
。
急
進
派

・
急
進
社
会
主
義
派
の

″離
反
″
も
相
変
わ
ら
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方

で
、
加
担
派
・王
党
派
の

″糾
合
″
も
日
だ
っ
て
い
る
。
も
は
や
ベ
ル
ス
ロ
が
自
慢
し
た
よ
う
な

「虹
の
よ
う
な
多
様
な
色
合
い
」
は
消
え
、



こ
の
問
題
が
議
会
内
を
左
右
の
二
つ
に

″色
分
け
″
す
る
様
相
を
呈
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

党
派
に
対
し
て
進
歩
共
和
派
の
一
部

（決
し
て
少
な
く
な
い
。
同
派
議
員
が
い
か
に
地
方
的

た
か
の
証
左
で
あ
る
）
と
急
進
派

・
急
進
社
会
主
義
派

。
社
会
主
義
派
と
い
う
従
来
か
ら
の

表
８

進
歩
共
和
派
の
主
流
と
加
担
派
を
含
め
た
一工

「利
益
誘
導
政
治
」
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い

「左
右
ブ
ロ
ッ
タ
」
の
再
現
で
あ
る
ｂ

計
そ
の
他

反
ユ
ダ
ヤ
主
義

改
憲
派
・
旧
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

王
党
派

加
担
派

社
会
主
義
派

急
進
社
会
主
義
派

急
進
派

進
歩
共
和
派

二
〇
七

（
二
八
六
）

‐四

（
　

　

八
）

一

（
　

一こ

二
〇
人
　
一
一
こ

一
八

（
　
一
八
）

一
一
（　
　
四
）

（　
一
一一一一一一）

丁
○

（　
四
五
）

一
四
九

（
一
七

一
）

い
歌
椒
崩
壊
鮮
艇
饒
霙
見
案
蓑
）

二
五

八 八

四

二
一一一一一一一一一

一
六
八

即
時
審
議
反
対
投
票
者
数

八
一
七

四
八

五
五

七
二

九
一八

二
四
七

会
派
議
員
数

「
ρ

Ω
５
Ｂ
Ｆ
ｐ
∪
ｏげ

，
一９
８
８
¨
ぶ
・
０
繹
？
』
・ｏ】中マ
・ｏ
う
０
■
６
ｇ
日
い弩
・
ｑ
・
ｏ【Ｆ
よ
り
作
成

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
③



法
経
研
究
二
九
巻
四
号

（
一
九
九

一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

（１
）
当
時
、
社
会
主
義
派
は
全
体
と
し
て
議
員
の
予
算
発
案
権
の
制
限
に
反
対
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
「議
会
改
革
」
の
脈

絡
か
ら
い
っ
て
も
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
な
ぜ
、
同
派
所
属
の
ベ
ル
ス
ロ
が
提
案
に
立
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
し

彼
は
、　
一
九
〇
二
年
の
総
選
挙
で
敗
北
す
る
と
人
こ
の
時
彼
を
破
っ
て
当
選
し
た
の
は
、
皮
肉
に
も
、
「議
会
改
革
」
論
で
健
筆
を
ふ
る
っ
て
い

た

「自
由
政
治
学
院
」
の
教
授
シ
ャ
ル
ル
・
ブ
ノ
ワ
ー
ロ
０い
ｏ
■̈

ｏ
，
ミ
】８
１
で
あ
っ
た
）、
元
老
院
に
急
進
派
議
員
と
し
て

「鞍
替
え
」
し
た
。

当
時
の
院
内
会
派
の

″実
態
″
の
一
端
を
伝
え
て
い
て
、
興
味
深
い
。
な
お
、
ベ
ル
ス
ロ
の
経
歴
に
つ
い
て
は
以
下
参
照
。
「
ｏ
】】メ
　
ｏ
フ
　
０
一Ｆ

Ｈ
二
０
け
】Ｏ
●
●
”
】『
ｏ
‥
ご
け
・い
ヽ
づ
・
Ｏ
Ｎ
Ｏ
・『
。

（
２
）

０
喘

‘
「

〇
■
Ｏ
ｐ
”
日
げ
げ
ヽ
∪
ｏ
げ

，
お
。
日
０
一
ｏ
・ω
・Ｈ
Ｐ

●
・
∞
∞
Ｐ

（
３
）

Ｈｇ
ｅ
・
つ

∞
り

，

（
４
）

Ｈげ
ａ
ｔ

，

∞
∞
９
∞
Ｏ
Ｐ

（５
）
♂
い０
・・

，
８
”

（６
）
【げ
〓
ｔ

，
∞
Φ
”

（７
）
ヨ
】０
・・
●
Ｌ
８
。当
時
の
代
議
院
予
算
委
員
会
の
構
成
は
、
進
歩
共
和
派

一
四
人
、
急
進
派
五
人
、
急
進
社
会
主
義
派
九
人
、
社
会
主
義
派
四
人

（そ
の
う
ち
の
一
人
が
ベ
ル
ス
ロ
）、
旧
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ス
ト

一
人
で
あ
っ
た
。
ｏ
Ｆ
｝
ｐ
・ｏ

，
”
Ｂ
げ
Ｆ

∪
８
」
８
８

，

〓
８
ヽ
い
。日
覇
Ｐ
フ
漣
鶏

（
７
）

０
』

。
「
０
３
０
Ｆ
”
ユ
σ
げ
ヽ
∪
ｏ
ぴ

，
一Ｐ

Ｐ
ｏ
ｏ
ｏ
・ω
・Ｈ
Ｐ

●
・
∞
Φ
響

（
８
）

Ｈ〓
Ｐ

，
甲

∞
ｏ
ｒ

（
９
）

Ｈ〓
，

ヽ
フ

∞
０
９

（
１０
）

Ｈげ
〓

ｏ
つ

∞
０
ド

（
ｎ
）

Ｈげ
い，

。
や

∞
ｏ
”

（
・２
）

０
，

同
。
「
げ
ｌ
ｐ

↓
『
Ｌ
け
Ｑ
Ｏ
①
Ｏ
ヽ
２
け
づ
ε
中け
ざ
Ｌ
ｏ
９
ｏ
ｏ
け
ｏ
ヽ
ユ

簿

ｏ
”
『
ド
日
①
詳

２
【
ｐ

ｏ
・
Ｐ
ｏ
『
ド

（
・３
）

０
喘

。
「
〇
・
０

，
”
８
ぴ
げ
・
∪
ｏ
げ
”
けＰ

Ｈ
Ｏ
ｏ
ｏ
・∞
。日
Ｐ

ｏ
・
∞
ｏ
９

（・４
）
ペ
ル
タ
ン
は
、
ベ
ル
ス
ロ
提
案
に
対
す
る
反
対
討
論
の
な
か
で
、
次
の
用
に
皮
肉
っ
て
い
る
。
「議
論
さ
れ
て
い
る
修
正
の
署
名
者
二
八
二
人

（実
際
は
二
八
六
人
―
引
用
者
）
の
う
ち
ヽ
盗
賊
が
何
人
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
か
」。
Ｏ
Ｆ

｝
ｐ
・ｏ

，
“
日
げ
Ｆ

∪
いげ
”
けＰ
３
８
¨
覇
も
。Ｓ

，
そ
も

そ
も
、
提
案
者
の
ベ
ル
スリ
ロ
自
身
、
一
九
〇
〇
年
度
の
予
算
審
議
の
過
程
で
、
総
額
三
〇
〇
万
フ
ラ
ン
に
の
ぼ
る
三
つ
の
予
算
増
額
提
案
を
行
っ



て
い
た
こ
と
が
、
ペ
ル
タ
ン
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
て
い
る
。
０

，

３

０̈
・・
８
や

（・５
）
０
いこ
「
Ｏ
ｔ
Ｏ

，
２
日
げ
げ
・
Ｕ
Ｑげ
”
一の
。Ｐ
Ｏ
０
９
”
Ｈｐ
り
・
Ｏ
ｏ
ｒ

（・６
）
Ｈｇ

，
フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
そ
の
改
革
０

五
九


