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五 四 三 二 一 序

フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
に
お
け
る
議
会
の
予
算
権
限
と
一そ
の
改
革
盆
Ｃ

Ｉ
確
立
期

「議
会
申
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
議
」
批
判
の
登
場

「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

「議
会
改
革
」
の
実

‐
際
―

一
九
〇
〇
年
二
月
十
六
日
代
議
院
議
院
規
則
改
訂
と
そ
の
後

学
説
の
動
向

０
　
議
会
制
の
変
様
と
学
説

０
　
エ
ス
マ
ン
の

「半
代
表
制
」
論

０
　
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
の

「半
代
表
制
」
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（以
上
、
二
九
巻
二
～
四
号

・
四
〇
巻

一
～
二
号
）

＜ｃ＞
　
デ
ュ
ギ
ー
の
議
会
制
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（以
上
、
本
号
）

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

（六
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



法
経
研
究
四
一
巻
二
号

（
一
九
九
二
年
）

③
　
小
括

０

　
「議
会
改
革
」
と
学
説

五
、
学
説
の
動
向

（承
前
）

０
　
議
会
制
の
変
様
と
学
説

（承
前
）

０
　
デ
ュ
ギ
ト
の
議
会
制
論

エ
ス
マ
ン
や
カ
ン
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
は
、　
一
方
で
、
市
民
革
命
以
来
の
近
代
議
会
制
の
理
論
表
象
と
し
て

「古
典
的
代
表
制
」
「純
粋
代

表
制
」
を
抽
出
し
つ
つ
、
他
方
で
、
そ
の
現
代
的
変
様
を
と
ら
え
る
枠
組
と
し
て
「半
代
表
制
」
概
念
を
措
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ュ

ギ
ー
の
議
論
に
は
、
現
代
的
に
変
様
し
た
議
会
制
を
多
分
に
意
識
し
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
彼
の
議

会
制
論
そ
れ
自
体
が
、
ま
さ
に

「現
代
的
」
で
あ
る
。

デ
ュ
ギ
ー
が
、
「法
人
と
し
て
の
国
家

（国
民
と

や
そ
の

「主
権
」
な
ど
を
形
而
上
学
的
観
念
と
し
て
排
斥
し
、
「社
会
連
帯
」
や

「客
観

法
」
な
ど
の
概
念
を
用
い
て
、
社
会
的
事
実
に
依
拠
す
る
法
理
論
の
構
築
を
め
ざ
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
従
来

か
ら
の

「権
利
」
「意
思
」
「法
人
格
」
な
ど
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
法
学
的
概
念
に
よ
る
理
論
構
成
を
ひ
と
ま
ず
離
れ
て
、
国
家
を
社
会
的
事

実
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
う
え
で
国
家
の
法
理
論
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
政
治
学
・憲
法
学
に
お
け
る

「社
会
の
発
見
」

と
し
、
そ
こ
に
デ
ュ
ギ
ー
の
現
代
憲
法
理
論
へ
の
寄
与
を
語
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
適
切
で
あ
（徒

。
し
か
し
ヽ
彼
の
理
論
の
現

代
性
を
こ
の
レ
ベ
ル
で
語
る
に
留
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼
は
、
現
代
の
国
家

・
憲
法
現
象
を

一
体
い
か
な
る
視
角
か
ら
把
握
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
っ
ま
た
、
そ
こ
で
彼
が
用
い
た
方
法
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
も
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
初
め
て
、
彼
の

理
論
の

「現
代
性
」
も
ト
ー
タ
ル
に
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
が
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
議
会
制
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
い
か
な

ハ



る
改
革
の
提
起
を
し
た
の
か
と
い
う
点
も
ま
た
、
こ
の
評
価
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

ま
ず
、
デ
ュ
ギ
ー
の
議
会

・
代
表
制
論
を
検
討
し
よ
う
。
彼
は
、　
一
九
〇
三
年
に
公
刊
さ
れ
た

『公
法
研
究
第
二
巻
　
国
家
、
統
治
者
お

よ
び
官
吏
』
の
な
か
で
、
伝
統
的
な
議
会

・
代
表
制
論
を
批
判
し
、
独
自
の
議
会

・
代
表
制
の
観
念
を
展
開
し
て
い
る

（な
お
、
本
書
は

一

九
〇

一
年
公
刊
の

『公
法
研
究
第

一
巻
　
国
家
、
客
観
法
お
よ
び
実
定
法
律
』
と
の
連
作
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
デ
ュ
ギ
ー
は
そ
の
独

（２
）

自
の
方
法
に
基
づ
く
公
法
学
の
体
系
を
確
立
さ
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
）。

同
書
で
デ
ュ
ギ
ー
は
、
「代
表
的
委
任
」
論
、
「機
関
」
理
論
と
い
う
従
来
か
ら
の
代
表
観
念
を
次
々
ど
批
判
し
て
い
く
。

ま
ず
、
「代
表
的
委
任
」
論
に
つ
い
て
は
、
国
民
を
委
任
者
と
し
議
会
を
受
任
者
と
す
る
そ
の
論
理
構
成
の
擬
制
的
性
格
が
問
題
と
な
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
「委
任
」
理
論
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
委
任
者

（日
留
う

，
ュ
）
と
受
任
者

（日
目
う
牌
”
Ｆ
ｅ

と
い
う
二
つ
の

「法
人
格
」
が

存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
「代
表
的
委
任
」
論
は
、
全
体
と
し
て
の
「国
民
」
↑
洋
】ｏじ

を
委
任
者
と
し
、
こ
れ
ま
た
全
体
と
し
て
の

（３
）

「議
会
」
ε
鶴
げ
口
ｏユ
）
を
受
任
者
と
す
る
が
、
こ
の

「国
民
」
と

「議
会
」
に

「人
格
」
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
の

「国
民
」
の
人
格
性
の
否
定
は
、
デ
ュ
ギ
ー
の

「国
民
主
権
」
否
定
論
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「議
会
」
の
人
格
性
に
つ
い
て

は
、
議
会
で
は
そ
の
構
成
員
の
意
思
と
別
個
の
「単

一
か
つ
集
合
的
」
な
意
思
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
（そ
の
よ
う
な
意
思
が
議
会
に

あ
る
と
仮
定
し
て
も
）
選
挙
に
よ
っ
て
委
任
を
付
与
さ
れ
る
議
会
は
同
時
に
選
挙
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
委
任
行
為
以
前
に

「受

（５
）

任
者
と
し
て
の
議
会
」
は
存
在
し
な
い
と
い
う
撞
着
に
お
ち
い
る
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。

「代
表
的
委
任
」
論
の
擬
制
的
、
法
技
術
的
性
格
に
た
い
す
る
デ
ュ
ギ
ー
の
批
判
は
、
「委
任
」
概
念
を
軸
と
し
て
、
批
判
の
仕
方
そ
れ
自

体
も

「法
技
術
的
」
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
し
か
し
、　
一
見
す
る
と

「代
表
委
任
」
論
の
法
学
的
理
論
構
成
の
成
否
の
み
に
向
け
ら
れ
て
い

る
か
の
よ
う
な
彼
の
批
判
は
、
そ
の
背
後
に
、
「代
表
委
任
」
論
の
法
学
的
構
成

（す
な
わ
ち
そ
こ
で
の

「主
権
的
人
格
と
し
て
の
国
民
」、

（６
）

「単

一
の
意
思
主
体
と
し
て
議
会
」
と
い
う
想
定
）
が
閑
却
し
て
い
る

″事
実
″

へ
の
視
座
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の

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

（六
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



法
経
研
究
四
一
巻
二
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

点
は
、
彼
の

「機
関
」
理
論
批
判
に
お
い
て
は
、
よ
り
明
示
的
で
あ
る
。
議
会
は
法
人
た
る
国
民
の
機
関
で
あ
る
と
い
う
こ
の
理
論
は
、
機

関
意
思
を
即
法
人
た
る
国
民
の
意
思
と
す
る

（法
人
た
る
国
家
の
意
思
は
、
機
関
に
よ
っ
て
し
か
表
示
さ
れ
な
い
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会

（７
．）

と
選
挙
民
と
の
間
に

（事
実
に
お
い
て
）
存
在
す
る

″関
係
″
を
無
視
す
る
こ
と
が
、
そ
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

デ
ュ
ギ
ー
は
、
結
論
と
し
て
、
従
来
の
代
表
観
念
は

「政
治
的
関
係
の
法
的
構
成
に
旧
い
法
概
念
の
厳
格
な
形
式
を
持
ち
込
ん
だ
」
と
こ

ろ
に
誤
り
が
あ
る
と
す
（縫

。
政
治
的
代
表
は
、
「代
表
的
委
任
」論
の
よ
う
に
主
観
的
な
法
的
地
位
を
有
す
る
二
つ
の
法
主
体
間
の
関
係
と
し

て
は
説
明
さ
れ
え
な
い
し
、
「機
関
」
理
論
の
よ
う
に
選
挙
民
団
と
議
員
と
の
事
実
上
の
関
係
を
無
視
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、

選
挙
民
と
代
表
者
と
の
間
の
事
実
的
関
係
を
軸
に
し
て
代
表
観
念
は
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

「関
係
」
と
は
、
デ
ュ
ギ
ー
に

よ
れ
ば
、
「相
互
浸
透
、
継
続
的
な
相
互
作
用
、　
一
言
で
い
っ
て
連
帯
（３
】【０
”
澤
Ｃ
に
特
有
な
関
係
で
あ
る
」。
「政
治
的
代
表
の
法
理
論
は
、

ひ
と
え
に
客
観
法

（キ
ｏ
〓
ｏｇ
８
一３

の
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
理
論
は
、
そ
の
本
質
的
基
礎
を
、
民
選
の
議
会
を

有
す
る
す
べ
て
の
国
の
議
会
と
選
挙
民
団
と
の
間
に
事
実
に
お
い
て
（８

貯
じ
存
在
す
る
緊
密
な
連
帯
に
見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
硼
」。

こ
こ
で
、
デ
ュ
ギ
ー
の

「
（社
会
）
連
帯
」
の
観
念
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
彼
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の

「社
会
連
帯
」
理
論
に
着
想

を
得
つ
つ
、
す
べ
て
の

「人
間
社
会
の
基
本
的
な
事
実
」
と
し
て

「連
帯
」
を
指
摘
す
る
。
こ
の

「連
帯
」
に
は
二
つ
の
類
型
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「人
間
が
、
同

一
の
こ
と
を
思
考
し
、
同

一
の
需
要
を
有
し
、
し
た
が
っ
て
、
同

一
の
こ
と
を
欲
し
、
共
同
生
活
に
よ
っ
て
の
み
害

悪
を
最
小
限
に
食
い
止
め
う
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
が
ゆ
え
に
、
お
互
い
を
連
帯
的
な
も
の
と
考
え
る
」
と
い
う

「類
似
に
よ
る
連
帯
」

（１１
）

含
”
８
】】』
興
８̈

ｏ
Ｒ

ｏゴ
Ｆ】澤
ａ
８
）
と
、
「人
間
が
、
各
々
個
別
的
な
願
望
を
有
し
、
多
様
な
需
要
を
有
し
、
そ
し
て
、
そ
の
役
務
を
交

換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
多
様
な
需
要
の
充
足
を
確
保
し
う
る
が
た
め
に
、
お
互
い
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
」
と
い
う

「分
業
に
よ
る
連

帯
」
（ご
８
【い０
電
〓
ｏ
り
鷺

０
マ
凛
ｏ
●
２
一■
ミ
”
じ

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

「連
帯
」
は
、
歴
史
的
に
は
継
起
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
近
代

国
家
に
お
い
て
は
、
相
補
的
で
あ
る
。
ま
ず
、
古
代
都
市
国
家

↑
いけＣ

に
お
い
て
強
固
に
成
立
す
る

「類
似
に
よ
る
連
帯
」
は
、
そ
の
後
分



業
の
進
展
と
と
も
に
生
成
す
る
近
代
社
会

（国
民
国
家
●
障
中ｏ
じ

に
お
い
て
は
、
「分
業
に
よ
る
連
帯
」
に
そ
の
優
越
的
地
位
を
譲
る
。
し
か

し
、
近
代
社
会
は
、
「類
似
に
よ
る
連
帯
」
を
消
滅
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
分
業
の
進
展
に
対
応
し
た

「類
似
に
よ
る
連
帯
」
を
新
た
に
生
み

出
す
。
種
々
の

「職
業
集
団
」
な
ど
に
見
ら
れ
る

「部
分
集
団
化
の
現
象
」
「結
集
運
動
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
「類
似
に
よ
る
連

（・３
）

帯
と
分
業
に
よ
る
連
帯
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
近
代
国
民
国
家
に
お
い
て
存
続
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
相
互
に
浸
透
し
あ
い
、
補
完
し
あ
う
」。

デ
ュ
ギ
ー
は
、
選
挙
さ
れ
た
議
員
と
選
挙
民
と
の
関
係
を
、
こ
の
二
つ
の
「連
帯
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
ま
ず
、
両
者
は
、
「共
通
の
需

要
と
同

一
の
願
望
を
有
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
は
、
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
帰
属
す
る
政
治
的
力
の
維
持
を
志
向
す
る
か
ら
で
あ
る
」。

（・４
）

両
者
に
よ
つ
て
表
明
さ
れ
る
の
は

「同

一
の
社
会
的
力
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は

「類
似
に
よ
る
連
帯
」
が
確
認
さ
れ

る
。
次
に
、
「分
業
に
よ
る
連
帯
」
に
つ
い
て
は
、　
一
方
で
、
選
挙
民
が

「最
大
の
力
を
生
成
・維
持
す
る
要
素
を
提
供
」
し
、
他
方
で
、
議

会
は
、
こ
の
力
に
依
拠
し
つ
つ
、
国
民
に
対
す
る
優
越
的
権
力
を
行
使
す
る
と
い
う
点
に
、
こ
れ
を
見
い
だ
す
。
コ

方
は
、
国
家
作
用
の
遂

（・５
）

行
を
提
供
し
、
他
方
は
、
最
大
の
力
を
提
供
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
両
者
の
間
に
は
、
緊
密
な
分
業
に
よ
る
連
帯
が
存
在
す
る
」。
分
業
と
い

う
関
係
に
あ
る
両
者
は
、
相
互
に
依
存
し
あ
い
、
互
い
の
支
持
な
し
に
は
、
社
会
的
に
存
立
し
得
な
い
。
「選
挙
人
は
、
物
質
的
な
力
を
も
た

ら
す
。
そ
れ
は
、
国
家
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
定
立
さ
れ
た
規
範
の
尊
重
の
強
制
を
可
能
に
す
る
。
議
員
は
、
国
家
作
用
を
遂
行
す
る
が
、

（・６
）

そ
れ
は
、
選
挙
民
に
よ
っ
て
は
不
十
分
に
し
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
遂
行
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
」。

近
代
社
会

（国
民
国
家
）
に
お
け
る
二
つ
の

「連
帯
」
の
緊
密
性
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
代
表
制
を
支
え
る
二
つ
の

「連
帯
」
も
不
可
分

の
関
係
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
選
挙
民
と
代
表
の

「類
似
に
よ
る
連
帯
」
と
は
、
要
す
る
に
、
選
挙
と
い
う
行
為

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
選
挙
民
の
意
向
が
代
表
の
そ
れ
へ
と
反
映
し
て
い
く
事
実
過
程
を
と
ら
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
“
デ
ュ
ギ
ー
は
、
「選

（・７
）

挙
に
よ
ら
な
い
議
会
は
、
決
し
て
代
表
体
た
り
え
な
い
」
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る

「半
代
表
制
」
段
階
の
議
会
制
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
選
挙

民
と
代
表
の

「類
似
」
を
議
会

ｏ
代
表
制
の
本
質
的
要
素
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の

「類
似
」
性
は
、
選
挙
民
が
代
表
に
そ
の

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

（六
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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意
思
を
強
制
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
「連
帯
」
は

「相
互
浸
透
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、　
一
方
的
な

（強
制

の
）
関
係
に
な
じ
ま
な
い
。
ま
た
、
「連
帯
」
の

一
類
型
と
し
て
の

「類
似
」
は
、
あ
く
ま
で
も
も
う

一
方
の

「分
業
」
と

一
体
の
も
の
で
あ

る
。
「分
業
」
の
局
面
で
は
、
代
表
は
、
選
挙
民
の
支
持
に
よ
り
正
統
性
を
付
与
さ
れ
な
が
ら
も
、
国
家
作
用
を
遂
行
す
る
力
そ
の
も
の
は
、

（・８
）

選
挙
民
か
ら
託
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、
命
令
的
委
任
を

「破
壊
と
無
秩
序
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
す
る
。
彼
の

「代
表
的

委
任
」
論
へ
の
批
判
が
そ
の
形
式
的
な
論
理
矛
盾
に
向
け
ら
れ
た

「観
念
的
否
定
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「命
令
的
委
任
」
論
へ
の
そ
れ
は
、

（・９
）

「現
実
的
否
定
」
で
あ
る
。
「分
業
に
よ
る
連
帯
」
の
観
念
が
、
こ
の
否
定
に
と
り
わ
け
寄
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
理
論
に
基
づ
い
て
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
具
体
的
な
制
度
を
次
の
よ
う
に
構
想
す
る
。
ど
の
よ
う
な
選
挙
制
度
を
採
用
す
る
か
に
つ

い
て
は
、
多
様
な
選
択
が
あ
り
う
る
が
、
「代
表
、
す
な
わ
ち
代
表
さ
れ
る
第

一
次
統
治
者
の
集
団
と
代
表
者
の
集
団
と
の
間
に
存
在
す
る
連

帯
、
類
似
性
と
役
務
の
交
換
を
確
保
す
る
の
に
最
も
優
れ
た
方
（測

」
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
原
則
の
も
と
で
、
具
体
的
に
は
、
比
例
代
表
制

に
よ
る
普
通

・
直
接
選
挙
の
第

一
院
と
多
様
な
社
会
集
団
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
第
二
院
か
ら
な
る
議
会
が
構
想
さ
れ
う
る
。
た
だ
し
、
い

（２．
）

ず
れ
の
場
合
も
、
「命
令
的
委
任
」
は

「絶
対
的
に
禁
止
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
院
で
も
、
社
会
の
な

か
に
現
実
に
存
在
し
て
い
る
諸
要
素
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
。
比
例
代
表
制
は
、
国
民
の
な
か
に
存
在
す
る
党
派
（政

党
）
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
諸
集
団
に
よ
る
代
表
の
選
出
の
方
は
、
の
ち
に
デ
ュ
ギ
ー
の
「職
能
代
表
制
」
（ｒ
お
「
ｏ８
諄

，
け【ｏ●

●
８
お
ｏｏ中ｏヨ
Φ】】こ

の
構
想
へ
と
練
り
上
げ
ら
れ
て
は
健
。
こ
の
構
想
が
彼
の

「連
帯
」
理
論
の
基
礎
的
事
実
で
あ
る

「職
業
集
団
」
の
「結

集
運
動
」
に
根
拠
を
も
つ
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
（祀

。

こ
の
よ
う
な
代
表
制
の
構
想
を
、
第
二
共
和
制
の
当
時

（
一
九
〇
三
年
）
の
現
実
、
す
な
わ
ち
、
当
時
の
議
会
と
そ
の
選
挙
制
度
、
ま
た

当
時
の
現
実
政
治
の
場
に
お
け
る
そ
の
改
革
論
議
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
か
な
リ
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
改
革
を
迫
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
下
院
の
比
例
代
表
制
構
想
に
つ
い
て
は
、
政
界
で
は
未
だ
本
格
的
な
議
論
が
展
開
し
て
い
た
と
は
言
え
ず
、
「職
能
代
表
制
」



に
い
た
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
論
議
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ（減
。
す
で
に
本
論
文
で
も
解
明
し
て
き
た
よ
う
に
、　
一
九
〇
〇
年
頃
の
段
階
で

は

「議
会
中
心
主
義
」
の
体
制
は
、
な
お
強
固
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
デ
ュ
ギ
ー
は
先
の
よ
う
な
改
革
案
を
提
示
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
彼
は
当
時
の
議
会
制
に
つ
い
て
よ
ほ
ど
強
い
不
満
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
現
状
に
対
す
る
不
満
な
く
し
て
、
か
か
る
大
胆
な

改
革
案
は
出
て
き
よ
う
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
実
は

一
九
〇
〇
年
の

「政
治
議
会

雑
誌
」
に
掲
載
さ
れ
た

「
一
八
七
五
年
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
会
制
の
運
用
」
と
い
う
論
文
が
興
味
深
い
論
述
を
展
開
し
て
」
♂
。

以
下
、
若
干
長
く
な
る
が
、
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
論
文
の
内
容
を
要
約
し
て
示
す
。

一
八
七
五
年
憲
法
は
、
制
憲
者
に
と
っ
て
は
暫
定
的
な
法
で
あ
っ
た
が
、
制
定
後
二
五
年
を
経
過
し
、　
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
諸
政
府

の
平
均
存
続
期
間
を
す
で
に
凌
駕
し
て
い
る
。
そ
の
間
、
憲
法
の
文
言
は

一
度
も
破
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
が

「本
当
に
適
用
さ

れ
」
↑
０吋】け”
び
げ
ヨ
①諄

，
り
ｏ
【【０
忠
ｅ

て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
疑
わ
し
い
。
と
い
う
の
も
、
制
憲
者
の
意
思
は
、
共
和
政
体
の
「議
院

内
閣
制
」
Ｃ
ｏ
暑
①ヨ
ｏ日
ｏ諄

０
ミ
ご
Ｂ
①ユ
”
〓
Ｃ

を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
間
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
組
織
は
、
こ
れ
を

「法
的

に
は
」
↑
●
や
ｏ
じ

議
院
内
閣
制
と
呼
べ
て
も
、
「事
実
に
お
い
て
」
↑
●
Ｆ
こ

そ
れ
を
実
践
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
（樹

。

長
い
歴
史
的
発
展
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た

「議
院
内
閣
制
」
は
、
恒
常
的
に
協
働

↑
ｏ中一静
Ｒ
”け【ｏじ

し
て
活
動
し
相
互
に
抑
制

し
合
う
二
つ
の
機
関
、す
な
わ
ち
、民
選
の
合
議
機
関
で
あ
る
議
会
と
国
家
元
首
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
一
元
的
な
機
関
で
あ
る
政
府
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
な
お
、
政
府
は
、
そ
の
「不
変
の
要
素
」
と
し
て
議
会
か
ら
独
立
し
無
答
責
の
コ
死
首
」
と
、
「可
変
の
要
素
」
と
し

て
議
会
に
対
し
て
政
府
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
う

「内
閣
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。　
一
八
七
五
年
憲
法
の
制
定
者
は
、
こ
の
よ
う
な

議
院
内
閣
制
の
本
質
的
要
素
を
明
確
に
認
識
し
て
お
り
、
こ
れ
ほ
ど
議
院
内
閣
制
の
諸
原
則
を
明
示
し
て
い
る
憲
法
は
他
に
は
な
（岬

。

し
か
し
、
現
実
に
は
、
国
家
元
首

（共
和
国
大
統
領
）
は
、
議
会
・
党
派
か
ら
独
立
し
無
答
責
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。　
一
八
七
五
年
以

来
の
六
人
の
大
統
領
の
う
ち
、
二
人
が
議
会
と
対
立
し
職
を
辞
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
大
統
領
は
議
会
に
従
属
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

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

（六
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
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議
会
、
と
り
わ
け
下
院
は
、
行
政
の
す
べ
て
の
領
域
に
ま
で
干
渉
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
「下
院
は
、
日
常
的
な
行
政
の
あ
ら
ゆ
る

細
部
に
お
い
て
そ
の
活
動
を
目
立
た
せ
よ
ぅ
と
し
て
い
る
。
地
方
警
察
の
軽
微
な
事
件
、
最
下
級
の
官
吏
の
任
命
で
、
正
式
質
問
の
対
象
と

な
ら
な
い
も
の
は
な
い
」。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
、
持
続
的
で
一
貫
し
た
政
治
理
念
を
持
つ
べ
き
議
会
は
、
「政
策
な
き
、
同
質
的
な

（２９
）

多
数
派
な
き
、
統

一
的
理
念
な
き
」
議
会
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な

「議
院
内
閣
制
か
ら
の
逸
脱
」
は
、
何
に
起
因
す
る
の
か
。
多
く
の
識
者
は
、
そ
の
最
大
の
原
因
を

「普
通
選

挙
制
」
に
求
め
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
議
院
内
閣
制
と
民
主
制

・
普
通
選
挙
制
と
は
両
立
し
な
い
。
普
通
選
挙
制
に
依
拠
す
る
議
会
は
全
能

と
な
り
、
他
の
国
家
権
力
に
干
渉
し
、
こ
れ
を
掌
中
に
収
め
て
し
ま
う
と
さ
れ
（制
。
こ
の
よ
う
な
考
察
に
は
多
く
の
真
理
が
あ
る
が
、
そ
れ

が
す
べ
て
で
は
な
い
。
「私
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
実
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
普
通
選
挙
制
と
議
院
内
閣
制
と
は
両
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
同
意

す
る
が
、
整
備
さ
れ
よ
く
練
り
上
げ
ら
れ
た
普
通
選
挙
制

（誕
垢
〓
ゃ
”ｍ
２
目
ぃく
０■ｏ２
Ｒ
”
営
お
い
β
ｏＯ
Ｌ
ρ
●
Ｃ

と
そ
れ
が
両
立
し
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
経
験
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
普
通
選
挙
制
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
未
だ

か
つ
て
出
現
し
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
普
通
選
挙
制
は
真
の
政
治
訓
練
を
実
現
し
得
て
い
な
い
。
そ
れ
は
何
故
か
。
ま
ず
、
ブ
ー
ラ
ン
ジ

ズ
ム
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
な
ど
が
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
制
度
的
要
因
と
し
て
は
、
「
ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
マ

ン
選
挙
制
」
が
重
要
で
あ
る
。
「結
局
そ
こ
で
は
、
選
挙
は
、
全
般
的
な
政
策
の
問
題
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
地
方
的
・

（
個
数
的

問
題
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
代
議
士
は
、
選
挙
民
の
下
僕
と
な
り
、
何
に
も
ま
し
て
そ
の
再
選
を
求
め
、
選
挙
前
に
は
、
選
挙
区
の
方
を
向
く
」。

よ
う
す
る
に
、
「議
院
内
閣
制
が
民
主
制
・普
通
選
挙
制
と
両
立
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
唯

一
確
か
な
こ
と
は
、
議
院
内
閣

制
は
、
今
日
わ
が
国
で
実
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
普
通
選
挙
制
と
は
共
存
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
型
」
（傍
点
は
引
用
者
）。

以
上
が
、
デ
ュ
ギ
ー
の
一
九
〇
〇
年
論
文
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
議
会
制
認
識
の
要
旨
で
あ
る
。
彼
が
、
こ
こ
で
、
す
で
に
検
討
し
た
エ
ス

マ
ン
や
カ
ン
・
ド

・
マ
ル
ベ
ー
ル
の
手
に
よ
る
分
析
よ
り
も
は
る
か
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
認
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、　
一
見
し
て
わ
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か
る
。
当
時
の

「議
会
中
心
主
義
」
状
況
は
、
デ
ュ
ギ
ー
に
と
っ
て
も
、
第
二
共
和
制
が
本
来
目
指
し
た
議
会
制
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
た

だ
し
、
彼
は
、
エ
ス
マ
ン
と
は
異
な
り
、
こ
の
逸
脱
を
民
主
制
へ
の
傾
斜

（普
通
選
挙
制
の
導
入
）

一
般
の
な
か
に
は
解
消
し
な
い
。
そ
の

こ
と
を
む
し
ろ
明
示
的
に
否
定
し
た
上
で
、
普
通
選
挙
制
の

「特
殊
フ
ラ
ン
ス
的
形
態
」
と
し
て
の

「
ア
ロ
ン
デ
イ
ス
マ
ン
選
挙
制
」
と
そ

れ
に
起
因
す
る
地
方
的
な
利
益
誘
導
政
治
の
全
般
化
の
な
か
に
、
議
会
権
力
の
強
大
化
と
い
う
逸
脱
の
原
因
を
求
め
て
い
く
。
こ
う
し
た
分

析
は
、
エ
ス
マ
ン
や
カ
ン
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
に
は
な
し
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、
議
会
制
を
、　
一
方
で
そ
の
法
的
構
成

の
面
か
ら
考
察
し
て
い
る
が
八
モ
デ
ル
と
し
て
の

「
二
元
的
議
院
内
閣
制
し
、
他
方
で
、
議
会
制
が
そ
の
モ
デ
ル
を
越
え
て
機
能
し
て
い
く

面
を
も
射
程
に
入
れ
て
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
に

「機
能
」
す
る
原
因
の
分
析
を
選
挙
制
度
の
具
体
的
編
成
様
式
と
関
わ
ら
せ
て
お
こ
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
公
法
学
に
あ
っ
て
は
、
稀
に
み
る
客
観
的
分
析
手
法
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
彼
の
理
論
に
お
け
る

「社
会
的
事
実
の
重
視
」
（＝
リ
ア
リ
ズ
ム
）
は
、
こ
の
あ
た
り
に
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
彼
の

「議
会
中
心
主
義
」
批
判
は
、
議
会
と
政
府
の
権
力
関
係

（そ
の
均
衡
）
が
破
壊
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
よ
り
も
、

「議
会
中
心
主
義
」
状
況
が
本
来
議
会
で
形
成
さ
れ
る
べ
き

「同
質
的
多
数
派
、
統

一
的
理
念
」
を
阻
害
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
ポ
イ
ン

ト
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
議
会
制
の
法
構
造

（二
元
的

・
均
衡
的
議
会
制
）
の
維
持
そ
の
こ
と
に

″価
値
″
を
見
い
だ
す
方
法
は
と
ら
れ
て

お
ら
ず
、
批
判
の
視
座
は
、
も
っ
ば
ら
、
議
会
制
が
本
来
の
姿
で
機
能
す
る
こ
と
で
確
保
さ
れ
る
は
ず
の
政
治
的
事
実
が
「議
会
中
心
主
義
」

の
も
と
で
は
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ー
は
、
先
の
論
文
で
、
特
に
「同
質
的
政
党
」
ε
”
諄
お

，
ｏ
８
ｏ”
０●
０３

の
組
織
の

必
要
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
制
の
問
題
は
、
「集
団
や
永
続
的
利
益
の
代
表
で
は
な
く
て
、
拡
散
し
た
個
人
の
代
表
」
と

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
す
（型

。
こ
こ
に
は
、
す
で
に
、
後
の
比
例
代
表
制
、
職
能
代
表
制
の
提
唱
の
伏
線
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
当
時
の
選
挙
シ
ス
テ
ム
が
、
地
方
的

・
個
人
的
利
害
を
無
秩
序
に
噴
出
さ
せ
る
こ
と
で
、
社
会
内
の
政
策
的
合
意

・
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
形

（３５
）

成
を
妨
げ
て
い
る
と
い
う
認
識
も
ま
た
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。
「
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、
国

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

（六
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二
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（３６
）

民
の
内
部
に
お
け
る
政
党
の
結
成
は
、
実
質
的
に
不
可
能
で
あ
る
」。
こ
の
あ
た
り
に
も
、
規
範
論
理
的
構
造
の
視
点
か
ら
統
治
機
関
の
理
論

を
構
成
す
る
伝
統
的
公
法
学
に
は
な
い
視
点
、
す
な
わ
ち
、
諸
機
関
の
実
働
過
程
に
お
け
る
そ
の
機
能
へ
の
着
目
と
い
う
視
点
へ
の
″転
換
″

が
確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
一
九
〇
〇
年
の
デ
ュ
ギ
ー
論
文
で
は
、
す
で
に
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の

「方
法
」
の
成
立
を
予
示
す
る
か
の
よ
う
な
分
析
が
な

さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
私
が
彼
の
こ
の
論
文
に
と
り
わ
け
注
目
す
る
の
は
、
彼
の
公
法
学
の
形
成
に
と
っ
て
の
そ
の
意
義
よ
り
も
、
む

し
ろ
、
そ
こ
で
の
現
状
分
析
が
、
実
は
、
当
時
の

「議
会
改
革
」
論
と
き
わ
め
て
近
似
し
た
視
角
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
マ
ン
選
挙
制
」
批
判
の
視
点
、
そ
れ
に
替
わ
る

「比
例
代
表
制
」
の
提
起
は
、
当
時
の

「議
会
改
革
」
派
の
も
の
で
あ
っ

た
し

（こ
の

「提
起
」
の
点
で
は
デ
ュ
ギ
ー
の
方
が

「議
会
改
革
」
論
に
対
し
て
先
行
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
）、
こ
う
し
た
改
革
の
眼
目
と

し
て
の

「議
会
に
お
け
る
同
質
的
多
数
派
の
形
成
」、
こ
れ
も

「議
会
改
革
」
派
の

″悲
願
″
で
あ
っ（だ
。
要
す
る
に
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
「議

会
中
心
主
義
」
状
況
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
の
議
会
制
の
危
機
と
受
け
と
め
る
か
と
い
う
問
題
意
識
の
点
で
も
、
ま
た
、
こ
の
危
機
打
開
を

ど
の
よ
う
な
方
向
で
は
か
る
か
と
い
う
改
革
構
想
の
点
で
も
、
「議
会
改
革
」派
に
通
ず
る
も
の
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
の
こ
の
よ
う

な
切
羽
つ
ま
っ
た
危
機
意
識
こ
そ
が
、
一
方
で
、
伝
統
的
公
法
学
に
欠
落
す
る
リ
ア
ル
な
現
代
議
会
制
分
析
を
彼
に
保
障
し
つ
つ
、
他
方
で
、

比
例
代
表
制
に
加
え
て
職
能
代
表
制
と
い
う
あ
る
意
味
で
は
突
飛
な
ほ
ど
に
大
胆
な
改
革
提
言
に
ま
で
彼
を
導
い
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と

（３８
）

が
で
き
る
。

か
く
し
て
、
デ
ュ
ギ
ー
理
論
の

″現
代
的
″
性
格
は
、
「議
会
改
革
」
論
の
そ
れ
と
同
質
の
も
の
と
し
て
把
握
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。
「議

会
改
革
論
は
、
「議
会
中
心
主
義
」
と
い
う

″究
極
の
形
態
″
に
い
き
つ
い
た
近
代
議
会
制
を
現
代
資
本
主
義
に
お
け
る
帝
国
主
義
的
施
策
の

実
施
と
い
う
要
請
に
対
応
さ
せ
る
た
め
に
再
編
す
る
、
と
い
う
課
題
を
担
っ
て
登
場
し
た
。
デ
ュ
ギ
ー
の
議
会
制
論
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同

一

歩
調
を
も
っ
て
、
伝
統
的
な
議
会
制
と
そ
の
規
範
論
理
構
造
の
把
握
に
終
始
す
る
公
法
学
を
、
現
代
資
本
主
義
の
要
請
に
応
え
て
解
体

・
再



構
成
す
る
課
題
を
担
い
、
こ
れ
に
と
り
く
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
そ
の
意
義
が
求
め
ら
れ
る

（た
だ
し
、
こ
の
課
題
を
彼
が
十
分
に
達
成
し
え
た

か
は
、
別
問
題
で
あ
る
が
）。

要
す
る
に
、
デ
ュ
ギ
ー
の
議
会
制
論
の
本
質
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
帝
国
主
義
段
階
に
対
応
す
る
議
論
と
い
う
点
に
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
は
、

彼
の
議
会
制
論
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

（公
）
法
学
方
法
論
そ
れ
自
体
の
な
か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
が
そ
の
独
自
の
方
法
論
に
基

づ
い
て
設
定
す
る
公
法
学
上
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
い
ず
れ
も
現
代
資
本
主
義
と
そ
の
下
で
の
国
家
機
能
の
変
化
に
大
い
に
触
発
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
い
く
つ
か
の
例
を
示
そ
う
。

≒

髪

″
肝

ζ

卿

彙

ピ

詳

鐵

舞

鰤

蝙

鵞

盗

瑚

蝿

弔

語

齢

礎
は
、
「個
人
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
社
会

含
，
８
ｏ中０一Ｃ

に
の
み
存
す
る
」。
ま
た
、
こ
の
規
範
は

「事
実
の
規
範

（凛
”
】ｏ
●
ｏ
ご
じ
」
で
あ
（制

。
要
す
る
に
、
国
家
権
力
の
活
動
を
も
拘
束
す
る
規
範
の
根
拠
は

「社
会
的
事
実
」
の
な
か
に
存
す
る
。
こ
の

「事
実
」
と
は
、
「社
会
連
帯
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
国
家
の
任
務
は
、
二
つ
の

「社
会
連
帯
」、
す
な
わ
ち

「類
似
に
よ
る
連
帯
」
と
結
粉

業
に
よ
る
連
帯
」
と
を
妨
害
し
な
い
と
い
う

「消
極
的
義
務
」
と
、
「社
会
連
帯
」
の
実
現
を
保
障
す
る
と
い
う

「積
極
的
義
務
」
か
ら
な
る
「

「消
極
的
義
務
」
の
具
体
的
内
容
と
し
て
は
、
「類
似
に
よ
る
連
帯
」
に
関
わ
っ
て
は

「平
等
」
の
確
保
、
「分
業
に
よ
る
連
帯
」
に
つ
い
て

は
個
人
の
活
動
の
自
由
の
保
障
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（こ
れ
に
は
、
結
社
の
自
由
、
表
現
の
自
由
な
ど
も
含
ま
れ
（型

）。
「積
極
的
義
務
」
に

は
、
交
通
や
公
衆
衛
生
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「安
全
」
確
保
、
犯
罪
の
処
罰
、
各
種
の
社
会
保
障
、
教
育
の
保
障

翁
類
似
に
よ
る
連
帯
」
関
連
）

や
、
労
働
時
間

。
最
低
賃
金
の
法
定

（「分
業
に
よ
る
連
帯
」
関
連
）、
国
防
、
徴
税

（連
帯
全
体
を
総
括
す
る
も
の
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
は
、
二
〇
世
紀
の
現
代
国
家
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
機
能
が
基
本
的
に
網
羅
さ
れ
て
」
綱
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
ュ
ギ
ー
の

「客
観
法
」
の
理
論
は
、
「法
に
よ
る
国
家
の
拘
束
」
と
い
う
そ
の
テ
ー
ゼ
の
背
後
に
、
現
代
資
本
主
義
の
要
請

翁
事
実
の
規
範
」
！
）
へ
の

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

（六
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一五
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国
家
の

″解
放
″
と
い
う
側
面
を
合
わ
せ
持

っ
て
い
る
。
後
に
、
デ

ュ
ギ
ー
は
、
「公
役
務
」
（８
１
】８
ｏ
ｏ
事
中̈
ｆ
ＯＣ

の
観
念
を
用
い
て
、

同
様
の
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な（型
。

「客
観
法
」
に
せ
よ
、
「公
役
務
」
に
せ
よ
、
現
実
の
国
家
機
能
の
変
化
に
対
応
し
う
る
公
法
学
の
確
立
を
求
め
る
デ
ュ
ギ
ー
の
企
画
に
よ
っ

て
創
出
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
確
か
に
、
従
来
の
公
法
学
が
国
家
の

「機
構
」
面
に
考
察
を
集
中
し
て
、
「機
能
」
の
理
論
的
把

握
を
方
法
的
に
欠
落
さ
せ
て
き
た
こ
と
へ
の
反
省
と
批
判
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
議
論
に
は
、
こ
の

「機
能
」
変
化
を
受

け
て
生
じ
る

「機
構
」
面
で
の
変
化
を
、
前
述
の
よ
う
な
特
異
な

「法
」
概
念

翁
事
実
」
か
ら

「規
範
」
の
無
媒
介
的
導
出
）
に
基
づ
い
て
、

簡
単
に
容
認
す
る
傾
向
が
あ
る
。
彼
の
「国
家
の
法
に
よ
る
拘
束
」
「国
家
の
義
務
性
の
強
調
」
と
い
う
理
論
表
象
は
、
国
家
の
主
権
や
法
人

格
な
ど
の
概
念
が
帯
び
る

「国
家
の
権
力
性
」
の
否
定
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
そ
の
実
、
現
代
国
家
に
特
有
な
権
力
性
の

増
大

翁
行
政
国
家
」
化
の
傾
向
）
に
対
し
て
は
開
か
れ
た
体
系
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
彼
の
公
法
学
に
お
け
る
他
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
も
つ
意
味
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。

ま
ず
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
「権
力
の
分
立
」
↑
０り
弩
障
ｏ̈●
０
８
ｏ
２
「
ｏ
】■３

の
観
念
に
つ
い
て
、
各
国
家
機
関
が
主
権
の
要
素
を
体
現
し
、

そ
の
領
域
に
お
い
て
独
立
か
つ
最
高
の
存
在
と
す
る
よ
う
な
理
解
を
否
定
す
る
。
彼
に
と
っ
て
、
国
家
機
関
の
間
、
と
り
わ
け
議
会
と
政
府

相
互
の
関
係
は
、
「権
力
分
立
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は

「協
働
」
↑
ｏ
】】３
Ｒ
”
け】ｏじ

の
関
係
が
常
に
内
包
さ
れ
て

い
る
。
彼
は
い
う
。
「議
会
と
国
家
元
首
に
体
現
さ
れ
る
政
府
と
は
、
と
も
に
恒
常
的
な
相
互
作
用
を
行
使
し
、
国
家
の
一
般
的
な
活
動
の
実

施
の
た
め
に
緊
密
に
協
働
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
る
形
態
で
協
働
す
る
の
で
あ
る
（型

Ｌ

こ
の
「議
会
と

政
府
の
協
働
」
の
観
念
は
、
多
分
に

「議
院
内
閣
制
」
（イ
ギ
リ
ス
で
経
験
的
に
創
出
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

「復
古
王
制
」
「七
月
王
制
」

期
に
展
開

・
確
立
し
た
そ
れ
）
の
イ
メ
ー
ジ
の
影
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
が
、
デ
ュ
ギ
ー
と
し
て
は
、
前
述
の
一
九
〇
〇
年
の
論
文
で
も
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
第
二
共
和
制
憲
法
の
指
導
理
念
で
も
あ
る
。
こ
の
理
念
に
導
か
れ
て
、
彼
は
、
「議
会
―
立
法
権
、
政
府
―
行



政
権
」
と
い
う
定
式
を
否
定
す
る
。
以
下
は
、　
一
九

一
一
年
に
公
刊
さ
れ
た

『憲
法
概
論
』
第

一
版
第

一
巻
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
若
千
長

く
な
る
が
、
後
の
検
討
に
と
っ
て
も
重
要
な
指
摘
な
の
で
載
せ
て
お
く
。

「議
会
が
立
法
を
、
政
府
が
行
政
を
、
と
い
う
旧
い
定
式
は
、
議
院
内
閣
制
の
下
で
は
正
確
な
も
の
で
は
な
い
。
議
会
に
は
立
法
と
執
行

と
呼
び
う
る
も
の
へ
の
一
定
の
形
式
で
の
参
加
が
、
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
議
会
は
、
立
法
に
、
時
と
し
て
法
律
の
提
案
、

恒
常
的
に
は
法
律
の
審
議

・
議
決
と
い
う
形
で
参
加
す
る
。
政
府
は
、
立
法
に
、
法
律
の
提
案
、
そ
の
審
議
へ
の
参
加
、
そ
の
公
布
、
そ
し

て
時
に
は
そ
の
裁
可
と
い
う
形
で
参
加
す
る
。
政
府
は
ま
た
、
し
ば
し
ば
、
議
会
の
直
接
の
統
制
の
下
で
、
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
δ
ａ
ｏヨ
讐
８
じ

や
ン
グ
ル
マ
ン

（８
”
Ｆ
口
ｏュ
じ

と
ょ
ば
れ
る

一
般
的
規
則
を
制
定
し
て
、
立
法
作
用
に
参
加
す
る
。
…
…
議
会
は
、
明
ら
か
に
立
法
的
性

格
を
持
た
な
い
一
連
の
措
置
を
議
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
執
行
に
参
加
す
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
毎
年
の
予
算
の
議
決
に
お
い
て
で

あ
る
。
確
か
に
、
新
税
の
創
設
や
既
設
の
税
の
年
次
更
新
を
含
む
予
算
の
部
分
、
要
す
る
に
租
税
の
毎
年
の
議
決
は
、
立
法
的
性
格
を
有
す

る
。
し
か
し
、
公
共
支
出
の
額
を
定
め
、
各
役
務
へ
の
経
費
の
充
当
を
決
定
す
る
予
算
の
規
定
は
立
法
的
性
格
を
持
た
な
い
。
し
か
し
、
そ

（４７
）

の
議
決
は
、
議
会
の
通
常
の
作
用
と
さ
れ
て
い
る
」。

こ
こ
に
み
ら
れ
る

「予
算
議
決
の
法
的
性
格
」
に
関
す
る
デ
ュ
ギ
ー
の
議
論

（「歳
出
予
算
＝
行
政
」
説
）
は
、
次
節

（「議
会
改
革
と
学

説
し

で
扱
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
彼
の

「権
力
の
協
働
」
論
が
、
伝
統
的
公
法
学
の

「権
力
分
立
」
観
念
と
そ
れ
に

基
づ
く
議
会
制
論
に
再
構
成
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
従
来
の
公
法
学
は
、
議
会
と
政
府
の
権
力
関
係
を
、

お
お
ま
か
に
で
は
あ
れ
、
「立
法
と
そ
の
執
行
」
と
い
う
権
限
関
係
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
議
会
の
優
位
の
う
ち
に
理
解
し
て
き
た
。
デ
ュ

ギ
ー
の

「権
力
の
協
働
」
論
は
、
そ
れ
を
と
も
か
く
も

″解
体
″
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、　
一
九
世
紀
前
半
に
英
仏
で
定
着
し

た

「議
院
内
閣
制
」
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
実
際
に
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
国
家
権
力
の
あ
り
方
に
対
応
す
る
た
め
に
理
論

枠
組
を
構
成
し
な
お
し
た
２
い
ぅ
点
に
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
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

（六
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一七
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二
八

そ
の
証
拠
に
、
こ
の
議
論
は
、
政
府
の
命
令
制
定
権
の

″解
放
″
へ
と
デ
ュ
ギ
ー
を
導
い
て
い
く
。
前
の
引
用
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

デ
ュ
ギ
ー
は
、
政
府
の
命
令
制
定
を

「立
法
作
用
へ
の
参
加
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
そ
れ
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
公

法
学
と
そ
れ
に
よ
る

一
八
七
五
年
憲
法
解
釈
に
よ
れ
ば
、
と
う
て
い
受
け
容
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。　
一
八
七
五
年
二
月
二
五
日
法
第

一

条
は
、
「立
法
権
は
、
両
院
、
す
な
わ
ち
代
議
院
と
元
老
院
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
」
と
し
、
同
法
第
二
条
は
、
「共
和
国
大
統
領
は
、
法
律

の
執
行
を
監
視
し
確
保
す
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。
従
来
の
フ
ラ
ン
ス
公
法
学
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
、
議
会
に
よ
る
立
法
権
の
独
占

（そ

の
政
府
へ
の
委
任
の
禁
止
）、
政
府
の
命
令
権
の
「執
行
命
令
」
へ
の
限
定
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
き
（だ

。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ュ
ギ
ー

は
、
「権
力
の
協
働
」
の
観
念
に
よ
っ
て
ヽ
政
府
の
命
令
権
の
限
界
を
取
り
払
う
。
「共
和
国
大
統
領
は
、
単
な
る
最
高
行
政
官
で
は
な
い
。

そ
れ
は
統
治
者

Ｆ
０
ｌ
ｑ
●
”・
ｃ

で
あ
り
、
多
様
な
国
家
作
用
に
つ
い
て
議
会
と
協
働
す
る
代
表
者

↑
ｏ「
い８
二

，
ユ
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

形
式
的
な
法
律
の
制
定
に
お
け
る
そ
の
役
割
と
、
そ
の
命
令
制
定
権

Ｃ
８
マ
ｏ
〓
移
咀
ΦＢ
ｏ●
け”
中『こ

の
範
囲
と
性
格
と
い
う
点
に
お
い
て
、

（４９
）

そ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
」。

実
際
の
と
こ
ろ
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
前
述
の
憲
法
規
定
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「特
別
執
行
令
」
（３
ｍ
Ｆ
Ｂ
ｏユ
０
．＆
〓
中●
【峰
８
け】ｏ
●

〓
ぴ
一中ｆ
ｏ
）
と
呼
ば
れ
る

一
種
の
委
任
立
法
や
、
根
拠
と
な
る
法
律
が

一
切
存
在
し
な
い

「独
立
命
令
」
（移
”
げ
ヨ
ｏユ

”
諄
ｏ●
ｏ３
こ

の
事

例
が
頻
繁
に
現
れ
て
い
た
。
「特
別
執
行
令
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

コ
エ
法
権
の
委
任
で
は
な
い
」
と
す
る
解
釈
技
術
で
違
憲
問
題
を
回
避

す
る
術
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（測

ヽ
「独
立
命
令
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
違
憲
性
は
隠
し
よ
う
が
な
か
っ
た
。

デ
ュ
ギ
ー
は
、
こ
の

「独
立
命
令
」
を
、
「憲
法
慣
習
」
論
に
よ
っ
て
正
当
性
す
る
。
「国
家
元
首
が
公
役
務
の
組
織
と
活
動
に
つ
い
て
自

発
的
に
独
立
命
令
を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
疑
う
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
で
は
、
憲
法
慣
習
法

８
８

一̈
８
二
Ｅ
ｐ
【Ｒ
８
お
澤
二

ｏ̈
●
●
ｏ
し
の
規
則
が
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
明
方
法
し
か
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
（祀

」
。
「警
察
命
令

↑
８
中０日
のュ
の
”
０●
ＯＳ
長
こ
の
Ｏ
Ｏ
中い８
）
は
、
憲
法
の

一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
形
式
的
法
律
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
し
、
立
法
者
は
い
つ
で
も
介
入
で
き
る
。
し
か
し
、
立
法
者
が
介
入
し
な
い
場
合
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
そ
れ
を
制
定
す
る
極
度
の
緊

急
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
あ
る
。
他
方
、
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
、
議
会
が
検
討
し
議
論
じ
議
決
す
る
に
は
不
適
当
な
詳
細
に
わ
た
る
規
定
を

含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
が
警
察
に
つ
い
て
独
立
命
令
を
自
発
的
に
制
定
し
う
る
の
は
、
わ
が
憲
法
に
こ
の
よ
う
な
慣
習
規
範
↑
Ｓ
Ｆ

Ｏ
Ｏ
Ｃ
け́
ヨ
詩
【し

が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
機
能
す
る
場
合
で
あ
（綱

」。
ま
た
ヽ
デ
ュ
ギ
ー
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
命
令
権
の
拡
大
は
、

国
家
機
能
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
¨
「命
令
制
定
権
の
範
囲
は
、
日
々
、
増
大
し
て
い
る
。
国
家
活
動
は
、
ま
す
ま
す
拡
大
し
、
議
会
は
、

（５３
）

も
は
や
、
そ
の
任
務
を
達
成
で
き
ず
、
…
…
立
法
作
用
の
多
く
の
部
分
を
自
ら
進
ん
で
政
府
に
転
嫁
し
て
い
る
」。

「事
実
か
ら
の
規
範
の
導
出
」
と
い
う
デ
ュ
ギ
ー
の
方
法
に
と
っ
て
、
「憲
法
慣
習
」
論
は
、
理
論
的
に
さ
し
た
る
困
難
も
な
く
受
け
容
れ

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
デ
ュ
ギ
ー
の
公
法
学
に
お
け
る

「社
会
的
事
実
の
国
家
活
動
に
対
す
る
規
定
性
」
の
強
調
は
、
「事
実
」
を
そ

れ
自
体
と
し
て
分
析
し
こ
れ
を
科
学
的
に
認
識
す
る
方
法
の
確
立
を
伴
わ
な
い
ま
ま
、
も
っ
ぱ
ら
、
立
憲
主
義
の
解
体
、
と
り
わ
け
行
政
権

強
化
の
方
向
で
の
解
体
と
い
う
規
範
的
主
張
の
正
当
化
に
貢
献
し
て
い
る
。

確
か
に
、
デ
ュ
ギ
ー
は
、
権
力
機
関
相
互
の
抑
制
と
均
衡
を
前
提
と
す
る

「権
力
の
協
働
」
観
念
に
規
定
さ
れ
て
、
決
し
て
露
骨
な
行
政

権
強
化
論
者
で
は
な
い
。　
一
九
〇
〇
年
論
文
の
時
点
で
は
、
第
二
共
和
制
の

「議
会
中
心
主
義
」
状
況
の
打
開
策
と
し
て
大
統
領
選
挙
の
制

（５４
）

度
改
革

（そ
の
選
挙
人
の
拡
大
）
に
よ
る
そ
の
権
威
の
回
復
を
構
想
す
る
が
、
そ
の
後
は
こ
れ
を

‐断
念
し
、
議
会
権
力
の
抑
制
を
、
議
会
そ

（５５
）

れ
自
体
の
選
挙
制
度
改
革

（比
例
代
表
と
職
能
代
表
の
導
入
に
よ
る
力
の
均
衡
の
確
保
）
に
求
め
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
は
、
行
政
権
強
化

の
決
定
版
と
し
て
の
、
執
行
権
の

「自
立
化
」、
議
会
を
飛
び
越
し
た
国
民
と
の
結
合

（権
威
的
大
統
領
制
）
は
控
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

の
ち
に

「
ル
ソ
ー
批
判
」
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
ド
イ
ツ
を
多
分
に
意
識
し
た

「絶
対
主
義
」
批
判
に
も
、
彼
の

「自
由
主
義
」
者
と
し

（５６
）

て
の
一
面
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
以
上
の
点
を
留
保
し
て
も
な
お
、
デ

ュ
ギ
ー
の
理
論
に
は
、
そ
の
方
法
論
に
内
在
す
る

「行
政
国
家
」
化
を
容
認
す
る
傾
向
、

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

（六
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一九
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一二
〇

す
な
わ
ち
帝
国
主
義
的
性
格
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
議
論
が
、
従
来
の
「権
力
分
立
」
「議
会
に
よ
る
立
法
の
独
占
」
な
ど
の
法

的
枠
組
が
ま
が
り
な
り
に
も
維
持
し
て
き
た

「国
家
権
力
の
限
定
性
」
を
あ
い
ま
い
に
し
た
点
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
、

彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法

翁
事
実
」
か
ら
の
「規
範
」
の
導
出
）
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
以
上
、
帝
国
主
義
的
性
格
も
ま
た
彼
の
理
論
に
「内

在
す
る
」
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
結
局
、
デ
ュ
ギ
ー
の
理
論
は
、
伝
統
的
公
法
学
の
方
法
を

「相
対
化
」
す
る
こ
と
で
、
そ
の
後
に
現
れ
る

よ
り
権
威
主
義
的
な
行
政
権
優
位
の
公
法
判
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
フ
ジ
ー
全
盛
の

「議
会

中
心
主
義
」
の
時
代
に
そ
れ
の
改
革
を
帝
国
主
義
推
進
の
側
か
ら
仕
掛
け
た

「議
会
改
革
」
論
と
同
じ
位
置
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

両
者
は
、
そ
れ
が
提
出
さ
れ
た
時
点
で
は

一
定
の

「時
代
的
制
約
」
に
服
す
る
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
帝
国
主
義
の
爛
熟
と
と
も
に
主
流
の
地

（５８
）

位
を
占
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

（未
完
）

（１
）

高
橋
和
之

『現
代
憲
法
理
論
の
源
流
』
二
〇
五
―
二
一
二
頁
、
二
八
五
―
二
九
二
頁
、
今
関
源
成

「
レ
オ
ン
ス
ア
ュ
ギ
、
モ
リ
ス
・
オ
ー
リ
ウ

に
お
け
る

『法
に
よ
る
国
家
制
限
』
の
問
題
０
」
早
稲
田
法
学
五
七
巻
二
号

一
九
八
二
年
、
参
照
。

（２
）

０
喘・・卿
』
Ｏ巨
３
ａ
・
ｒ
ｇ
●
‐∪ｃ
ｏ
ｃ
Ｈ↓
∽
３
８
〓

３ヽ
∽
ｐ
●
ｏ
ｏ一『【●
ｐ
″
口
”

，３
Ｓ
）
”
６
２
や
高
橋
前
掲
書

一
九
九
頁
以
下
も
参
照
。

（
３
）

０
』・・
ｒ
じ
選
習
Ｆ

ぃ
けａ

８

一
ｏ
●
８
一け
ｏ
３

【ド

ロ

ｒ
，ｐ

諄

Ｆ
ｏ
ｍ
ｏ
量

ｏ
日
営

お

２

げ
∽
”
∞
８

，

８
８
・
（以
下
、
ｒ
，い

稗

目

と
略
。
）
●
・８
Ｐ
ｒ

（４
）
　

「国
民
主
権
」
概
念
に
対
す
る
デ
ュ
ギ
「
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
り
色
ＦＦ
ｒ
．摯
詳
目
や
露
①け・ｒ
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
こ
こ
で
、
彼
は
、

「国
民
主
権
を
人
格
化
さ
れ
た
集
合
の
意
思
、
す
な
わ
ち
諸
個
人
と
区
別
さ
れ
た
意
思
」
と
し
つ
つ
フ
」
の
集
合
意
思
は
諸
個
人
の
意
思
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
」
と
す
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
、
と
い
う
類
の
「形
式
論
理
的
」
批
判
を
ま
じ
え
て
「国
民
主
権
」
概
念
を
攻
撃
し
て
い
る
。
し
か

し
、
彼
を
し
て
「国
民
主
権
」
批
判
へ
と
向
か
わ
し
め
た
決
定
的
な
契
機
は
、
こ
の
概
念
の
「法
的
論
理
構
成
」
の
上
で
の
難
点
で
は
な
く
、
次

の
よ
う
な
認
識
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
厳
粛
に
も
国
民
主
権
の
原
理
を
宣
言
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
適
用
さ
れ
な



か
っ
た
。
実
際
に
は
そ
れ
は
、
適
用
し
よ
う
が
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
…
こ
の
有
名
な
原
理
は
、
偽
騎
、
擬
制
、
統
治
の
一
手
段
に
す
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
」。
り
掘
〓
Ｆ
い
ご
０
３
一
ｏ
一
８
〓
口
む
一ド
Ｈ
ｒ
，ｐ
＝
ざ
ヽ
８
ｒ
ｏ〓
ｏ８
〓
鮮
ご
ざ
¨
づ
８
〓
マ
９
８
８
や
ｕ
ｒ
「国
民
主
権
の
原
理

は
、
独
裁
者
の
、　
一
階
級
の
、
少
数
者
の
、
そ
し
て
あ
る
と
き
は
多
数
者
の
優
越
を
お
お
い
か
く
す
の
に
役
だ
っ
て
い
る
」
♂
一●
・や
圏
Ｐ

（５
）

Ｏ
Ｆ
Ｕ
鷹
〕二
ｒ
Ｆ
．ｍ
卜詳
目
●
・Ｎｏｒ

（６
）

デ
ュ
ギ
ー
は
、
第

一
次
大
戦
後
に
刊
行
さ
れ
た

『憲
法
概
論
』
第
二
版
の
段
階
で
は
、
「代
表
委
任
」
論
の
法
学
的
構
成
へ
の
批
判
を
も
は
や

展
開
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、
法
学
的
に
構
成
さ
れ
た
こ
の
理
論
と
事
実
に
お
い
て
進
行
し
て
い
る
「代
議
士
と
選
挙
区
と
の
結
合
関
係
」
と

の

″接
合
″
に
視
点
を
移
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ｏ喘。し
籠
已
Ｆ
↓
轟
富
ゆ
ら
ｏ
や
ｏ
〓
８
●
粋
〓
二
８̈
●
Ｌ
）ωｏ８
・・け卜

●
●
・Ｒ
Ｏ‥８
ｒ

０
喘・ヽＵ
Ｅ
響
Ｆ
い
。ぃ
詳
目
や
８
”

Ｈ
げ

住̈
ε
●
・Ｎ
Ｆ
ｕ
・

【
げ

●̈
‘
●
・Ｎ
い
０

・

Ｈ
げ
一０

‥

ｏ
い
。し

塵
習

Ｆ

ｐ

●
一
３

８

●
８

〓

●
●
げ
【̈
Ｏ

Ｈ
ｒ
．い
一
単

げ

や

ｏ
津

ｏ
ｇ

ｏ
無

〓

２

ご

ざ

¨
り
３

〓
オ

ｐ

（
以

下

、

『

い
一
詳

Ｈ
と

略

。
）

●
。さ

一

Ｈ
げ

●̈
こ
●
・卜
『
・

Ｈ
げ
一一

ｔ
り
。『
∞
・　
　
　
　
　
　
‘

Ｑ

・・ｕ
品

Ｌ
け
・
Ｆ
．ｐ

諄

Ｆ
り
。Ｎ
Ｈ
”

Ｈ
げ
中
』

ｔ
づ
・Ｎ
Ｈ
Ｏ

・

Ｈ
ヴ
い０

‥

】澤
二
０

さ
ｏ
・Ｎ
Ｎ
卜

・

】
ず
【
０

こ
り
ｏ
・μ
『
〇
‐
岸
・●
・Ｎ
Ｎ
∞

・

デ
ュ
ギ
ー
は
、
直
接
制
に
よ
る
統
治
と
代
表
制
に
よ
る
そ
れ
と
の
間
の
相
違
を
、
単
な
る
国
家
の
「組
織
」
の
様
式
で
は
な
く
、
「歴
史
段
階
」

の
違
い
と
し
て
み
て
い
る
。
社
会
構
造
の
複
雑
化
の
結
果
、
代
表
制
は
直
接
制
よ
り
も
先
進
的
な
構
造
と
さ
れ
る
。
ご
い０
も
つ
。Ｓ
Ｎ■

（
２０
）

Ｈげ
〓
・む
づ
。Ｎ
Ｎ
『
あ
。

（
２．
）

Ｈげ
〓
。も
。Ｎ
Ｎ
”

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

（六
）

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9  8  7

〓
〓



法
経
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一
巻
二
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一壬

一

（２２
）

０
い。し
龍
■
け・
↓
墨
【な
Ｏ
①
や
ｏ
〓
８
●
粋
〓
二

ｏ̈
●
お
】。
「
ａ
■
江
８
Ｐや
鶴
『
Ｒ
あ
た
だ
し
、
デ
ュ
ギ
ト
の
こ
の
構
想
の
な
か
で
の

「政
党
」
の

位
置
づ
け
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「政
党
の
未
発
達
」
に
も
規
定
さ
れ
て
い
よ
う
が
、
彼
は
、
政
党
の
「国

家
と
社
会
の
媒
介
」
的
性
格
を
必
ず
し
も
重
視
し
て
い
な
い
。
「比
例
代
表
制
」
は
あ
く
ま
で
も

「数
の
代
表
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

「職
能
代
表
制
」
こ
そ
、
社
会
的
諸
要
素
を
議
会
へ
と
媒
介
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

「数
の
専
制
」
を
抑
止
す
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

（２３
）

デ
ユ
ギ
ト
の
こ
の
構
想
自
体
の
評
価
は
、
こ
こ
で
は
保
留
し
て
お
く
。
た
だ
し
、
こ
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
社
会
に

お
け
る
「職
業
集
団
」
の
形
成
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
、
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
こ
れ
を
デ
ュ
ギ
ー
の
よ
う

に

「社
会
連
帯
」
の
事
実
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
の
当
否
も
ま
た
問
題
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、　
一
定
の

「職
業
集
団
」
化
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
場
合
で
も
、
こ
の
集
団
を
選
出
母
体
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
ン」
れ
に
利
益
媒
介
機
能
を
担
わ
せ
る
と
い
う
構
想
が
ど
の
よ
う
な
意
味

を
も
つ
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「職
能
代
表
」
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
以
下
参
照
。
小
野
塚

喜
平
次

「職
能
代
表
と
国
会
の
組
織
」
国
家
学
会
雑
誌
二
九
巻

一
号

一
九
二
五
年
、
中
井
淳

「
フ
ラ
ン
ス
に
わ
け
る
職
能
代
表
制
」
中
井

「
ア
ュ

ギ
ー
研
究
』

一
九
五
六
年
所
収
。

（２４
）

一
九
〇
〇
年
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ベ
ル
ギ
ー
や
ス
イ
ス
な
ど
隣
国
で
の
比
例
代
表
制
実
施
に
触
発
さ
れ
て
、
比
例
代
表
制
の
「学
問
的
検

討
」
は
姿
を
現
し
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
以
下
参
照
。
″
∽
”
一ｏ
】̈】３
・ｒ

，
お
「
いの８
一”
一【ｏ
Ｏ
「
ｏ
Ｏ
Ｒ
一ゴ
３
ｏ中Ｆ

”
し
。「
・けや
〓
８

¨
Ｚ
・∽
ミ

Ｏ̈
ｏ
【３
・

ｒ
，

●
ｏ
日
ｏ
ｏ
【
”
けいＯ
①
一
】，Ｏ
Ｈ０
〇
一
】〇
●
●
嘱
０
０
０
二
目
Ｏ
●
●
①
〓
０
　ヽ
日
∞
Φ
Φ
〕
】ワ
」
い
ピ
一】け
。
（〕０
日
０
一①
【
①
●
０
口
Ｏ
①
∽
”
『
いＯ
Ｏ
】Ｏ
り
。
日ヽ

，
０
０
８
ｏ
ｏ
【
”
”̈
①
Ｑ
け
一．０
】０
〇
一【Ｏ
●

●
【
０
０
０
畳
Ｆ
Ｏ
●
い
ｏ
】【の
・
】
ｒ
Ｈ
）・句
。一
。日
Ｎ
Ｐヽ
∞
Φ
Ｏ
〕
】〕
』
４
”
く
】̈］の
・
ｒ
”
０
ぃ
ヨ
ｏ
ｏ
『
”
け【０
中の
∽
∽
く
の
一０
日
ｏ
ｏ
ｏ
【ｏ
Ｏ
けＯ
【
”
●
Ｘ
］”
【
０
●
誉
ｏ
∽
０
日
け
”
け一．〇
●
づ
『
Ｏ
り
Ｏ
Ｌ
田
〇
●
●
①
】】①
ヽ

”
・●
・り
。一
■
∞
り
０
一
０
。Ｌ
∵
あ

ｏ
ｇ
ｏ
ｏ
〓
Ｑ
ヌ
〕
ツ

】”

呵
ｏ
「
【
０
０
０
●
一”
け】Ｏ
●

り
『
Ｏ
ｕ
Ｏ
諄
】０
●
●
ｏ
【〕ｐ

”
。「
・り
。ヽ
一
。Ｐ
Ｎ
日
∞
０
メ

０
。国
ｏ
●
ｏ
お
ｒ

ｒ
”

ｏ
■
の
ｏ
Ｏ
①
】．い
一
”
け

Ｂ
ｏ
●
ｏ８
９

０
①
〕．ｏ
置
彗
】紹
け̈
ｏい
０
」
留
識
８
”
①
目
いく
ｏ『の２
）
〓
ヽ
無
・ｒ
し
か
し
、
政
界
で
は
、
地
方
選
挙
で
の
比
例
代
表
制
が
論
議
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
中
央
議
会

へ
の
導
入
論
議
は
、　
一
九
〇
五
年
の
シ
ャ
ル
ル
・ブ
ノ
ワ
に
よ
る
下
院
比
例
代
表
法
案
の
提
起
が
画
期
と
な
っ
て
展
開

す
る
。
か
か
る
経
違
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
９
口
ｏ●
ｏ
いβ

「
ｏ
負

ご
忠
ど
日
〕３
２
８
一Ｒ

，
Ｆ
８
８
・
り
・ミ
げ
けレ
一∪
品
Ｌ
一Ъ
フ
ｏ
Ｆ̈
↓
８
】８

・‥
卜
・デ
リ
。ω
∞卜０”
∽・

（２５
）

し
か
も
、
そ
の
後
実
際
に
設
置
さ
れ
た

「職
能
代
表
」
機
関
は
、
諮
問
的
機
関
に
す
ぎ
ず

（例
え
ば
、　
一
九
〇
七
年
二
月
二
七
日
法
律
に
よ
る

「労
働
委
員
会
」、　
一
九
〇
八
年
二
月

一
九
日
法
律
に
よ
る

「商
工
会
議
所
し
、
デ
ュ
ギ
ー
が
考
え
る
よ
う
な

「政
治
的
代
表
機
関
」
と
し
て
の

職
能
代
表
制
構
想
が
浮
上
し
う
る
状
況
に
は
お
よ
そ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
り
に
口
Ｆ
ｏ
●
・ｏ
Ｆ
・ｂ
８
富
い
…
ｏ■
・０
・８
Ｆ
中
井
前
掲
書



一
八
二
頁
以
下
、
参
照
。
と
く
に
、
中
井
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「制
度
と
し
て
も
デ
ュ
ギ
ー
学
説
を
裏
付
け
る
事
例
を
仏
国
に
妙
て
見
出
す

こ
と
は
出
来
な
い
」
同
上

一
九
二
頁
。

（
２６
）

０
」
。し

話
■

け
・
Ｆ
ｏ
ま
Ｒ

一
ゴ

３

ｏ
８
ｏ
諄

Ｏ
Ｌ
忠
咀
ヨ
ｏ
Ｏ
Ｒ

Ｆ
ヨ
ｏ
詳

，
中８

ｏ
●
フ

・”
Ｒ

ｏ
一
８

●
お

〓

ｄ

「

・”
り
。・け
・８

８

。な

お
、

こ
れ

は
、　

一
九

〇

〇

年
の

「比
較
法
国
際
会
議
」
Ｆ
ｏ
●
鶴
９

中詳
ｏ日
詳
ぃ０
●
ュ

浄

キ
ｏ
〓
８
８
づ
弩
Ｃ

に
提
出
さ
れ
た
報
告
で
あ
る
。
Ｒ
・
”
８
５
彗

，
ｏ
●
ｏ
津
・・
″
ロ

喘
・）Ｐ
Ｏ
い
０

，０
・卜
∞
・

（２７
）

♂
】一
・・●
●
・器
ω
‥ナ

（２８
）

デ
・．０
も
づ
・ωＲ
■
次
の
言
葉
が
デ
ュ
ギ
ー
の
議
院
内
閣
制
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
「議
会
は
、
政
府
の
協
力
を
う
け
て
法
律
を
制
定

す
る
。
こ
の
協
力
は
、
法
律
の
発
案
、
法
案
審
議
へ
の
参
加
、
権
限
の
範
囲
は
と
も
か
く
と
し
て
拒
否
権
を
と
も
な
う
法
律
の
公
布
に
よ
っ
て
表

現
さ
れ
る
。
政
府
は
、
国
の
一
般
的
な
行
政
を
、
議
会
の
協
力
を
受
け
て
管
理
す
る
∝
議
会
の
協
力
は
、
政
府
の
行
為
に
対
す
る
恒
常
的
、
一
般

的
統
制
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
政
府
を
動
か
す
指
導
的
理
念
が
議
会
に
お
け
る
支
配
的
意
思
に
対
応
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
。
そ
し

て
、
こ
の
統
制
の
た
め
の
制
裁
と
は
、
政
府
の
対
議
会
政
治
責
任
で
あ
る
」。
ご
い０
も
。器
■

（２９
）

Ｈぴ
〓
・・●
●
・ω
Ｏ
ｕ
‥メ

（３０
）

】〓
↑
り゙
０
・ω
Ｏ∞
も
・

（３．
）

♂
〓
・・●
・８
９

（３２
）

】匡
，
・フ
ωヾ
９

（３３
）

】〓
，
・●
・ωＮ
ｒ

（３４
）

Ｆ
〓
・・●
●
・ω
３
‐鴫
９

（３５
）

こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
議
会
制
の
認
識
は
、
デ
ュ
ギ
ー
と
同
様
に
「職
能
代
表
制
」
の
構
想
を
提
示
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
も
み
ら
れ
る
。
若

干
長
く
な
る
が
、
以
下
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の

『社
会
学
講
義
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
「国
家
と
諸
個
人
全
体
が
直
接
に
関
係
し
あ
っ
て
い
て
、

い
か
な
る
媒
介
物
も
両
者
の
間
に
介
在
し
て
い
な
い
と
き
に
は
、
つ
ね
に
民
主
政
の
こ
の
逸
脱
し
た
形
態
が
正
常
な
形
態
に
と
っ
て
代
わ
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
・…
‥
国
家
は
、
個
々
人
に
あ
ま
り
に
も
近
接
し
過
ぎ
る
と
き
に
は
、
か
れ
ら
を
圧
迫
す
る
と
同
時
に
、
ま
た
か
れ
ら
に
従
属
し
て

し
ま
う
。
…
…
お
よ
そ
市
民
が
、
か
れ
ら
の
代
表
、
す
な
わ
ち
統
治
機
関
の
も
っ
と
も
支
配
的
な
構
成
員
を
直
接
に
選
出
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

こ
の
代
表
者
た
ち
は
、
か
れ
ら
の
選
挙
民
の
感
情
の
忠
僕
な
表
現
に
多
か
れ
少
な
か
れ
専
心
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
ま
た
選
挙
民
も
、
こ
の
よ

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

（六
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一壬
二
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経
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一
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二
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（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四

う
な
従
順
性
を
義
務
と
し
て
要
求
せ
ず
に
は
い
な
い
」
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

『社
会
学
講
義
』
宮
島
喬
　
川
喜
多
喬
訳

一
九
七
四
年

一
三
三
―
四
頁
。

こ
こ
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
議
会
制
が
市
民
の
要
求
を
ア
ナ
ー
キ
ー
に
媒
介
す
る
状
況
に
対
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
批
判
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
か
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
て

「職
能
代
表
制
」
の
構
想
を
提
起
す
る
。
「今
日
の
政
治
的
病
態
は
、
今
日
の
社
会
的
病
態
と
同

じ
原
因
、
つ
ま
り
個
人
と
国
家
の
間
に
介
在
す
べ
き
二
次
的
な
枠
組
の
欠
如
に
由
来
し
て
い
る
。
・二
」
の
よ
う
な
二
次
的
集
団
は
、
国
家
が
個
人

に
対
し
て
抑
圧
的
と
な
ら
な
い
た
め
に
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
い
ま
や
、
国
家
が
個
人
か
ら
十
分
解
放
さ
れ
る
た
め
に
も
二
次
的

集
団
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
・…
‥
職
業
集
団
こ
そ
、
将
来
わ
れ
わ
れ
の
社
会
組
織
だ
け
で
な
く
、
ま
た
政
治
的
代
表
制
度
の
基
盤
に
も

な
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
前
掲
書

一
三
四
―
五
頁
。
な
お
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
か
か
る

「政
治
認
識
」
と

「政
治
構
想
」

に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
北
川
忠
明

「デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
け
る
政
治
の
世
界

（三
と

名
古
屋
大
学
法
政
論
集

一
三
八
号

一
九
九

一
年
二

一

〇
―
三

一
八
頁
。

（
３６

）

∪

厭

ｔ

¨
ｒ

ｏ
，

ｏ
「

ｒヽ
ｏ

♂

員

〕け
】
Ｒ

日

Ｒ

●
ｏ
詳

・
Ｊ

”

。「
・り
。日
ｏ
一
ｏ
も

。ω
ヽ
Ｐ

（３７
）

デ
ユ
ギ
‐
は
、
比
例
代
表
制
の
導
入
が
、
巷
間
さ
さ
や
か
れ
る
よ
う
に
「統
治
の
不
安
定
」
を
招
く
も
の
で
は
な
く
、
議
員
の
政
策
的
結
集
を

促
し
か
え
っ
て
院
内
で
の
安
定
的
多
数
派
の
形
成
に
寄
与
す
る
と
い
う
視
点
を
「議
会
改
革
」
派
と
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以

下
参
照
、
り
員
口
いけ。ｏ
づ
●
け均
墨

け̈０
一ヽ。〕や
〓
げ
け。Ｆ
ま
た
、
「議
会
改
革
」
派
の
こ
の
点
で
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
拙
稿

「
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
（四
と
本
誌
四
〇
巻

一
号

一
九
九

一
年
四
〇
―

一
頁
、
”
ｏ
●
ｏ
一諄
）ｏ
ｏ
Ｌ
一も
ｏ
員
ご
志
〔ｏ
早

８
８
２
ｏ
Ｒ
Ｒ
”
Γ

●
●
・障
∞
‥器
Ｐ。こ
こ
で
の
ブ
ノ
ワ
の
言
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
「比
例
代
表
制
に
反
対
す
る
最
大
の
理
論
的
根
拠
は
、
…
議
会
の

少
数
派
に
よ
り
多
く
の
議
席
を
与
え
る
こ
と
で
、
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
政
府
に
と
っ
て
必
要
な
基
盤
、
土
台
で
あ
る
多
数
派
の
形
成
が
よ
り
困

難
に
な
り
、
そ
の
存
立
が
よ
り
不
安
定
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。

●
・口
”
買
比
例
代
表
制
は
少
数
派
の
団
結
を
促
進
す
る
と
し
た
う
え
で

―
引
用
者
）
し
か
し
、
こ
の
少
数
派
に
対
抗
し
て
、
多
数
派
は
、
多
数
派
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、
同
様
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
多
数

派
自
体
も
、
よ
り
団
結
し
よ
り
結
集
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
世
論
の
密
度

（ご
●
８
∽】な
Ｏ
①
】．ｏ
づ
一●
いｏ
●
程
げ
Ｆ
百
じ

は
、
少
数
派
に
と
っ
て
と
同
様
に
、
多
数
派
に
と
っ
て
も
さ
ら
に
増
す
で
あ
ろ
う
」
。

●
●
・田
０
‐圏

，
実
は
、
デ
ュ
ギ
ー
の
認
識
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

こ
の
ブ
ノ
ワ
の
言
説
を
引
き
な
が
ら
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（３８
）
　

「突
飛
な
」
と
い
う
の
は
、
「職
能
代
表
制
」
が
、
い
っ
た
い
、
命
令
的
委
任
と
部
分
代
表
の
否
定
の
上
に
立
つ

「国
民
代
表
制
」
の
な
か
に

ど
の
よ
う
に
整
合
的
に
位
置
づ
く
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
説
得
的
に
展
開
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
「固
有
に
政
治
的
な
問
題
」



を
考
察
の
対
象
領
域
と
し
て
い
な
い

「社
会
学
者
」
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

（北
川
前
掲
論
文
参
照
）
の
場
合
に
限
ら
ず
、
「法
学
者
」
デ
ュ
ギ
ー
の
場

合
に
も
確
認
で
き
る
。
デ
ュ
ギ
ー
に
せ
よ
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
せ
よ
、
現
行
の
代
表
制
が
「個
別
的
利
害
」
の
無
秩
序
な
ぶ
つ
か
り
合
い
を
現
出
さ

せ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
れ
に
代
わ
る

「職
能
代
表
制
」
で
は
、
政
治
的
意
思
形
成
が
職
域
ご
と
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「個
別

的
利
害
」
の
噴
出
が
か
え
っ
て
激
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
定
に
対
し
て
、
奇
妙
な
ほ
ど
に
無
頓
着
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
当
然
思
い
当

た
る
想
定
を
回
避
し
う
る
た
め
に
は
、
狭
く
は
職
場
か
ら
広
く
は
国
家
に
至
る
ま
で
、
構
成
員
が
全
体
的
調
和
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
「統
合
社

会
」
の
イ
メ
ト
ジ
を
も
っ
て

「連
帯
」
と
い
う
事
実
を
把
握
す
る
以
外
に
な
い
。
北
川
忠
明
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が

「紛
争
と
対
立
な
き
社
会
と

し
て
の
有
機
的
連
帯
と
中
立
的
権
威
と
し
て
の
国
家
の
確
立
を
展
望
」
し
て
い
る
と
す
る
が

（北
川
前
掲
論
文
三
二
三
頁
）、
同
様
の
傾
向
は
、

デ
ュ
ギ
ー
に
も
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
結
局
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
統
合
へ
の
強
烈
な
志
向
は
、
現
実
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
分
裂
状
況
、
そ
の

一
形
態
と
し
て
の

「
ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
マ
ン
選
挙
制
」
と
そ
の
実
態
の
裏
返
し
の
投
影
と
も
い
え
よ
う
。

（３９
）

０
喘‘∪
底
四」
いけ。ｒ
．い
け洋

Ｈも
つ
【ド
９

（４０
）

】び
ぃ，
む
。日９

（４．
）

Ｈぴ
〓
・・●
・ＮＯ
一２
●
。

（４２
）

Ｈげ
ユ
。も
。Ｎ∞
ｏ
３
・０‥

（４３
）

Ｆ
い０
・や
Ｎ田
２
・ｒ
こ
れ
を
も
っ
て
、
高
橋
は
、
デ
ュ
ギ
ー
が

「社
会
権
の
法
理
論
的
基
礎
づ
け
と
い
う
当
時
の
要
請
に
先
が
け
て
答
え
た
」
と

評
価
す
る
。
高
橋
前
掲
書
二
八
二
頁
。
そ
の
点
は
、
確
か
に
そ
の
通
り
だ
が
、
問
題
は
、
彼
が
い
か
な
る
視
角
に
も
と
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

よ
う
な
理
論
構
成
に
到
達
し
え
た
か
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
彼
の

「現
代
性
」
の
評
価
に
関
わ
る
「

（４４
）

デ
ユ
ギ
ー
の

「公
役
務
」
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
彼
の

『公
法
の
変
遷
』
の
な
か
で
の
議
論
が
参
考
に
な
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「公
役
務
の
観

念
は
、
公
法
の
基
礎
と
し
て
、
主
権
の
観
念
に
と
っ
て
代
わ
る
」
。
こ
の
観
念
は
、
「統
治
者
と
被
治
者
と
の
分
離
」
と
と
も
に
生
ま
れ
る
。
「統

治
者
が
被
治
者
に
対
し
て

一
定
の
義
務
を
負
う
こ
と
、
こ
の
義
務
の
履
行
が
そ
の
最
大
の
力
の
帰
結
で
あ
り
、
正
当
化
で
あ
る
こ
と
を
人
々
が
理

解
し
た
と
き
、
そ
れ
は
本
質
的
に
公
役
務
の
観
念
で
あ
る
」
。
り
¨
口
いけ。ｒ
８

嗜
”
鬱
♂
ヨ

誅

８̈
ｏ
一
‘
彎
ｏ
〓
り
３
【●
８
５
や
〓
。こ
の

「統
治
者

の
被
治
者
に
対
す
る
義
務
」
の

「基
礎
」
は
、
「社
会
的
相
互
依
存
」
（中ユ
８
ｏ
０
８
一
”
●
８
８
ｏ
”̈
じ

と
い
う

「事
実
」
で
あ
る
。
統
治
者
の
力

の
維
持
の
条
件
と
は
、
統
治
者
の
活
動
が
被
治
者
の
利
益
に

「現
実
に
」
な
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

３
〓
も
り
・ｔ
●
こ
の
公
役
務
の
対
象
、
す
な
わ
ち
統
治
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
活
動
は
、
文
明
と
と
も
に
拡
大
し
、
明
確
に
は
規
定
で
き
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

（六
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
五



法
経
研
究
四

一
巻
二
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一量
ハ

強
い
て
あ
げ
れ
ば
、
戦
争
、
警
察
、
正
義
と
、
経
済
活
動
の
変
化
に
対
応
す
る
新
し
い
国
家
任
務
と
し
て
の
郵
便
、
電
信
、
交
通
、
電
力
な
ど
で

あ
る
。
Ｆ
０̈
も
・ミ
ｏけ。ｒ

「公
役
務
」
理
論
が
、
現
代
国
家
の
理
論
と
し
て
の

「社
会
連
帯
」
論
の

″焼
き
直
し
″
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ

２
つ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（４５
）

申
井
は
、
デ
ュ
ギ
ー
理
論
に
お
け
る

「法
」
と

「国
家

（権
力
と

と
の
相
剋
、
お
よ
び
そ
の
変
遷
を
分
析
し
、
第

一
次
大
戦
後
、
具
体
的
に

は

『憲
法
概
論
　
第
二
版
』
以
降
の
段
階
で
、
「国
家
権
力
の
拡
大
化
」
「現
存
国
家
の
支
配
的
権
力
の
強
大
さ
」
の
確
認
に
い
た
る
と
把
握
す
る

（中
井

「法
と
国
家
―
レ
オ
ン
ス
ア
ュ
ギ
ー
の
場
合
」
前
掲
書

一
〇
六
頁
以
下
参
照
）
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
デ
ュ
ギ
ー
が
思
想
的
に
体
現
し
て
い

る
と
さ
れ
る
小
ブ
ル
ジ
ョ
フ
ジ
ー
の

「妥
協
的
性
格
」
と
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
て
い
る

（「或
程
度
批
判
的
で
あ
り
闘
争
的
で
あ
り
な
が
ら
、

徹
底
的
な
否
定
に
立
ち
得
な
い
彼

ヘ
ア
ュ
ギ
ー
ー
引
用
者
〉
の
社
会
的
あ
り
方
」
前
掲
書

一
一
八
頁
）。
し
か
し
、
「現
存
」
国
家
に
た
い
す
る
妥

協
的
な
性
格
は
、
彼
の

「法
」
概
念

（＝

「客
観
法
し

に
固
有
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
中
井
と
私
の
こ
こ
で
の
デ
ュ
ギ
ー
理
解
の
相
違
は
、

お
そ
ら
く
、
彼
の
理
論
の
社
会
的

（階
級
的
）
性
格
の
把
握
の
違
い

（小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
か
、
帝
国
主
義
的
か
）
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

（４６
）

∪
菫
躍
Ｆ
ｏ
ｏ
こ
”わ
Ｓ
】一０
・〓
や
”
認
。こ
の
「権
力
の
協
働
」論
は
、
す
で
に
一
八
九
二
年
の
論
文
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ｏ喘。し
話
已
一い

，
８
リ
ミ
Ｐ

け
い
０
●

●
０
０

り
０
●
く
Ｏ
】
【
０

０
け

【
．”
協

ｏ
日

げ
】
ｏ
ｏ

，
”
け
¨
ｏ
い
ヽ
】
０

一
Ｏ

Ｐ
『
∞
０
』
″
ｏ
く
Ｌ
ｏ

●
．０
０
０
●
Ｏ
ｂ
ｐ
¨
Ｏ

Ｕ
Ｏ
〓
Ｆ
中
ｏ
●
０

， Ｐ
∞
Ｏ
ω

・●
・０
０

。

（４７
）

∪
腰
習
】一・ｏ

，
２
”
日
ヽ
出
一ｏ
卜
】も
り
・卜
Ｐ”
ゃ

（４８
）

例
え
ば
、
以
下
参
照
。
＞
。リ
ヨ
①
●̈
し
ｏ
ご

●
ｏ
】ｏ
ｍ
諄
いｏ
●
０
」
ｏ
８
■
ｏ
■
【８
堕
詳
】喘”
・り
。「
れ
８
卜
や
８
ｏ
２
・ｒ

口
い
０
諄

，
ｏ
げ
日
い
ｒ
①
り
８
ξ
ｏ
〓

■
０
いヽ
Ｑ
Ｂ
５
●
け
”
■̈
０
０
口
”
■
０
０
いＯ
①
口
”
Ｏ
①
】”
”
０
り
暉
げ
〓
ｏ
●
０
。”
。「
・”
・・日
∞
０
∞
。●
・ω
Ｎ
Ｎ
Ｏ
一
あ
・

（４９
）

∪
涙
習
中け・Ｆ
。い
けド一
日
ｏ
や
∞ω？
ｒ

（５０
）

Ｏ
Ｆ
口
ｏ８
ｏＦ
ｂ

，
２
Ｆ
”
。「
。「
・・Ｈ∞りヽ
いや
ＮＨド

（５．
）

∪
厭
曹
一けヽ
ｏｐ
ユ
ｒ
↓
出ヽ
けｏ卜
Ｎも
・卜『ｒ

（５２
）

〓
い０
・や

記ヽ
・デ
ュ
ギ
ー
は
、
の
ち
に

「デ
ク
レ
ｏ
ロ
ワ
」
を
も

「憲
法
慣
習
」
論
で
正
当
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
村
田
尚
紀

『委
任
立
法
の
研
究
』

一
九
九
〇
年

一
二
三
頁
以
下
を
参
照
。

（５３
）

Ｆ
い０
・・り
ｏ
・ミ
ωト

（５４
）　
０
喘こ∪
二
四」
け̈・ｏｏ
お
〓
・”
・り
。「
・い
ＯｏＰ
Ｕ
・ω『”

（５５
）

Ｏ
Ｆ
∪
厭
習
】け・ｏ，
ｏ富
。↓
『”
〓
ｏ卜
】も
・卜Ｎ”



（５６
）

デ
ユ
ギ
‐
の

「自
由
主
義
」
の
立
場
か
ら
す
る

「
ル
ソ
ー
批
判
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
り
編
●
】け卜
■
”
ｏ
口
協
ｏ

，
ｃ
・因
Ｂ
一
Ｐ
口
ｏ
零
】』
・

口
「
・・
３
誌
。な
お
、
高
橋
和
之
は
、
デ
ュ
ギ
ー
の
思
想
的
課
題
が
「国
家
を
い
か
に
し
て
法
に
服
せ
し
め
る
か
と
い
う
問
題
」
（高
橋
前
掲
書
二
〇

五
頁
）、
「
国
家
の
法
的
制
限
」
（高
橋
前
掲

「
エ
ス
マ
ン
と
デ
ュ
ギ
ー
」

一
一
一
頁
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解

は
、
お
そ
ら
く
デ
ュ
ギ
ー
の

「
ル
ソ
ー
批
判
」
の
視
角
を
重
視
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が

（高
橋
前
掲
書
二

一
二
頁
以
下
註
０
参
照
）、
本
稿
で

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
視
角
に
も
か
か
わ
ら
ず
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
デ
ュ
ギ
ー
の

「国
家
権
力

″解
放
″
の
論
理
」
で

あ
る
。
そ
し
て
、
む
ｔ
ろ
こ
の
点
に
こ
そ
デ
ュ
ギ
ー
理
論
の
本
質
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（５７
）

私
は
、
第
二
共
和
制
の
公
法
学
が
デ
ュ
ギ
ー
の
そ
れ
の
出
現
を
契
機
と
し
て
行
政
権
優
位
の
方
向
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
仮
説
を
た
て
て
い
る
。
「仮
説
」
と
呼
ぶ
に
は
お
こ
が
ま
し
い
く
ら
い
に
平
凡
な
こ
の
言
明
を
あ
え
て
す
る

″意
味
″
に
つ
い
て
、
こ
こ
で

全
面
的
に
展
開
す
る
準
備
を
今
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
デ
ュ
ギ
ー
理
論
が
「契
機
」
で
あ
る
と
す
る
こ
と
の
な
か
に
は
、
デ
ュ

ギ
ー
が
行
政
権
強
化
の
方
向
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
り
つ
つ
も
、
な
お
、
「時
代
状
況
」
的
制
約
と
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
形

成
さ
れ
た
は
ず
の

「方
法
」
的
制
約
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
理
論
は
、
こ
の
志
向
を
萌
芽
的
・先
駆
的
に
差
し
示
す
に
と
ど
ま
る
、
と
い
う
意
味
を

含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
よ
り
全
面
的
な
行
政
権
強
化
論
は
、
彼
以
後
に
出
現
す
る
、
と
い
う
意
味
を
も
含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
いア
ュ

ギ
ー
公
法
学
の
確
立
の
直
後
に
現
れ
る
バ
ル
テ
ル
ミ
ィ

（Ч
』
”
ユ

，
ｏＦ
日
し

の
議
論
に
そ
の
一
例
を
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
一
八
九
九
年
か
ら
学
究
の
道
に
入
っ
た
バ
ル
テ
ル
ミ
ィ
は
、
一
九
〇
六
年
「現
代
共
和
制
に
お
け
る
執
行
権
の
役
割
」
Ｏ
ｏ
３
Ｆ
き

り
８
ξ
ｏ
〓

ｏ
ｘ
８
二

喘̈
０

，
３

【８

８
●
事
一̈
ｏ
●
８

８
ｏ
●
ｏヨ
ｏｏ・Ｈ８
９

と
い
う
書
物
を
著
し
て
い
る
。
同
書
で
彼
は
、
「執
行
府
の
役
割
は
、
法
律
へ
の
従
属

に
限
定
さ
れ
な
い
」
（”
”
諄

，
ｏ
Ｆ
Ｂ
Ч
・ｏ
●
●
一も
り
い
∞
し
と
主
張
す
る
。
そ
の
″理
論
的
な
″
根
拠
と
し
て
は
、
執
行
府
も
立
法
府
と
並
ん
で
「個

別
的
な
意
思
」
を
表
明
す
る
の
で
あ
っ
て
、　
一
方
、
立
法
府
が
法
律
の
形
式
で
す
べ
て
を
命
令
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

（３
〓
も
り
。こ
・に
し
、

国
家
意
思
は
立
法
府
と
執
行
府
と
の

「協
働
」
↑
ｏ
【】３
Ｒ
”
け中ｏ
し

か
ら
生
ま
れ
る

（３
いＰ
●
・Ы
し
、
な
ど
の
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
バ
ル
テ

ル
ミ
ィ
の
議
論
は
、
そ
の
成
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「立
法
府
＝
一
般
意
思

（国
家
意
思
）
の
表
明
、
執
行
府
＝
そ
の
執
行
」
と
い
う
伝
統
的

な
権
力
分
立
制
を
、
現
実
に
根
拠
を
持
た
な
い
「ド
グ
マ
」
と
し
て
放
逐
す
る
点
で
デ
ュ
ギ
ー
の
議
論
を
継
承
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を

展
開
す
る
彼
の

″問
題
意
識
″
と
し
て
は
次
の
言
葉
が
興
味
深
い
。
若
干
長
く
な
る
が
重
要
な
の
で
引
用
し
て
お
こ
う
。
「私
に
は
、
共
和
国
大

統
領
が
、
国
王
や
皇
帝
と
同
様
の
威
信
と
影
響
力
を
も
っ
て
、
遠
方
に
出
征
す
る
軍
隊
に
国
民
全
体
の
激
励
を
与
え
、
そ
の
な
か
で
愛
国
心
（一３

ｏ●
，

ｏ
５
Ｆ
貿
ｒ８
り

，
嗜
中ｏ
け】程
ｏし

を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
崇
高
な
地
位
に
あ
る
こ
と
が
、
重
要
な
事
柄
で
あ
る
と
考
え
る
。
彼

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

（六
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
七



法
経
研
究
四

一
巻
二
号

（
一
九
九
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
八

が
閲
兵
式
や
艦
閲
式
に
出
席
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の
活
力
と

一
体
に
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
彼
が
共
和
主
義
的
友
愛
（ｒ
守
詳
ｏ日
〓
ｏ
凛
雹
テ

〓
ｏ
”
〓
Ｃ
の
第

一
の
模
範
と
な
る
こ
と
、
彼
が
公
衆
の
哀
悼
と
国
民
的
歓
喜
に
参
加
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
有
機
体
貧
ｑ
”
や
ユ
買
る

や
”
ぶ
”
】し
の
活
力
あ
る
細
胞
を
構
成
し
て
は
い
る
が
し
ば
し
ば
反
目
し
あ
う
諸
個
人
や
諸
集
団
の
統

一
を
確
保
す
る
こ
と
が
、
重
要
で
あ
る
と

私
は
考
え
る
。
…
…
公
衆
の
意
識
が
、
社
会
と
祖
国
を
転
覆
さ
せ
る
思
想

（い８
８
〓
ゴ
ｑ
∽いく
８
一
ｏ
ご
８
ｏ
い０８
８
●
２

，
●
”
けヽ
中Ｃ

の
激
発
に

よ
っ
て
、
か
く
も
深
い
混
乱
の
淵
に
陥
っ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
大
統
領
の
み
が
調
停
者
と
し
て
の
決
定
を
宣
言
し
う
る
。
…
…
大
統
領
は
、
国

家
元
首
と
し
て
の
地
位
が
彼
に
与
え
る
権
威
を
も
っ
て
、
調
停
と
和
平
の
言
葉
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
党
派
の
人
間
で
あ
っ
て
は
な

ら
ず
、
諸
党
派
の
調
停
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
は
、
国
民
の
利
益
に
基
づ
く
意
見
を
国
民
全
体
に
対
し
て
与
え
る
こ
と
が
委
ね
ら
れ
て

い
る
」
（夢
〓
も
り
。ざ
Ｈ‥Ｎ
し
。
バ
ル
テ
ル
ミ
ィ
の
執
行
権
強
化
論
は
、
と
り
わ
け
大
統
領
の
権
威
強
化
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
対
外
的
に

は
、
侵
略
・戦
争
の
士
気
高
揚
の
た
め
に
、
国
内
的
に
は
、
社
会
主
義
運
動
へ
の
対
抗
の
た
め
に
、
買
共
和
主
義
的
！
）
愛
国
心
」
の
鼓
舞
の
必

要
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
の
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
帝
国
主
義
路
線
の
確
立
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
バ

ル
テ
ル
ミ
イ
の
議
論
は
、
こ
の
路
線
の
露
骨
な

「公
法
学
的
表
現
」
と
い
え
る
。
な
お
、
第
二
共
和
制
に
お
け
る
執
行
権
強
化
論
に
つ
い
て
は
、

以
下
も
参
照
の
こ
と
。
光
信

一
宏

「
フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
下
の
執
行
権
論
」、
時
本
義
昭

「
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
の
源
流

（
こ
」
法
学

論
叢

一
二
九
巻
二
号

一
九
九

一
年
。

（５８
）

こ
の
点
で
、
デ
ュ
ギ
ー
理
論
の
社
会
的

（階
級
的
）
性
格
を

「小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
」
と
規
定
す
る
中
井
・高
橋
説

（中
井
前
掲
書
七
八
―
八
〇

頁
・八
三
―
四
頁
上

一
七
―
九
頁
、
高
橋
前
掲
書
二
八
七
頁
参
照
）
に
は
首
肯
し
が
た
い
。
た
し
か
に
、
デ
ュ
ギ
ト
は

「国
家
権
力
の

（法
的
）

制
限
」
を
理
論
的
課
題
で
あ
る
と
宣
言
す
る
こ
と
で
、
国
民
の
「自
由
」
確
保
の
ス
タ
ン
ス
を
明
示
し
、
そ
の
「社
会
連
帯
」
理
論
や
「サ
ン
デ
イ

カ
リ
ス
ム
」
の
主
張

（魚
。し
記
已
け・ｒ
ｏ
彎
ｏ
〓
８
ｏ
い”
】・
げ
や
０
〓
ぎ
０
マ
〓
●
２
２
ご
嗜
留
乳
Ｒ
ヨ
誅
】ｏ
い
Ｏ
①
【．ｐ
稗
。Ｎｏｏ，
８
闘
）
に
よ
り

「階

級
協
調
」的
姿
勢
を
示
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
の
理
論
を
そ
の
方
法
論
的
立
場
も
含
め
て
ト
ー
タ
ル
に
認
識
し
よ

う
と
す
る
か
ぎ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
理
論
と
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
・社
会
と
の
向
き
合
い
方
を
考
慮
に
入
れ
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
を

「小
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
的
」構
想
力
の
産
物
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
と
も
す
れ
ば
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
り

う
る
退
嬰
的
な
「議
会
中
心
主
義
」
を
乗
り
越
え
て
い
く
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
た
だ
し
、
一
言
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
デ
ュ

ギ
ー
の
理
論
を
「帝
国
主
義
的
」
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
結
び
つ
け
る
理
解
に
当
然
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
と
、

現
時
点
で
は
、
考
え
て
い
る
。
両
者
が
直
面
し
た
「歴
史
的
課
題
」
の
相
違
を
と
う
て
い
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、



す
な
わ
ち
、
ボ
ナ
ー
ル
が
指
摘
し
た
「ナ
チ
ズ
ム
ヘ
の
デ
ュ
ギ
ー
理
論
の
影
響
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
評
価
を
保
留
し
た
い
。
な
お
、
以
下

参
照
の
こ
と
。
″
口
８
５
ミ
０
・ｒ
ｏ
Ｐ
ｏ
〓
２
】，Ｐ
稗
●
”
Ｂ

す
０
８
嗜
お̈

い
●
けい。ｏ
●

，
】０
，８
ｏ
ぃ，
日
降
ｏ
・Ｎｏい
Ｐ
３
８
・●
●
・８
１
〓
・樋
口
陽

一
『権
力

・
個

人

・
憲
法
学
』

一
九
八
九
年
五
―
六
頁
。

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

（六
）

二
九


