
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
公
的
扶
助
制
度
の
形
成 

 

―
国
民
公
会
期
を
中
心
に
（
三
・
完
）
―波

多
野
　
　
　
敏

目
次

は
じ
め
に

第
一
章　

九
二
年
一
二
月

―
経
済
政
策
と
生
存
の
権
利

第
二
章　

九
三
年
三
月

―
所
有
と
公
的
扶
助

　

第
一
節　

三
月
一
八
日
農
地
法
禁
止
の
デ
ク
レ

　

第
二
節　

三
月
一
九
日
公
的
扶
助
の
全
般
的
基
礎
に
関
す
る
デ
ク
レ

第
三
章　

九
三
年
四
月

―
人
権
と
扶
助　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
上
六
〇
巻
三
号
）

第
四
章　

九
三
年
六
月

―
子
供
と
老
人
へ
の
扶
助

第
五
章　

共
和
歴
二
年
葡
萄
月
（
九
三
年
一
〇
月
）
―
物
乞
根
絶
に
関
す
る
デ
ク
レ

第
六
章　

共
和
歴
二
年
風
月
デ
ク
レ
（
九
四
年
二
月
）
と
最
高
存
在
の
祭
典

第
七
章　

共
和
歴
二
年
花
月
（
九
四
年
五
月
）
―
農
村
に
お
け
る
扶
助

第
八
章　

共
和
歴
二
年
収
穫
月
（
九
四
年
七
月
）
―
施
療
院
財
産
の
国
有
化　

（
以
上
六
一
巻
一
号
）

第
九
章　

テ
ル
ミ
ド
リ
ア
ン
の
扶
助
政
策

第
一
〇
章　

総
裁
政
府
の
扶
助
制
度

ま
と
め　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
以
上
本
号
）

　

国
民
公
会
は
、
一
七
九
三
年
三
月
以
後
、
教
会
や
私
的
な
施
し
を
中
心
と
し
た
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
扶
助
制
度
に
代
わ
っ
て
、
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国
家
の
責
任
の
下
に
、
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
対
し
て
仕
事
を
提
供
し
、
あ
る
い
は
直
接
的
な
援
助
を
行
う
公
的
な
扶
助
制
度
を

整
備
し
て
き
た
。
一
七
九
三
年
三
月
の
基
本
法
に
続
い
て
、
一
七
九
三
年
六
月
の
老
人
と
子
供
に
つ
い
て
の
デ
ク
レ
、
一
〇
月
の
物
乞

い
根
絶
に
関
す
る
デ
ク
レ
、
共
和
歴
二
年
花
月
（
一
七
九
四
年
五
月
）
の
農
村
居
住
者
に
関
す
る
デ
ク
レ
を
定
め
た
国
民
公
会
は
、
共

和
歴
二
年
収
穫
月
（
一
七
九
四
年
七
月
）
に
は
、
施
療
院
の
財
産
を
国
有
化
す
る
デ
ク
レ
を
定
め
、
扶
助
制
度
を
完
全
に
国
の
管
理
の

下
に
置
こ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
新
し
い
扶
助
制
度
は
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
。
す
く
な
く
と
も
花
月
二
月
の
報

告
で
は
都
市
居
住
者
に
関
し
て
花
月
デ
ク
レ
と
同
じ
よ
う
な
デ
ク
レ
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
統
一
的
な
扶
助
に
関
す

る
法
典
も
準
備
さ
れ
て
い
た
。

　

収
穫
月
の
デ
ク
レ
に
あ
る
よ
う
な
施
療
院
財
産
の
収
用
は
、
本
来
は
新
し
い
扶
助
制
度
が
完
成
し
て
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で

あ
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
は
財
政
的
な
考
慮
が
優
先
さ
れ
、
新
し
い
扶
助
制
度
の
完
成
前
に
施
療
院
財
産
の
国
有
化
に
踏
み
切
ら
れ
た
。

新
扶
助
制
度
の
完
成
後
は
、
施
療
院
の
役
割
は
例
外
的
で
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
施
療
院

は
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
一
七
九
一
年
に
教
会
財
産
は
原
則
国
有
化
さ
れ
て
お
り
、
施
療
院
財
産
も

こ
の
流
れ
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
る
が
、
扶
助
制
度
の
完
成
前
に
施
療
院
財
産
を
収
用
し
た
こ
と
は
、
国
家
は
、
新
し
い
扶

助
制
度
を
動
か
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
で
も
容
易
で
な
い
課
題
に
加
え
て
、
こ
こ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
抱
え
な
が
ら
実
質

的
に
は
扶
助
制
度
の
重
要
な
部
分
を
担
っ
て
い
た
施
療
院
の
管
理
と
い
う
課
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

新
し
く
作
ら
れ
た
扶
助
制
度
や
施
療
院
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
研
究
の

現
状
で
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
扶
助
制
度
の
機
能
不
全
や
施
療
院
の
抱
え
た
問
題
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に

論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
十
分
に
機
能
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
あ
る
程
度
推
定
で
き
る
。
収
穫
月
の
デ
ク
レ
の
後
、
一
六
日
後
に

は
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
が
起
こ
り
政
治
状
況
も
劇
的
に
変
化
す
る
。
こ
の
な
か
で
、
革
命
の
は
じ
め
か
ら
議
論
さ
れ
、
一
七
九

三
年
か
ら
一
九
七
四
年
に
か
け
て
立
法
化
さ
れ
た
扶
助
制
度
は
、
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
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第
九
章　

テ
ル
ミ
ド
リ
ア
ン
の
扶
助
政
策

　

テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
直
後
の
扶
助
の
状
況
に
つ
い
て
、
熱
月
末
か
ら
実
月
に
か
け
て
公
的
扶
助
委
員
会
の
三
つ
の
報
告
が
残

さ
れ
て
い
る

（
１
）。

こ
の
報
告
で
は
、
花
月
二
二
日
デ
ク
レ
に
つ
い
て
は
、「
花
月
二
二
日
の
物
乞
い
根
絶
に
関
す
る
法
律
は
各
県
に
お
い
て

喜
ん
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
通
信
に
は
国
民
公
会
に
対
す
る
感
謝
と
深
い
共
感
の
印
が
示
さ
れ
て
い
る
」
と
、
お
お
む
ね
好
意
的
な
評

価
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
熱
月
下
旬
の
報
告
に
よ
れ
ば
、「
す
べ
て
の
県
で
法
の
執
行
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
五
四
県
で
は
す
で
に
人

口
調
査
が
行
わ
れ
、
一
七
〇
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
は
健
康
管
理
官
を
任
命
し
、
ま
た
そ
の
仕
事
を
仕
上
げ
て
福
祉
台
帳
を
委
員
会
に
提

出
し
て
い
る

（
２
）」

と
さ
れ
、
そ
の
他
の
報
告
で
も
同
じ
よ
う
に
比
較
的
順
調
に
法
が
執
行
さ
れ
て
い
る
と
の
評
価
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ

に
た
い
し
て
、収
穫
月
二
三
日
デ
ク
レ
に
つ
い
て
は
、「
施
療
院
の
積
極
財
産
消
極
財
産
を
国
家
の
手
に
収
め
る
収
穫
月
二
三
日
デ
ク
レ

以
来
、
慈
善
施
設
は
貧
者
の
行
く
末
に
懸
念
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
危
惧
に
は
二
つ
の
原
因
が
あ
る
。
一
つ
は
管
理

者
が
そ
の
権
限
を
失
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
冬
の
到
来
を
前
に
し
て
基
金
に
対
し
て
現
実
的
な
必
要
性
が
生
じ
て
き
て
い
る

こ
と
へ
の
危
惧
で
あ
る

（
３
）」

と
、
委
員
会
と
し
て
も
懸
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
。

　

共
和
歴
三
年
の
は
じ
め
頃
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
モ
ン
リ
ノ
の
報
告
草
稿
で
は

（
４
）、
一
七
九
三
年
六
月
二
八
日
法
と
共
和
歴
二
年

収
穫
月
法
の
執
行
の
困
難
さ
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
七
九
三
年
六
月
法
は
さ
ま
ざ
ま
な
公
的
扶
助
に
道
を
開
い
た

が
、
こ
う
し
た
扶
助
を
行
う
た
め
の
詳
細
は
統
一
的
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
母
以
外
の
者
が
婚

外
子
の
養
育
を
行
っ
て
い
る
場
合
、
こ
の
者
に
か
か
っ
た
費
用
を
ど
の
よ
う
に
計
算
す
る
か
、
母
が
負
担
し
、
あ
る
い
は
施
療
院
が
負

担
し
た
費
用
を
ど
の
よ
う
に
特
定
す
る
か
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
収
穫
月
二
三
日
法
に
関
し
て
、
こ
の
法
以
後
、
あ

ら
ゆ
る
施
設
が
国
庫
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
要
請
は
き
わ
め
て
切
実
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会

フランス革命期の公的扶助制度の形成（三）45

四
五



は
た
え
ず
変
化
す
る
そ
の
要
請
に
対
し
て
き
ち
ん
と
目
を
向
け
て
こ
ず
、
二
五
〇
〇
以
上
の
施
設
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
援
助
を
行

う
べ
き
か
に
つ
い
て
き
わ
め
て
不
十
分
な
認
識
し
か
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
認
識
が
示
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
共
和
歴
三
年
風
月
頃
の
モ
ン
リ
ノ
の
報
告
は

（
５
）、
委
員
会
が
収
穫
月
二
三
日
法
以
後
の
施
療
院
援
助
の
あ
り
方
を
統
一
し
よ
う

と
す
る
努
力
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
収
穫
月
二
三
日
法
以
後
、
施
療
院
な
ど
の
財
産
が
国
有
化
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て

国
が
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
共
和
歴
三
年
葡
萄
月
こ
ろ
か
ら
委
員
会
に
対
す
る
通
信
が
非
常
に
多
く
な
っ
た
が
、
大
半
が

施
療
院
な
ど
の
事
業
の
遂
行
に
必
要
な
も
の
を
訴
え
る
だ
け
で
、
必
要
性
を
示
す
十
分
な
資
料
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
委

員
会
は
、
報
告
書
の
形
式
を
統
一
し
、
各
施
設
な
ら
び
に
全
体
と
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
よ
り
容
易
に
把
握
で
き
る
よ
う
に

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る

（
６
）。
委
員
会
は
、
統
一
さ
れ
た
形
式
の
報
告
に
基
づ
い
て
各
施
療
院
の
事
業
に
必
要
な
費
用
を
判
断
し
、
資
金

を
分
配
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
と
は
委
員
会
の
思
惑
通
り
順
調
に
進
む
わ
け
で
は
な
い
。
委
員
会
は
、
県
に
向
け
て
通
達
を
出
し
、
施

療
院
の
会
計
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
報
告
が
順
調
に
は
返
っ
て
こ
な
い
。
こ
れ
に
は
各
施
療
院
の
抱
え
る
個
別
的

な
事
情
も
関
連
し
て
い
る
が
、
一
般
的
に
施
療
院
の
管
理
が
地
方
の
下
で
行
わ
れ
て
お
り
、
会
計
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
な
い
ま

ま
、
曖
昧
な
形
で
資
金
を
要
求
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
７
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
の
直
後
か
ら
、
公
的
扶
助
委
員
会
で
も
、
こ
こ
ま
で
制
定
さ
れ
て
き
た
公
的
扶
助
に

関
す
る
法
に
関
す
る
問
題
点
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
一
七
九
三
年
六
月
法
に
つ
い
て
は
、
扶
助
を
実
際
に
行
う
た
め
の
具
体
的
な
手
続

き
が
十
分
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
収
穫
月
二
三
日
法
の
執
行
に
関
し
て
は
、
国
有
化
さ
れ
る
べ
き
施
療

院
等
の
財
産
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
把
握
で
き
ず
、
ま
た
こ
れ
を
国
有
化
し
て
の
ち
、
施
療
院
等
が

必
要
と
す
る
資
金
を
い
か
に
し
て
把
握
し
、
ど
の
よ
う
に
必
要
な
資
金
を
分
配
す
る
か
と
い
う
具
体
的
な
や
り
方
が
き
わ
め
て
曖
昧
な

ま
ま
で
あ
る
と
い
っ
た
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
若
干
の
対
策
も
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
委
員
会
の
認
識
を
下
に
し

て
、
ク
ー
デ
タ
か
ら
お
よ
そ
一
年
後
、
新
し
い
憲
法
に
つ
い
て
審
議
が
進
め
ら
れ
て
い
る
中
で
、
共
和
歴
三
年
熱
月
一
〇
日
（
一
七
九
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五
年
七
月
二
八
日
）
に
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
の
後
パ
リ
に
戻
っ
た
、
ジ
ロ
ン
ド
派
議
員
デ
ル
ク
ロ
ワ
に
よ
っ
て
施
療
院
の
窮

状
に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ
る
。

　

デ
ル
ク
ロ
ワ
は
こ
の
後
公
的
扶
助
に
関
す
る
議
論
の
一
つ
の
中
心
と
な
っ
て
ゆ
く
人
物
だ
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
の
報
告

の
内
実
は
モ
ン
リ
ノ
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
収
穫
月
二
三
日
法
以
後
の
施
療
院
の
窮
状
を
示
し
、
収
穫
月
二
三
日
法

が
き
わ
め
て
拙
劣
な
法
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
法
の
廃
止
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
デ
ル
ク
ロ
ワ
は
、
収
穫
月
二
三
日
法
は
慈
善
施
設

に
決
定
的
な
衝
撃
を
与
え
、
思
い
が
け
な
い
管
理
体
制
の
変
化
に
よ
っ
て
、
食
料
な
ど
生
活
必
需
品
の
調
達
か
ら
秩
序
の
維
持
、
将
来

予
測
ま
で
大
き
く
狂
わ
せ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
。
収
穫
月
二
三
日
法
は
、
わ
れ
わ
れ
が
困
窮
し
た
人
々
を
助
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

だ
と
い
う
普
遍
的
道
徳
の
基
盤
も
破
壊
し
て
し
ま
い
、
政
府
の
み
に
よ
っ
て
百
万
人
以
上
の
人
の
必
要
を
満
た
す
べ
き
だ
と
し
て
、
支

出
す
べ
き
大
き
な
費
用
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
論
じ
、
さ
ら
に
、
公
的
扶
助
委
員
会
が
、
各
施
療
院
の
必
要
性
を
把
握

し
、
物
資
を
配
分
す
る
的
確
な
手
段
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
全
般
に
収
穫
月
二
三
日
法
に
対
す
る
懸
念
、
苛
立
ち
、
失
望
が
広

が
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
次
々
と
指
摘
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
こ
の
法
が
拙
劣
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
デ

ル
ク
ロ
ワ
は
、
施
療
院
な
ど
の
窮
乏
状
態
を
強
調
し
、
収
穫
月
二
三
日
法
を
廃
止
す
る
か
少
な
く
と
も
そ
の
執
行
を
一
時
停
止
す
べ
き

あ
る
と
論
じ
る
の
で
あ
る

（
８
）。

デ
ル
ク
ロ
ワ
の
報
告
は
国
民
公
会
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
、
公
的
扶
助
委
員
会
と
財
政
委
員
会
で
検
討
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
共
和
歴
三
年
実
月
九
日
（
一
七
九
五
年
八
月
二
六
日
）
に
、
次
の
よ
う
な
決
定
で
、
収
穫
月
二
三
日
法

の
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
る
。

国
民
公
会
は
、
あ
る
メ
ン
バ
ー
の
発
議
か
ら
、
以
下
の
ご
と
く
決
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
老
人
、
病
人
、
子
供
の
ホ
ス
ピ
ス
、
扶
助
の
館
そ

の
他
の
福
祉
施
設
の
財
産
売
却
は
、
こ
の
先
一
〇
日
間
の
内
に
行
わ
れ
る
公
的
扶
助
財
政
委
員
会
の
収
穫
月
二
三
日
法
の
要
請
に
関
す
る
報

告
ま
で
猶
予
さ
れ
る

（
９
）。
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こ
の
後
、
共
和
歴
四
年
葡
萄
月
一
二
日
に
同
じ
デ
ル
ク
ロ
ワ
が
公
的
扶
助
制
度
の
全
体
組
織
に
つ
い
て
の
報
告
を
行
い
、
改
め
て
公

的
扶
助
制
度
の
全
体
構
想
を
示
す
。
こ
こ
で
は
、
私
人
に
よ
る
扶
助
や
施
療
院
の
役
割
を
一
定
認
め
る
な
ど
、
国
民
公
会
が
進
め
て
き

た
公
的
扶
助
制
度
の
構
想
と
は
若
干
異
な
っ
た
構
想
が
示
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
で
、
デ
ル
ク
ロ
ワ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
国
家
に
一
元

化
さ
れ
た
扶
助
制
度
の
構
想
を
厳
し
く
批
判
す
る
。

い
ま
こ
そ
、
立
憲
議
会
以
来
、
誇
張
さ
れ
た
博
愛
主
義
に
よ
っ
て
我
々
が
と
ら
わ
れ
て
き
た
深
い
偏
見
か
ら
抜
け
出
す
と
き
で
あ
る
。
立
憲

議
会
は
、
お
そ
ら
く
は
大
変
な
博
識
を
持
っ
て
、
し
か
し
ま
っ
た
く
効
果
の
無
い
ま
ま
貧
困
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
こ
の
時
以
来
、
あ

ら
ゆ
る
福
祉
に
関
す
る
考
察
は
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人
々
を
国
庫
の
方
に
押
し
や
ろ
う
と
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
混
乱
し
た
考
え
方
か
ら
何

が
生
ま
れ
た
だ
ろ
う
か
。
一
連
の
、
果
て
し
の
な
い
出
費
と
、
不
毛
で
執
行
不
能
な
法
律
で
あ
る
。
花
月
二
二
日
の
農
村
の
貧
民
の
登
録
に

関
す
る
法
律
は
賢
明
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
の
先
で
論
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
法
律
だ
け
が
扶
助
の
全
体
組
織
の
わ
れ

わ
れ
の
仕
事
の
基
本
と
し
て
残
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
あ
な
た
方
に
示
さ
れ
て
き
た
長
々
と
し
た
草
案
の
大
部
分
は
、
曖

昧
な
考
え
方
や
中
身
の
無
い
議
論
し
か
見
出
せ
ず
、そ
の
人
気
も
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
が
、根
本
で
つ
ね
に
国
庫
に
つ
な
が
っ

て
い
た
。
こ
こ
で
真
理
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
は
管
理
者
と
し
て
扶
助
制
度
に
つ
い
て
十
分
考
え
て
き
た
と
信
じ

て
い
る
が
、
そ
れ
を
仕
上
げ
る
手
段
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
に
欠
け
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
こ
そ
が
、
す
べ
て
の
考

察
の
基
盤
と
な
る
べ
き
試
金
石
な
の
で
あ
る

）
10
（

。

　

革
命
が
始
ま
っ
て
以
来
、
公
的
扶
助
制
度
に
関
す
る
構
想
は
、
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
ー
＝
リ
ア
ン
ク
ー
ル
を
中
心
と
し
た
、
立
憲
議
会
の

救
貧
委
員
会
の
報
告
が
基
礎
と
さ
れ
て
き
た
。
立
法
議
会
の
公
的
扶
助
委
員
会
が
、
基
本
的
に
救
貧
委
員
会
の
議
論
を
踏
襲
し
て
い
る

の
み
な
ら
ず
、
国
民
公
会
の
下
で
定
め
ら
れ
て
き
た
公
的
扶
助
制
度
も
、
政
治
的
な
性
格
が
き
わ
め
て
強
く
表
れ
て
い
る
面
を
除
け
ば
、
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実
質
的
に
は
救
貧
委
員
会
以
来
の
構
想
を
引
き
継
ぎ
、
そ
れ
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
民
公
会
下
で
の
議
論
も
、
公
的
扶
助
制
度

の
革
命
的
な
性
格
を
強
調
し
は
す
る
が
、
救
貧
委
員
会
以
来
の
議
論
を
否
定
す
る
こ
と
も
な
く
、
制
度
の
基
本
的
な
構
想
に
つ
い
て
は

救
貧
委
員
会
以
来
の
議
論
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
デ
ル
ク
ロ
ワ
は
、
革
命
が
始
ま
っ
て
以
来
初
め
て
、
立

憲
議
会
以
来
の
扶
助
制
度
の
構
想
が
誤
っ
て
い
た
も
の
だ
と
の
べ
、
立
憲
議
会
以
来
の
議
論
と
は
断
絶
し
た
形
で
公
的
扶
助
制
度
に
つ

い
て
議
論
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
デ
ル
ク
ロ
ワ
も
、
花
月
二
二
日
法
を
残
す
べ
き
も
の
と
し
て
認
め
て
い
る
こ
と
に
も
現
れ

て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
構
想
は
ま
だ
立
憲
議
会
以
来
の
構
想
と
完
全
に
切
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
示
さ
れ
る
構
想
は
、
収
穫
月
二

三
日
法
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
な
国
家
的
に
一
元
化
さ
れ
た
扶
助
制
度
で
は
な
く
、
政
府
を
中
心
に
し
な
が
ら
も
一
定
程
度
、
個
人
や

施
療
院
の
役
割
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
点
は
立
憲
議
会
以
来
の
構
想
を
修
正
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
は
在
宅
福
祉
を
中
心

と
し
た
構
想
で
あ
る
点
で
は
、
立
憲
議
会
以
来
の
構
想
の
枠
の
中
に
あ
る
。
以
下
、
立
憲
議
会
以
来
の
構
想
と
連
続
す
る
点
と
断
絶
す

る
点
と
に
注
目
し
な
が
ら
、
デ
ル
ク
ロ
ワ
の
議
論
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

デ
ル
ク
ロ
ワ
は
、「
平
等
化
、
一
般
化
に
執
着
す
る
こ
と
で
、
も
っ
と
も
賢
明
な
人
々
も
完
全
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
。
地
方

の
特
殊
性
な
ど
を
考
慮
せ
ず
に
、
形
式
的
な
数
字
で
扶
助
の
問
題
を
割
り
切
っ
て
し
ま
お
う
と
す
る
数
学
的
な
方
法
が
誤
り
の
元
で
あ

る
。
デ
ル
ク
ロ
ワ
は
、
多
様
な
要
求
に
こ
た
え
る
た
め
に
は
、「
貧
し
い
者
不
幸
な
者
の
要
求
は
静
か
な
書
斎
で
冷
静
に
計
算
で
き
る
も

の
で
は
な
い
。
貧
者
の
要
求
が
聞
こ
え
る
と
き
、
前
進
す
べ
き
は
政
府
の
み
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
思
い
あ
る
人
が
手
を
さ
し
の
べ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
政
府
の
み
が
貧
者
の
援
助
に
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
を
否
定
す
る
。
さ
ら
に
、
貧
者
が
生

ま
れ
る
原
因
を
作
っ
て
い
る
の
は
裕
福
な
者
だ
と
も
言
う
。「
全
体
と
し
て
の
福
祉
に
個
別
の
福
祉
を
結
び
つ
け
よ
う
、貧
者
が
不
平
を

訴
え
、
政
府
が
な
す
べ
き
事
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
、
誤
っ
て
い
る
の
は
金
持
ち
で
あ
る
。」
金
持
ち
は
、
貧
し
い
者
を
、
安
い
給

料
で
さ
ん
ざ
ん
使
っ
た
あ
げ
く
彼
ら
を
裸
で
投
げ
出
し
た
り
し
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
貧
者
の
援
助
と
い
う
の
は
一
人
政
府
だ
け
の

義
務
で
は
な
い
。
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し
た
が
っ
て
、
政
府
だ
け
で
貧
者
の
世
話
を
引
き
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
原
則
を
確
立
し
よ
う
。
貧
者
が
社
会
全
体
の
同
情
を

寄
せ
ら
れ
、
余
裕
あ
る
人
の
後
見
に
置
か
れ
る
よ
う
に
、
政
府
は
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
、
限
定
さ
れ
た
福
祉
の
モ
デ
ル
を

示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
政
府
は
、
一
定
額
の
出
費
を
行
い
、
あ
ら
ゆ
る
機
構
を
大
き
く
動
か
し
て
、
全
体
の
感
覚
を
動
員
で
き
る
よ
う

に
す
る
の
で
あ
る

）
11
（

。

　

政
府
だ
け
で
貧
者
の
援
助
に
必
要
な
こ
と
を
す
べ
て
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
共
和
国
が
、
貧
者
の
援
助
に
必
要
な
膨
大
な
出
費
を

す
べ
て
ま
か
な
え
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
貧
者
が
持
っ
て
い
る
権
利
は
全
体
の
同
情
に
対
す
る
権
利
で
あ
り
、
政
府
が
行
う
べ

き
こ
と
は
そ
の
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
、
あ
る
い
は
貧
し
い
者
を
援
助
す
る
主
た
る
原
動
力
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
援
助
を

す
べ
て
政
府
が
行
う
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

デ
ル
ク
ロ
ワ
の
議
論
で
は
、
国
家
が
貧
者
に
対
す
る
援
助
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
革
命
始
ま
っ
て
以
来
の
原
則
が
、
大
き
く

修
正
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
革
命
以
後
も
、
立
法
議
会
に
お
け
る
公
的
扶
助
委
員
会
は
、
私
的
な
施
し
の
可
能
性
は
否
定
し
て
い

な
か
っ
た
。
が
、
基
本
的
に
は
、
貧
者
の
権
利
は
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
し
て
、
貧
者
の
援
助
は
国
家
的
課
題
と
し
て
全
国
で
統
一

的
に
行
う
こ
と
が
原
則
だ
と
論
じ
ら
れ
た
。
私
的
な
施
し
は
、
た
と
え
こ
れ
を
認
め
る
と
し
て
も
、
一
方
に
資
金
不
足
で
十
分
な
援
助

が
で
き
な
い
こ
と
が
生
じ
た
り
、
逆
に
過
剰
な
施
し
で
怠
惰
を
招
く
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
り
す
る
た
め
に
、
公
的
な
枠
組
み
の
中
で

位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、「
生
存
の
権
利
」「
生
存
の
糧
へ
の
権
利
」
や
「
社
会
の
負
債
」
と
い
っ
た
言
葉
は
も
は
や
使
わ
れ
る

こ
と
な
く
、
代
わ
っ
て
、
貧
者
は
「
全
体
の
同
情
へ
の
権
利
」
し
か
持
た
な
い
と
言
わ
れ
、
貧
者
に
対
す
る
社
会
全
体
の
同
情
心
が
強

調
さ
れ
る
。
革
命
が
始
ま
っ
て
以
来
の
扶
助
を
め
ぐ
る
議
論
で
強
調
さ
れ
て
き
た
国
家
の
責
任
、
政
府
の
役
割
、
あ
る
い
は
貧
者
の
権

利
と
い
う
も
の
が
、
政
府
は
扶
助
の
「
モ
デ
ル
」
を
示
し
「
原
動
力
」
と
な
る
べ
き
だ
と
い
う
言
い
方
で
、
曖
昧
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
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い
る
。
そ
し
て
、「
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
は
一
八
〇
〇
以
上
の
施
療
院
と
七
〇
〇
以
上
の
慈
善
施
設
が
あ
っ
た
が
、
政
府
に
よ
っ

て
設
立
さ
れ
た
の
は
三
つ
と
し
て
な
い
。
す
べ
て
の
施
設
は
、
そ
の
収
入
を
個
人
の
慈
善
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
ア

ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
は
、
政
府
が
関
わ
っ
て
い
た
の
は
捨
て
子
の
養
育
の
み
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
救
貧
事
業
は
基
本
的
に
民
間

の
寄
付
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
個
人
に
よ
る
慈
善
活
動
を
活
性
化
す
る
必
要
を
説
く）

12
（

。

　

デ
ル
ク
ロ
ワ
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
救
貧
制
度
の
有
り
様
を
一
定
程
度
評
価
し
、
扶
助
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
地
方
毎
の

特
色
が
あ
り
、
一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
論
じ
る
。
そ
し
て
、
救
貧
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
資
金
と
し
て
は
、
国
庫
は
そ
の

役
割
を
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
、
国
庫
以
外
に
い
ま
だ
に
売
却
さ
れ
て
い
な
い
財
産
か
ら
の
利
益
や
、
個
人
の
拠
出
す
る
資
金
も
一
定
の

役
割
を
果
た
す
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
救
貧
事
業
は
こ
の
三
種
の
資
金
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
中
心
に
、
そ
の
地
方
の

行
政
が
細
か
な
点
は
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る）

13
（

。
革
命
が
始
ま
っ
て
以
来
、
救
貧
事
業
に
お
い
て
も
平
等
と
い
う
観
点
が
強

調
さ
れ
、
全
国
で
同
じ
よ
う
な
扶
助
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
個
人
の
寄
付
を
中
心
と
し
た
扶

助
で
は
、
救
貧
の
対
象
者
が
少
な
い
豊
か
な
地
方
で
は
、
よ
り
豊
か
な
資
金
が
提
供
さ
れ
、
貧
し
い
地
方
で
は
十
分
な
資
金
が
集
ま
ら

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
た
不
公
平
を
解
消
す
る
た
め
に
、
資
金
を
国
庫
に
集
中
し
て
全
国
統
一
の
基
準
で
分
配
す
る
こ
と

が
目
指
さ
れ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
こ
こ
で
は
国
庫
金
だ
け
で
は
事
業
に
必
要
な
資
金
を
提
供
で
き
な
い
こ
と
や
、
地
方
毎
の
特
殊

性
を
理
由
と
し
て
、
国
庫
金
に
各
施
設
の
持
つ
財
産
や
個
人
の
寄
付
な
ど
も
加
え
て
、
地
方
毎
に
具
体
的
な
救
貧
事
業
を
行
う
こ
と
が

原
則
と
さ
れ
、
救
貧
事
業
の
中
心
は
国
か
ら
地
方
へ
と
移
行
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
デ
ル
ク
ロ
ワ
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
的
な
扶
助
の
あ
り
方
を
一
定
程
度
評
価
し
、
政
府
の
役
割
を
限
定
し
よ

う
と
す
る
が
、
扶
助
制
度
の
基
本
を
施
療
院
中
心
に
引
き
戻
そ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
デ
ル
ク
ロ
ワ
は
、「
貧
困
と
い
う
問
題
に
取

り
組
め
ば
取
り
組
む
ほ
ど
、
施
療
院
が
欠
陥
の
あ
る
施
設
で
あ
る
と
感
じ
て
き
た
」
と
述
べ
る
。
可
能
で
あ
る
な
ら
こ
の
種
の
施
設
は

無
く
す
に
如
く
は
な
い
。
だ
が
、
独
身
者
や
親
族
や
友
人
の
い
な
い
者
、
仕
事
か
ら
退
い
た
病
人
な
ど
施
療
院
の
よ
う
な
施
設
が
必
要
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な
者
も
い
る
の
で
、
親
族
や
友
人
の
い
な
い
者
の
た
め
に
不
可
欠
だ
が
限
定
さ
れ
た
役
割
を
持
つ
も
の
と
し
て
施
療
院
を
残
す
必
要
は

あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
施
療
院
の
数
を
減
ら
し
、
在
宅
扶
助
を
増
や
し
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
、
デ
ル
ク
ロ
ワ
の
基
本
構
想
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
基
本
と
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
定
め
ら
れ
て
い
る
花
月
二
二
日
法
で
あ
る
。
デ
ル
ク
ロ
ワ
は
、
花
月
二
二
日
法
は
、
お
お

む
ね
好
感
を
持
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
花
月
二
二
日
法
の
一
年
以
上
の
経
験
を
下
に
、
花
月
二
二
日
法
は
維
持
し
て
、
こ
れ
を

今
回
あ
ら
た
に
提
案
す
る
新
法
と
組
み
合
わ
せ
て
運
用
し
て
ゆ
く
こ
と
を
考
え
る）

14
（

。

　

デ
ル
ク
ロ
ワ
の
提
案
す
る
新
法
は
、
基
本
的
に
は
比
較
的
人
口
の
多
い
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
関
す
る
も
の
で
、
花
月
二
二
日
法
制
定
後
、

予
告
だ
け
さ
れ
て
い
な
が
ら
結
局
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
都
市
に
お
け
る
扶
助
制
度
を
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
こ
こ
で
、
デ
ル
ク
ロ
ワ
は
国
庫
か
ら
の
支
出
を
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
規
模
に
応
じ
て
一
定
に
定
め
、
こ
れ
に
加
え
て
、
施
療
院
な
ど
の

施
設
の
財
産
か
ら
の
収
入
や
個
人
の
寄
付
を
扶
助
の
財
源
と
し
て
考
え
る
。
国
庫
か
ら
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
人
口
三
〇
〇
〇
人
か
ら

一
〇
〇
〇
〇
人
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
一
四
五
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
、
一
〇
〇
〇
〇
人
か
ら
二
〇
〇
〇
〇
人
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
二
九

〇
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
、
二
〇
〇
〇
〇
人
以
上
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
つ
い
て
は
八
七
〇
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
、
四
〇
〇
〇
〇
人
以
上
の
コ
ミ
ュ
ー
ン

に
は
二
九
〇
〇
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
、
パ
リ
に
つ
い
て
は
五
一
四
〇
〇
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
の
支
出
が
予
定
さ
れ
て
い
る）

15
（

。
こ
う
し
た
計
算
の
基

礎
と
し
て
は
、
一
応
病
人
に
つ
い
て
は
六
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
、
老
人
と
女
性
に
つ
い
て
は
三
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
、
子
供
に
つ
い
て
は
二
五
〇

リ
ー
ブ
ル
と
い
う
一
年
あ
た
り
の
扶
助
額
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
こ
の
額
を
ど
う
使
う
か
は
各
地
方
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
は
施
療
院
の
財
産
か
ら
の
収
入
や
、個
人
か
ら
の
寄
付
を
こ
れ
に
上
乗
せ
し
て
扶
助
に
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
庫
か
ら
の
際
限
な
い
支
出
の
増
加
を
抑
え
、
地
方
に
一
定
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
こ
と
で
、
扶
助
制
度
を
運
用
し
て
い
こ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
と
る
と
、
ど
う
し
て
も
地
方
毎
の
不
平
等
は
生
じ
る
。
こ
れ
ま
で
の
革
命
期
の
扶
助
制
度

は
財
源
を
国
庫
に
集
中
し
、
全
国
に
平
等
な
扶
助
を
展
開
す
る
こ
と
を
大
き
な
目
的
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
全
国
で
平
等
に
扶
助
を
展

開
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
財
産
の
平
等
と
同
じ
く
ら
い
現
実
性
の
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
一
蹴
さ
れ
る）

16
（

。
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革
命
期
の
扶
助
制
度
は
、
扶
助
を
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
、
国
家
に
よ
る
扶
助
を
全
国
一
律
・
平
等
に
展
開
す
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
の
デ
ル
ク
ロ
ワ
の
提
案
は
、
扶
助
は
政
府
の
み
の
責
任
で
は
な
い
と
し
て
、
国
家
は
「
福
祉
の
モ
デ
ル
」

を
提
供
す
る
が
、
施
療
院
や
個
人
に
も
一
定
の
役
割
を
認
め
た
う
え
で
、
具
体
的
な
運
用
に
つ
い
て
は
地
方
に
大
き
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
を
与
え
る
構
想
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
想
は
、
確
か
に
こ
こ
ま
で
の
、
扶
助
は
国
家
の
責
任
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
革
命
期
の
扶
助

制
度
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
大
き
な
転
換
で
は
あ
る
が
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
一
定
の
役
割
を
求
め
て
い
る
点
や
、
施
療
院
で
は
な
く
在
宅

扶
助
を
基
本
と
し
て
い
る
点
な
ど
、
単
純
に
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
制
度
に
逆
戻
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
在
宅
扶
助
を
中

心
と
す
る
点
で
は
、
花
月
二
二
日
法
は
生
か
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
革
命
期
の
構
想
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
も
あ
る）

17
（

。

　

国
民
公
会
は
、
デ
ル
ク
ロ
ワ
の
演
説
の
二
〇
日
後
、
そ
の
解
散
の
二
日
前
に
、
収
穫
月
二
三
日
法
の
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
を
改
め

て
確
認
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
報
告
は
ザ
ン
ギ
ア
ン
コ
ミ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
ザ
ン
ギ
ア
ン
コ
ミ
は
、
収
穫
月
二
三
日
法
が
奪
っ

た
財
産
の
受
益
権
を
施
療
院
に
返
す
と
い
う
提
案
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
賛
同
を
得
て
き
た
と
し
て
、
こ
れ
が
す
で
に
規
定
の
路
線
で
あ

る
と
し
て
報
告
を
始
め
る）

18
（

。
そ
し
て
、
施
療
院
の
財
産
を
教
会
財
産
の
国
有
化
の
例
外
と
し
て
扱
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
論
じ
る
。

立
憲
議
会
も
立
法
議
会
も
有
用
な
草
案
を
提
出
し
て
き
た
。
し
か
し
、
両
議
会
は
扶
助
の
分
配
や
管
理
に
つ
い
て
い
か
な
る
法
律
も
制
定
し

な
か
っ
た
。
両
議
会
は
、
革
命
の
混
乱
の
中
で
こ
の
重
要
な
法
を
賢
明
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
貧
者
の
利
益
は
よ
り
平
穏
で
繁
栄
し
た

時
期
に
法
の
制
定
を
延
期
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
施
療
院
は
そ
の
管
理
体
制
を
維
持
し
、
所
有
す
る
財
産
の
使

用
権
を
暫
定
的
に
保
持
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
貧
者
に
と
っ
て
も
、
異
論
の
余
地
の
な
く
正
し
く
、
利
益
と
な
る
や
り
方
で
あ
っ

た
。

し
ば
ら
く
の
間
、
国
民
公
会
も
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
何
の
抗
議
も
苦
情
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
破
壊
的
精
神
が
、
こ
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れ
を
転
倒
さ
せ
、
厄
介
な
結
果
し
か
も
た
ら
さ
な
い
秩
序
に
と
っ
て
代
え
て
し
ま
っ
た
。
国
民
公
会
の
定
め
た
収
穫
月
二
三
日
法
は
、
施
療

院
か
ら
そ
の
財
産
を
奪
い
、
施
療
院
に
か
か
る
費
用
を
国
家
の
負
担
と
し
た
の
で
あ
る

）
19
（

。

　

こ
こ
で
ザ
ン
ギ
ア
ン
コ
ミ
は
、
収
穫
月
二
三
日
法
を
立
憲
議
会
以
来
の
扶
助
制
度
の
議
論
の
な
か
で
は
異
質
の
も
の
と
し
て
と
ら
え

て
い
る
。
ザ
ン
ギ
ア
ン
コ
ミ
が
位
置
づ
け
る
よ
う
に
、
一
方
で
「
何
の
抗
議
も
苦
情
も
な
い
」
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
、
そ
れ
を
破
壊
す
る

シ
ス
テ
ム
と
し
て
収
穫
月
二
三
日
法
を
位
置
づ
け
る
の
は
誇
張
が
あ
る
と
し
て
も
、
前
章
ま
で
で
見
た
よ
う
に
、
花
月
二
二
日
法
ま
で

は
立
憲
議
会
以
来
の
議
論
の
延
長
線
上
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
収
穫
月
二
三
日
法
は
、
そ
れ
ま
で
の
扶
助
制
度
構
築
の
流

れ
を
断
ち
切
っ
て
、
財
政
的
な
考
慮
が
勝
っ
た
形
で
、
本
来
は
扶
助
制
度
が
完
成
し
て
か
ら
国
有
化
さ
れ
る
施
療
院
財
産
を
、
扶
助
制

度
の
完
成
前
に
国
有
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
収
穫
月
二
三
日
法
は
、
立
憲
議
会
以
来
の
議
論
の
流
れ
か
ら
見

れ
ば
、
扶
助
制
度
完
成
前
に
、
唐
突
に
施
療
院
財
産
を
国
有
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
異
質
な
面
を
持
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
唐
突
さ
が
、
デ
ル
ク
ロ
ワ
が
強
調
し
た
よ
う
な
法
の
拙
劣
さ
を
招
い
て
い
る
と
言
え
る
し
、
こ
の
点
は
ザ
ン
ギ
ア
ン
コ
ミ

の
報
告
で
も
強
調
さ
れ
る
。

こ
の
法
律
は
、
何
か
し
ら
特
別
で
有
用
で
さ
え
あ
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
条
件
と
し
て
は
、
法
が
制
定
さ
れ
た
時

点
で
、
扶
助
の
管
理
に
関
係
す
る
こ
と
を
す
べ
て
う
ま
く
調
整
し
、
施
療
院
の
数
を
定
め
、
費
用
を
は
か
り
会
計
の
方
式
を
定
め
、
要
す
る

に
法
律
が
完
全
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
何
も
考
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
不
確
実
で
無
秩
序
な
こ
と
し
か
無
か
っ
た
の
で

あ
る

）
20
（

。

　

そ
の
結
果
、
施
設
は
諸
々
の
費
用
を
過
大
に
見
積
も
っ
て
、
行
政
は
必
要
に
こ
た
え
る
こ
と
も
施
療
院
の
活
動
を
確
実
に
補
償
す
る
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こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
法
の
欠
陥
に
加
え
て
、
状
況
が
問
題
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
。

消
費
す
べ
き
も
の
の
価
格
は
異
常
に
上
が
り
、
各
施
療
院
の
要
求
は
法
外
な
も
の
と
な
っ
た
。
国
庫
か
ら
の
支
出
は
急
激
に
拡
大
し
た
。
結

果
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
支
出
を
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
要
求
に
正
し
く
答
え
、
あ
ら
ゆ
る
必
要
を
満
た
す
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
っ
て
い
る

）
21
（

。

　

法
の
欠
陥
と
経
済
的
状
況
が
相
ま
っ
て
、
施
療
院
を
め
ぐ
る
状
況
は
き
わ
め
て
困
難
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況

を
打
開
す
る
方
法
は
、
か
つ
て
の
財
産
か
ら
の
収
益
を
施
療
院
に
返
す
こ
と
で
あ
る
。

諸
君
ら
の
委
員
会
が
見
い
だ
せ
た
実
効
的
な
方
法
は
一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
施
療
院
や
、
そ
れ
と
同
じ
窮
状
に
陥
っ
て
い
る
す
べ
て
の
施

設
に
、
か
つ
て
占
有
し
て
い
た
財
産
の
、
所
有
権
で
は
な
く
、
収
益
を
返
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
策
が
、
有
益
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
現
物
で
徴
収
さ
れ
て
い
る
こ
の
財
産
の
収
益
を
返
す
こ
と
で
、
各
施
設
は
、
そ
の

消
費
に
必
要
な
も
の
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
う
ま
く
交
換
を
し
て
、
こ
れ
ま
で
過
剰
な
費
用
を
か
け
て
少
し
し
か
調
達
で
き
な

か
っ
た
も
の
を
、
少
な
い
費
用
で
満
足
で
き
る
程
度
に
獲
得
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
や
り
方
を
す
れ
ば
、
国
庫
に
か
か
る
過
大
な
費
用
を

節
約
し
、
貧
者
に
対
し
て
、
彼
ら
が
国
家
の
福
祉
に
対
し
て
権
利
と
し
て
期
待
で
き
る
も
の
を
、
い
つ
で
も
、
と
り
わ
け
苦
境
の
時
に
提
供

で
き
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ザ
ン
ギ
ア
ン
コ
ミ
の
提
案
は
、
と
り
あ
え
ず
施
療
院
の
財
産
か
ら
の
収
益
を
施
療
院
が
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
国
庫

の
負
担
を
減
ら
し
、
国
の
負
担
で
さ
ら
に
福
祉
的
施
策
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
報
告
者
も
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
は
欠
点
が
あ
る
こ
と
も
論
じ
て
い
る
。
一
つ
は
、
施
療
院
を
中
心
と
し
た
扶
助
シ
ス
テ
ム

を
残
存
さ
せ
る
こ
と
で
、
扶
助
の
不
平
等
が
生
じ
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
シ
ス
テ
ム
が
不
完

全
で
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
、
こ
の
批
判
を
か
わ
す）

22
（

。
も
う
一
つ
の
批
判
は
、
国
家
の
財
産
は
財
政
問
題
と
密

接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
財
産
の
国
有
化
・
売
却
の
施
策
を
先
延
ば
し
す
る
こ
と
は
公
的
利
益
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
所
有
権
を
施
療
院
に
渡
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
収
益
を
戻
す
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
国
有
財
産
の
売
却

を
先
延
ば
し
に
し
て
、
共
和
国
の
倉
庫
に
あ
る
食
料
を
施
療
院
の
倉
庫
に
移
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
公
的
な
負
債
や
将
来
の
財
政
計

画
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
し
、
む
し
ろ
、
貧
者
の
救
済
と
い
う
よ
り
有
効
か
つ
神
聖
な
目
的
に
使
わ
れ
る
と
の
反

論
が
示
さ
れ
る）

23
（

。

　

ザ
ン
ギ
ア
ン
コ
ミ
の
報
告
は
、
立
憲
議
会
以
来
の
扶
助
政
策
を
完
全
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
る
扶
助
と
い
う
基
本
線

は
と
り
あ
え
ず
維
持
し
な
が
ら
、
収
穫
月
二
三
日
法
で
定
め
ら
れ
た
施
療
院
財
産
の
国
有
化
・
売
却
を
い
っ
た
ん
停
止
し
、
施
療
院
に

よ
る
扶
助
を
維
持
し
て
ゆ
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
共
和
歴
四
年
霧
月
二
日
デ
ク
レ
の
第
一
条
、
第
二
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条　

扶
助
に
関
す
る
最
終
的
な
組
織
が
定
め
ら
れ
る
の
を
待
っ
て
、
共
和
歴
二
年
収
穫
月
二
三
日
法
の
執
行
は
、
施
療
院
、
扶
助
の
家
、

ホ
ス
ピ
ス
、
貧
民
事
務
所
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
で
あ
れ
、
福
祉
施
設
の
収
益
の
管
理
・
徴
収
に
か
ん
し
て
は
一
時
停
止
さ
れ
る
。

第
二
条　

個
々
の
管
理
者
は
、
過
去
と
同
様
、
自
ら
に
割
り
当
て
ら
れ
た
収
入
を
暫
定
的
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
24
（

。

　

こ
こ
で
は
、
施
療
院
財
産
の
国
有
化
・
売
却
を
、
扶
助
制
度
が
最
終
的
に
完
成
さ
れ
る
ま
で
停
止
す
る
こ
と
、
そ
れ
ま
で
は
各
施
設

が
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
か
ら
の
収
益
を
自
ら
管
理
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
七
九
三
年
三
月
一
九
日
の
公
的
扶
助

の
全
般
的
基
礎
に
関
す
る
デ
ク
レ
で
、
施
療
院
な
ど
の
財
産
の
売
却
は
、
公
的
扶
助
に
関
す
る
制
度
が
最
終
的
に
完
成
さ
れ
る
ま
で
行
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わ
れ
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
比
較
し
て
、
考
え
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
デ
ル
ク
ロ
ワ
が
、

国
庫
の
み
に
頼
る
扶
助
で
は
な
く
、
国
庫
に
加
え
て
施
療
院
の
収
入
や
個
人
の
寄
付
を
下
に
し
て
、
地
方
が
中
心
と
な
っ
て
具
体
的
な

扶
助
を
展
開
し
て
い
く
構
想
を
示
し
て
い
る
が
、
霧
月
二
日
の
デ
ク
レ
は
、
こ
う
し
た
扶
助
制
度
全
般
に
つ
い
て
新
し
い
考
え
方
を
示

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
収
穫
月
二
三
日
法
が
、
革
命
期
の
扶
助
制
度
の
基
本
を
定
め
た
一
七
九
三
年
三
月
法
に
反
す
る
形
で
、

施
療
院
財
産
の
国
有
化
・
売
却
を
前
倒
し
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、
元
の
路
線
に
戻
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
以
後
、
公
的
扶
助
制
度
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
大
き
な
変
化
を
見
せ
る
。
と
り
わ
け
恐
怖
政
治
の
時
期

に
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
扶
助
制
度
の
あ
り
方
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
革
命
以
後
、
国
家
が
全
面
的
に
責
任
を
負
う
と
い
う

考
え
方
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
以
後
は
、
デ
ル
ク
ロ
ワ
の
演
説
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
だ0

け0

が
責
任
を
負
う
と
い
う
考
え
方
が
批
判
さ
れ
、
施
療
院
の
財
産
を
国
有
化
し
よ
う
と
す
る
共
和
歴
二
年
収
穫
月
二
三
日
法
の
執
行
を

停
止
し
、
施
療
院
財
産
か
ら
の
収
入
や
個
人
の
施
し
も
取
り
入
れ
た
扶
助
制
度
を
構
想
し
て
ゆ
く
。

　

立
憲
議
会
以
来
、
あ
る
い
は
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
の
チ
ュ
ル
ゴ
ら
の
考
え
方
で
は
、
国
家
が
責
任
を
負
う
と
い
う
考
え
方

に
よ
っ
て
、
国
家
に
よ
っ
て
扶
助
を
一
元
的
に
管
理
し
、
全
国
平
等
に
過
不
足
の
な
い
扶
助
を
行
う
こ
と
で
、
必
要
な
扶
助
を
提
供
し

な
が
ら
、
過
剰
な
扶
助
を
廃
し
て
怠
惰
を
招
か
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
個
人
の
施
し
も
含
め

て
国
家
が
一
元
的
に
管
理
す
る
こ
と
で
、
過
不
足
の
な
い
扶
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
か
え
っ
て
怠
惰
を
招
き
、
貧
困
を
増
大
さ
せ
る
と
い

う
議
論
で
あ
り
、
必
ず
し
も
個
人
の
施
し
を
認
め
ず
、
国
家
だ
け
が
責
任
を
負
う
と
い
う
議
論
で
は
な
い
。

　

デ
ル
ク
ロ
ワ
や
ザ
ン
ギ
ア
ン
コ
ミ
の
批
判
は
、
収
穫
月
二
三
日
法
に
集
中
し
て
お
り
、
花
月
二
二
日
法
に
は
依
然
と
し
て
一
定
の
評

価
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
デ
ル
ク
ロ
ワ
は
、
扶
助
に
必
要
な
財
源
を
国
だ
け
が
提
供
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
馬
鹿
げ
て
い
る
と
い

う
批
判
を
強
調
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
国
で
平
等
な
扶
助
を
行
う
こ
と
や
、
過
不
足
無
く
扶
助
を
行
う
こ
と
で
習
俗
を
改
善
し
貧
困
の

増
大
を
防
ぐ
と
い
っ
た
革
命
の
扶
助
制
度
の
基
本
構
想
を
も
消
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
し
か
に
、
収
穫
月
二
三
日
法
は
、
革
命
期
の
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扶
助
制
度
の
中
で
は
、本
来
扶
助
制
度
が
完
成
し
て
か
ら
国
有
化
さ
れ
る
べ
き
施
療
院
の
財
産
の
国
有
化
を
前
倒
し
す
る
も
の
で
あ
り
、

扶
助
制
度
完
成
前
に
施
療
院
財
産
の
国
有
化
を
強
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
収
穫
月
二
三
日
法
は
、
革
命
期
の
扶
助
制
度
の
構
想
の
中

で
は
、
本
来
は
ま
だ
制
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
法
律
で
あ
っ
た
が
、
本
来
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
法
の
制
定
と
、
こ
れ
に
対

す
る
批
判
が
、
革
命
期
の
扶
助
制
度
の
全
体
構
想
を
崩
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
一
〇
章　

総
裁
政
府
の
扶
助
制
度

　

共
和
歴
四
年
霧
月
四
日
（
一
七
九
五
年
一
〇
月
二
六
日
）
に
は
じ
ま
る
総
裁
政
府
の
時
代
は
、
国
民
公
会
が
作
ろ
う
と
し
た
扶
助
制

度
を
再
構
成
し
直
す
時
期
で
あ
る
。
総
裁
政
府
の
統
治
が
始
ま
っ
て
お
よ
そ
一
年
後
、
共
和
歴
五
年
の
は
じ
め
（
西
暦
で
言
え
ば
一
七

九
六
年
の
末
）
に
相
次
い
で
三
つ
の
法
律
が
定
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
共
和
歴
五
年
葡
萄
月
一
六
日
（
一
七
九
六
年
一
〇
月
七
日
）
の

施
療
院
等
の
財
産
保
全
に
関
す
る
法
律）

25
（

、
共
和
歴
五
年
霜
月
七
日
（
一
七
九
六
年
一
一
月
二
七
日
）
の
救
貧
税
に
関
す
る
法
律）

26
（

、
そ
し

て
、
同
じ
く
霜
月
二
七
日
（
一
七
九
六
年
一
二
月
一
七
日
）
の
捨
て
子
に
関
す
る
法
律）

27
（

、
こ
の
三
つ
の
立
法
に
よ
っ
て
、
総
裁
政
府
は
、

国
民
公
会
が
作
り
上
げ
た
扶
助
制
度
を
解
体
し
、
再
構
築
し
て
ゆ
く
。
三
つ
の
新
法
に
よ
っ
て
、
収
穫
月
二
三
日
法
の
み
な
ら
ず
、
国

民
公
会
時
代
に
定
め
ら
れ
た
扶
助
に
関
す
る
法
は
次
々
と
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
立
憲
議
会
以
来
、
教
会
財
産
が
国
有
化
さ
れ

る
か
た
わ
ら
で
、
例
外
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
施
療
院
に
一
定
の
積
極
的
な
役
割
を
認
め
、
ま
た
こ
こ
ま
で
福
祉
に

つ
い
て
中
心
的
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
た
国
家
の
役
割
を
限
定
し
、
福
祉
事
務
所
を
中
心
と
し
て
地
方
自
治
体
が
具

体
的
な
運
用
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
と
い
う
、
基
本
的
に
は
国
民
公
会
の
最
後
に
デ
ル
ク
ロ
ワ
が
示
し
た
構
想
を
さ
ら
に
す
す
め
る
形

で
扶
助
制
度
が
立
法
化
さ
れ
る
の
が
こ
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
総
裁
政
府
の
時
期
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
扶
助
制
度
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の

時
代
を
超
え
て
、
一
世
紀
以
上
フ
ラ
ン
ス
の
扶
助
制
度
の
基
本
と
な
っ
て
い
く
。
以
下
、
こ
の
時
期
に
作
ら
れ
た
制
度
の
骨
格
だ
け
を
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見
て
お
き
た
い）

28
（

。

　

葡
萄
月
一
六
日
法
は
、
そ
の
第
一
条
で
市
町
村
レ
ベ
ル
の
責
任
を
明
確
に
す
る
。

市
町
村
当
局adm

inistrations m
unicipales

は
、
そ
の
ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
モ
ン
に
あ
る
施
療
院hospices civils

を
直
接
に
監
督
す
る
。
市

町
村
当
局
は
当
該
カ
ン
ト
ン
に
住
む
五
人
の
市
民
か
ら
構
成
さ
れ
る
委
員
会
を
設
置
す
る
。
こ
の
五
人
の
中
か
ら
委
員
長
と
事
務
局
長
を
互

選
に
よ
り
選
ぶ
。

　

革
命
前
は
、
と
い
う
よ
り
国
民
公
会
で
各
施
療
院
の
財
産
が
国
有
化
さ
れ
る
に
い
た
る
ま
で
は
、
施
療
院
等
の
施
設
は
各
施
設
が
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
財
源
を
持
っ
て
独
立
し
て
活
動
し
て
い
た
が
、こ
れ
以
降
は
、一
つ
の
市
町
村
内
に
施
療
院
な
ど
の
施
設
が
複
数
あ
っ

て
も
、
一
つ
の
委
員
会
の
管
理
下
で
一
つ
の
施
設
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
る）

29
（

。
こ
の
た
め
に
、
各
委
員
会
は
一
人
の
会
計
係
を
任

命
し
、
こ
の
会
計
係
は
、
三
个
月
に
一
度
、
委
員
会
に
会
計
報
告
を
行
う
。
会
計
報
告
を
受
け
た
委
員
会
は
、
十
日
以
内
に
報
告
に
委

員
会
の
意
見
を
つ
け
て
県
へ
送
り
、
県
が
最
終
的
に
こ
れ
を
承
認
す
る
（
第
三
条
）。
こ
の
委
員
会
は
、
施
療
院
の
経
営
管
理
と
財
産
の

管
理
が
目
的
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
修
道
会
な
ど
の
資
格
で
各
施
設
の
運
営
に
当
た
っ
て
い
た
ス
タ
ッ
フ
は
、
今
後
は
、
個
人
の
資
格

で
、
施
療
院
内
の
一
担
当
係
と
し
て
、
委
員
会
に
従
っ
て
働
く
こ
と
に
な
る
。
委
員
会
は
、
一
定
の
自
立
的
な
権
限
を
持
っ
て
実
質
的

な
施
療
院
の
管
理
運
営
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
委
員
会
は
市
町
村
の
直
接
的
管
理
の
下
に
も
置
か
れ
て
お

り
、
完
全
な
独
立
性
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
の
体
制
を
変
え
、
新
し
い
規
則
を
定
め
、
一
般
利
害
に
関
わ
る
よ
う
な
こ

と
は
上
級
監
督
者
で
あ
る
市
町
村
の
同
意
が
必
要
で
あ
る）

30
（

。
ま
た
、
施
療
院
の
活
動
の
た
め
に
、
各
施
設
は
そ
の
施
設
の
財
産
の
使
用

収
益
権
を
持
つ
（
第
五
条
）。
共
和
歴
二
年
収
穫
月
二
三
日
法
は
施
療
院
財
産
の
売
却
を
定
め
た
が
、
こ
の
収
穫
月
二
三
日
法
は
、
本
法

に
よ
っ
て
最
終
的
に
廃
止
さ
れ
、
収
穫
月
二
三
日
法
に
よ
っ
て
売
却
さ
れ
た
財
産
に
つ
い
て
は
国
に
よ
っ
て
、
同
じ
収
益
を
上
げ
る
財
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産
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
（
第
六
条
）。

　

こ
れ
以
降
施
療
院
は
、
市
町
村
レ
ベ
ル
の
行
政
の
直
接
的
な
監
督
下
に
置
か
れ
る
。
革
命
が
始
ま
っ
て
以
来
追
求
さ
れ
て
き
た
国
家

に
よ
る
扶
助
と
い
う
基
本
原
則
は
こ
こ
で
放
棄
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
単
純
に
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
状
況
に
戻
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
こ
れ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
が
独
立
し
て
運
営
さ
れ
て
き
た
施
療
院
が
、
こ
こ
で
市
町
村
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な

り
、
施
療
院
に
よ
る
扶
助
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
療
院
の
独
立
し
た
活
動
で
は
な
く
な
り
、
市
町
村
に
よ
る
扶
助
と
な
る
の
で
あ
る
。
ア

ン
ベ
ー
ル
は
、
施
療
院
に
つ
い
て
は
こ
れ
こ
そ
が
「
真
の
革
命
」
で
あ
る
と
い
う
が）
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、
こ
の
点
は
、
葡
萄
月
一
六
日
法
が
導
入
し
た
大

き
な
変
化
で
あ
る
。
一
七
八
九
年
一
一
月
に
教
会
財
産
が
国
有
化
さ
れ
て
以
後
も
、
救
貧
事
業
に
当
た
る
施
療
院
は
、
共
和
歴
二
年
収

穫
月
二
三
日
法
ま
で
は
、
財
産
国
有
化
の
例
外
と
な
り
独
立
し
て
活
動
に
当
た
っ
て
き
た
。
そ
の
後
、
収
穫
月
二
三
日
法
の
執
行
が
停

止
さ
れ
、
こ
の
葡
萄
月
一
六
日
法
で
最
終
的
に
廃
止
さ
れ
る
が
、
こ
の
間
も
施
療
院
は
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
独
立
性
を
持
っ
て
活
動
し
て

き
た
の
だ
が
、
こ
の
葡
萄
月
一
六
日
法
に
よ
っ
て
、
施
療
院
は
市
町
村
の
管
理
下
に
完
全
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
直
接
的
な
監
督
下
に

扶
助
事
業
に
当
た
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
独
立
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
革
命
期
に
追
求
さ
れ
た
国
家
に
よ
る
扶
助
は
、
総
裁

政
府
の
時
代
に
い
た
っ
て
、
公
的
な
権
力
で
は
あ
る
が
、
国
家
で
は
な
く
市
町
村
に
よ
る
扶
助
を
基
本
と
す
る
と
い
う
形
で
現
実
の
も

の
と
な
っ
て
い
く
。

　

市
町
村
の
下
に
置
か
れ
た
施
療
院
に
よ
る
扶
助
の
体
制
が
整
え
ら
れ
る
一
方
で
、
革
命
が
始
ま
っ
て
以
来
、
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た

在
宅
扶
助
に
つ
い
て
は
、
評
価
は
低
く
な
っ
て
ゆ
く
。
と
は
い
え
、
施
療
院
は
、
病
人
や
老
人
、
子
供
な
ど
の
扶
助
が
中
心
と
な
り
、

在
宅
で
の
扶
助
の
必
要
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
革
命
が
始
ま
っ
て
以
来
、
扶
助
は
国
家
に
よ
る
扶
助
を
基
本
と
し
、
個

人
に
よ
る
施
し
は
二
次
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
か
え
っ
て
怠
惰
を
招
く
も
の
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
総
裁
政
府
の
下

で
は
、
こ
の
個
人
の
寄
付
の
位
置
づ
け
も
高
ま
っ
て
ゆ
く
。
在
宅
扶
助
を
管
理
す
る
事
務
所
と
し
て
、
福
祉
事
務
所
を
設
置
し
、
そ
の

財
源
と
し
て
救
貧
税
と
個
人
の
寄
付
を
復
活
さ
せ
る
の
が
、
共
和
歴
五
年
霜
月
七
日
（
一
七
九
六
年
一
一
月
二
七
日
）
法
で
あ
る
。
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こ
の
法
に
よ
れ
ば
、
こ
の
後
六
个
月
間
、
演
劇
そ
の
他
、
観
客
か
ら
料
金
を
取
っ
て
催
さ
れ
る
興
業
に
つ
い
て
、
十
分
の
一
の
付
加

税
を
聴
取
し
（
第
一
条
）、
そ
れ
を
施
療
院
に
収
容
さ
れ
て
い
な
い
貧
者
の
援
助
に
当
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
第
二
条
）。
そ
し
て
、

こ
の
資
金
の
運
用
の
た
め
に
、
各
市
町
村
に
福
祉
事
務
所
が
設
置
さ
れ
る
。
こ
の
福
祉
事
務
所
は
選
挙
で
選
ば
れ
た
五
人
の
メ
ン
バ
ー

で
構
成
さ
れ
る
（
第
三
条
）。
実
際
の
資
金
の
運
用
は
、
こ
の
委
員
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
会
計
係
が
行
う
（
第
五
条
）。
ま
た
、
福

祉
事
務
所
は
、
前
期
付
加
税
以
外
の
寄
付
を
受
け
取
り
、
会
計
係
が
こ
れ
を
処
理
す
る
（
第
八
条
）。
在
宅
扶
助
は
、
可
能
な
限
り
現
物

給
付
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
（
第
一
〇
条
）。
そ
し
て
、
こ
の
法
に
よ
っ
て
、
一
七
九
三
年
三
月
一
九
日
法
と
共
和
歴
二
年
花
月
二
二
日
法

の
扶
助
に
関
す
る
部
分
は
廃
止
さ
れ
る
（
第
一
二
条
）。

　

こ
の
第
一
二
条
で
、
一
七
九
三
年
三
月
一
九
日
法
と
共
和
歴
二
年
花
月
二
二
日
法
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
で
、
立
憲
議
会
以
来
の
革
命

期
の
扶
助
制
度
は
完
全
に
方
針
転
換
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
国
民
公
会
の
時
期
は
、
批
判
は
収
穫
月
二
三
日
法
に
集
中
し
て
お
り
、

花
月
二
二
日
法
な
ど
そ
れ
以
外
の
法
に
つ
い
て
は
、
批
判
よ
り
も
む
し
ろ
こ
れ
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
こ

の
霜
月
七
日
法
は
、
革
命
期
の
扶
助
制
度
の
基
本
法
た
る
一
七
九
三
年
三
月
一
九
日
法
を
廃
止
し
、
ま
た
そ
の
実
際
上
の
中
心
的
な
法

と
な
っ
て
い
た
花
月
二
二
日
法
を
廃
止
す
る
こ
と
で
、
革
命
期
の
扶
助
制
度
を
完
全
に
廃
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
権
と
し
て
の
扶

助
を
受
け
る
権
利
は
も
は
や
認
め
ら
れ
ず
、
貧
者
を
援
助
す
る
中
心
は
国
家
か
ら
市
町
村
に
移
さ
れ
る
。
在
宅
扶
助
の
た
め
の
資
金
は
、

救
貧
税
と
個
人
の
寄
付
に
よ
る
も
の
と
な
り
、
国
庫
か
ら
の
支
出
は
予
定
さ
れ
な
い
。
市
町
村
が
扶
助
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
い
う

点
で
は
、
依
然
と
し
て
「
公
的
」
な
扶
助
で
あ
る
と
は
言
え
る
が
、
そ
の
資
金
は
救
貧
税
と
個
人
の
寄
付
と
な
り
、
私
的
な
慈
善
活
動

を
市
町
村
が
管
理
す
る
と
い
っ
た
扶
助
制
度
に
な
り
、
革
命
期
の
よ
う
に
国
家
が
責
任
を
持
っ
て
資
金
提
供
を
行
う
も
の
で
は
な
く
な

る
。

　

施
療
院
と
在
宅
扶
助
の
位
置
づ
け
は
、
共
和
歴
五
年
葡
萄
月
一
六
日
（
一
七
九
六
年
一
〇
月
七
日
）
法
と
霜
月
七
日
（
一
一
月
二
七

日
）
法
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
す
る
が
、
捨
て
子
を
め
ぐ
る
法
制
度
は
、
国
民
公
会
の
時
期
の
法
制
度
が
ほ
ぼ
維
持
さ
れ
る
。
捨
て
子
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に
つ
い
て
も
、
共
和
歴
五
年
霜
月
二
七
日
（
一
七
九
六
年
一
二
月
一
七
日
）
に
捨
て
子
に
関
す
る
法
律
が
定
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
全

五
条
の
簡
単
な
も
の
で
、
捨
て
子
は
無
料
で
共
和
国
の
施
療
院
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
（
第
一
条
）、
捨
て
子
に
必
要
な
費
用
は
国
庫

に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
（
第
二
条
）、
総
裁
政
府
は
捨
て
子
を
育
て
教
育
す
る
方
法
に
詳
細
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
（
第
三
条
）、

捨
て
子
は
成
人
す
る
ま
で
行
政
の
長
の
後
見
に
服
す
る
こ
と
（
第
四
条
）
が
さ
だ
め
ら
れ
、
最
後
に
第
五
条
で
、
捨
て
子
を
も
っ
と
も

近
く
の
施
療
院
以
外
に
捨
て
た
も
の
に
対
す
る
刑
罰
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
ほ
ぼ
こ
れ
ま
で
の
法
制
度
を
踏
襲
す
る
も

の
で
あ
り
、
特
に
新
し
い
点
は
な
い
。
強
い
て
い
え
ば
、
第
五
条
の
刑
罰
規
定
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
捨
て
子
は
夜
に
人
目
を
忍
ん
で

捨
て
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
刑
罰
規
定
が
実
際
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
。

　

革
命
期
に
、
国
家
が
最
終
的
な
責
任
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
扶
助
制
度
は
、
総
裁
政
府
の
下
で
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
化

さ
せ
る
。
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
以
降
の
国
民
公
会
で
も
共
和
歴
二
年
収
穫
月
二
三
日
法
に
対
す
る
批
判
は
あ
っ
た
が
、
花
月
二
二
日
法
に
対

す
る
評
価
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、
施
療
院
に
一
定
の
役
割
を
認
め
る
に
せ
よ
、
在
宅
福
祉
を
中
心
と
し
て
考
え
る
と
い
う
点
は
ま
だ
引

き
継
が
れ
て
い
た
。
総
裁
政
府
の
下
で
も
、
在
宅
福
祉
の
役
割
は
一
定
程
度
認
め
ら
れ
る
が
、
実
質
的
に
は
施
療
院
の
役
割
は
徐
々
に

大
き
く
な
り
、
そ
れ
に
対
し
て
在
宅
福
祉
の
役
割
は
い
っ
そ
う
低
く
な
っ
て
ゆ
く
。
霜
月
七
日
法
で
在
宅
福
祉
の
財
源
と
さ
れ
た
救
貧

税
は
、
共
和
歴
五
年
熱
月
八
日
法
で
在
宅
福
祉
に
加
え
て
施
療
院
の
活
動
の
財
源
と
も
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
施
療
院
は
市
町
村
の
下
で

管
理
さ
れ
、
公
的
扶
助
制
度
運
営
の
中
心
は
国
か
ら
市
町
村
に
移
り
、
市
町
村
に
置
か
れ
る
福
祉
事
務
所
が
そ
の
中
心
と
な
る
。
資
金

も
捨
て
子
の
養
育
な
ど
一
部
を
例
外
と
し
て
、
基
本
的
に
は
国
庫
か
ら
の
支
出
で
は
な
く
、
施
療
院
の
財
産
か
ら
の
収
入
と
、
個
人
の

寄
付
、
娯
楽
興
業
に
伴
う
救
貧
税
が
基
礎
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
、
国
の
責
任
に
お
い
て
全
国
一
律
の
平
等
で
過
不
足
の
な

い
扶
助
を
行
う
と
い
う
革
命
初
期
か
ら
の
扶
助
制
度
の
構
想
は
大
き
く
そ
の
性
格
を
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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立
憲
議
会
以
来
熱
心
な
議
論
が
続
け
ら
れ
て
き
た
扶
助
制
度
に
つ
い
て
は
、よ
う
や
く
国
民
公
会
の
下
で
立
法
化
さ
れ
た
。ア
ン
シ
ャ

ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
施
療
院
中
心
で
、
個
人
の
施
し
を
基
に
し
た
体
制
で
は
、
扶
助
が
不
足
し
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
過
剰
に
な
っ
た
り

す
る
う
え
に
、
過
剰
な
扶
助
は
か
え
っ
て
怠
惰
を
招
き
、
国
全
体
の
生
産
力
を
低
下
さ
せ
る
と
批
判
さ
れ
、
怠
惰
を
招
か
な
い
形
で
、

な
お
か
つ
扶
助
が
不
足
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
ま
た
全
国
平
等
に
扶
助
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
国
全
体
で
一
元
的
に
管
理
す
る
こ
と

が
目
指
さ
れ
た
。
扶
助
を
受
け
る
権
利
は
基
本
的
な
人
権
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
立
憲
議
会
の
時
期
よ
り
「
生
存
の
糧
へ
の
権
利
」
が

主
張
さ
れ
、
こ
れ
は
一
七
九
三
年
人
権
宣
言
で
人
権
宣
言
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

　

国
民
公
会
は
、
人
権
宣
言
に
先
立
っ
て
公
的
扶
助
制
度
の
基
本
法
的
な
一
七
九
三
年
三
月
一
九
日
の
公
的
扶
助
制
度
の
全
般
的
基
礎

に
関
す
る
デ
ク
レ
を
定
め
、
そ
の
後
、
よ
り
具
体
的
な
制
度
と
し
て
九
三
年
六
月
二
八
日
に
は
子
供
と
老
人
の
扶
助
に
関
す
る
デ
ク
レ
、

共
和
暦
二
年
葡
萄
月
二
四
日
（
一
七
九
三
年
一
〇
月
一
五
日
）
に
物
乞
い
撲
滅
に
関
す
る
デ
ク
レ
、
さ
ら
に
共
和
暦
二
年
花
月
二
二
日

（
一
七
九
四
年
五
月
一
日
）
に
農
村
居
住
者
の
扶
助
に
関
す
る
デ
ク
レ
が
定
め
ら
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
、
働
く
こ
と

が
で
き
な
い
老
人
や
子
供
、
女
性
に
た
い
す
る
扶
助
の
あ
り
方
を
決
め
る
と
同
時
に
、
働
く
こ
と
の
で
き
る
貧
者
へ
の
仕
事
の
提
供
、

働
く
意
思
の
な
い
者
の
処
罰
の
あ
り
方
が
定
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
扶
助
は
基
本
的
に
在
宅
で
行
わ
れ
、
一
定
の
資
格
者
に
あ

ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
金
額
が
支
給
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
資
金
は
国
が
負
担
し
、
国
全
体
で
の
平
等
で
過
不
足
の
な
い
扶
助

が
目
指
さ
れ
た
。

　

国
民
公
会
の
時
期
に
立
法
化
が
進
ん
だ
の
は
、
や
は
り
こ
の
時
期
、
実
質
的
な
平
等
を
目
指
し
た
施
策
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
無

関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
一
七
九
三
年
三
月
一
九
日
法
制
定
の
前
日
に
は
い
わ
ゆ
る
農
地
法
禁
止
の
デ
ク
レ
が
定
め
ら
れ
、
所
有
秩
序
を
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尊
重
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
扶
助
制
度
、
累
進
課
税
、
共
有
地
分
割
や
国
有
財
産
の
売
却
策
な
ど
、
い
わ
ゆ
る

社
会
政
策
的
な
政
策
の
必
要
性
も
訴
え
ら
れ
た
。
こ
の
日
に
論
じ
ら
れ
た
制
度
が
す
べ
て
実
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
社

会
政
策
的
な
施
策
が
、
サ
ン
・
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
圧
力
の
下
で
展
開
し
て
い
っ
た
の
が
国
民
公
会
の
時
期
で
あ
り
、
扶
助
制
度
の
立
法
化

は
、
国
有
財
産
の
売
却
策
や
最
高
価
格
令
の
展
開
と
も
絡
み
合
い
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

革
命
期
の
生
存
の
基
盤
と
し
て
は
、
ま
ず
所
有
が
考
え
ら
れ
、
国
有
財
産
の
売
却
を
こ
う
し
た
土
地
所
有
者
の
増
加
に
つ
な
げ
よ
う

と
い
う
配
慮
が
一
つ
の
流
れ
と
し
て
は
あ
っ
た
。
最
高
価
格
令
は
、
財
産
を
持
た
な
い
者
で
も
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
賃
金
を
得
、
賃
金

と
生
活
必
需
品
の
価
格
の
バ
ラ
ン
ス
を
強
制
的
に
で
も
確
保
す
る
た
め
の
施
策
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
財
産
や
自
ら
の
労
働
に
よ
っ
て

生
き
て
ゆ
け
な
い
者
を
、
基
本
的
に
は
現
金
を
支
給
す
る
こ
と
で
援
助
し
、
ま
た
働
く
こ
と
が
で
き
る
者
に
は
、
仕
事
を
提
供
す
る
こ

と
で
援
助
し
よ
う
と
い
う
の
が
扶
助
制
度
の
基
本
で
あ
り
、
土
地
配
分
策
や
価
格
統
制
の
あ
り
方
と
も
連
動
し
な
が
ら
扶
助
制
度
に
つ

い
て
の
議
論
が
続
け
ら
れ
、
立
法
化
が
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
時
期
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
や
サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
な
ど
権
力
を
握
っ
た
モ
ン
タ
ー
ニ
ュ
派
の
中
心
人
物
も
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
発

言
し
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
生
存
権
論
は
、
政
治
的
に
こ
う
し
た
政
策
を
推
進
す
る
挑
発
的
な

意
味
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
公
的
扶
助
制
度
の
実
質
を
形
成
す
る
に
は
、
内
容
的
に
も
抽
象
的
で
、
議
会
の
議
論
の
本
流
か
ら
は
離
れ
て

い
た
。
サ
ン
＝
ジ
ュ
ス
ト
の
風
月
デ
ク
レ
は
、
貧
者
に
革
命
の
敵
の
土
地
を
配
分
す
る
と
い
う
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
一
七
九
三
年
三

月
の
農
地
法
禁
止
の
デ
ク
レ
の
枠
を
超
え
る
の
で
は
な
い
か
と
も
見
え
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
花
月
二
二
日
デ
ク
レ
制
定

の
際
に
も
言
及
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
扶
助
制
度
の
内
容
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
公
的
扶
助
に
関
す
る
諸
々
の

法
制
定
の
際
に
は
、
非
常
に
政
治
的
な
議
論
が
総
論
的
は
部
分
で
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
制
度
の
詳
細
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
国
民
公
会
の
時
期
に
定
め
ら
れ
た
扶
助
制
度
の
基
本
的
な
構
想
は
、
立
憲
議
会
の
救
貧
委
員
会
以
来
の
議
論

の
枠
内
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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公
的
扶
助
に
関
し
て
、実
際
に
制
定
さ
れ
た
法
は
四
法
で
あ
る
が
、実
は
革
命
期
の
扶
助
制
度
は
こ
れ
で
完
成
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
花
月
二
二
日
デ
ク
レ
制
定
の
際
に
は
、
こ
の
農
村
居
住
者
に
関
す
る
デ
ク
レ
と
は
別
に
都
市
居
住
者
に
関
す
る
扶
助
制
度
に
関
す

る
法
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
花
月
二
二
日
デ
ク
レ
の
後
、
予
告
さ
れ
て
い
た
都
市
居
住
者
に
関

す
る
法
律
は
つ
い
に
制
定
さ
れ
な
い
ま
ま
、
本
来
は
扶
助
制
度
が
完
成
し
て
か
ら
国
有
化
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
施
療
院
財
産
を
国
有

化
す
る
収
穫
月
二
三
日
法
が
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
収
穫
月
二
三
日
法
は
、
本
来
の
構
想
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
時
点
で
定
め
ら

れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
七
八
九
年
一
一
月
に
教
会
財
産
が
国
有
化
さ
れ
て
後
も
、
救
貧
や
教
育
に
携
わ
る
施
設
の
財
産
に
つ
い
て
は
国
有
化
の
例
外
と
さ

れ
て
き
た
。
こ
の
点
は
、
九
三
年
三
月
法
で
も
確
認
さ
れ
、
施
療
院
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
扶
助
制
度
の
完
成
を
待
っ
て
国
有
化
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
革
命
の
扶
助
制
度
の
構
想
で
は
、
在
宅
扶
助
が
基
本
と
な
っ
て
お
り
、
施
療
院
に
よ
る
扶
助
は
、
例
外
的
な
も

の
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
新
し
い
扶
助
制
度
が
未
完
成
の
う
ち
は
、
こ
れ
ま
で
救
貧
活
動
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
施
療
院
が
、
救
貧
活

動
を
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
新
し
い
扶
助
制
度
に
関
す
る
議
論
で
は
例
外
的
な
役
割
し
か
持
た
な
い
施
療
院
は
、
し
か
し
革
命

が
始
ま
っ
て
以
後
も
実
質
的
に
は
扶
助
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
続
け
て
き
た
し
、
そ
の
活
動
の
基
礎
と
し
て
自
分
の
持
っ
て
い
る
財

産
か
ら
の
収
入
が
大
き
な
部
分
を
占
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
教
会
財
産
の
国
有
化
以
後
も
施
療
院
に
関
し
て
は
そ
の
例

外
と
さ
れ
て
き
た
し
、
施
療
院
財
産
を
国
有
化
す
る
の
は
、
新
し
い
扶
助
制
度
が
完
成
し
た
後
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
施
療
院
は
、
革

命
期
の
扶
助
制
度
の
な
か
で
は
議
論
の
中
心
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
お
そ
ら
く
は
財
政
的
な
考
慮
か
ら
、
制
度
が
完
成
し
な
い
う
ち
に
、
施
療
院
財
産
の
国
有
化
が
行
わ
れ
た
。
施
療
院
の
財

産
が
、
扶
助
制
度
の
完
成
前
に
前
倒
し
し
て
国
有
化
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
活
動
に
必
要
な
資
金
が
国
庫
に
よ
っ
て
十
分
に
手
当
さ
れ
な
け

れ
ば
、
救
貧
制
度
の
実
質
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
収
穫
月
二
三
日
法
の
た
め
に
施
療
院
の
活
動
が
大
き
な
支
障

を
来
し
た
と
い
う
厳
し
い
批
判
が
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
な
さ
れ
、
さ
ら
に
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
と
い
う
政
変
と
も
相
ま
っ
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て
、
批
判
は
政
府
内
か
ら
も
生
じ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
以
後
、
収
穫
月
二
三
日
法
の
執
行
は
ま
も
な
く

停
止
さ
れ
る
が
、
収
穫
月
二
三
日
法
に
対
す
る
批
判
は
、
扶
助
制
度
の
あ
り
方
を
根
本
か
ら
変
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
、

ま
ず
国
が
扶
助
に
責
任
を
負
う
と
い
う
考
え
方
が
、
財
政
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
批
判
さ
れ
、
こ
れ
と
と
も
に
「
扶
助
の

権
利
」
と
い
う
考
え
方
も
主
張
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
総
裁
政
府
の
時
期
に
は
、
テ
ル
ミ
ド
リ
ア
ン
の
国
民
公
会
で
は
ま
だ
依
然
と

し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
在
宅
扶
助
と
い
う
立
憲
議
会
以
来
の
原
則
も
な
し
崩
し
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

総
裁
政
府
の
も
と
で
は
、
収
穫
月
二
三
日
法
を
廃
止
す
る
法
律
が
定
め
ら
れ
、
施
療
院
が
扶
助
で
一
定
の
役
割
を
負
っ
て
い
く
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。
一
方
で
各
市
町
村
に
福
祉
事
務
所
が
設
置
さ
れ
、
救
貧
税
や
個
人
の
寄
付
を
財
源
と
し
て
在
宅
扶
助
に
当
た
る
と
い

う
体
制
が
作
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
は
、
施
療
院
が
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
毎
に
独
立
し
て
活
動
す
る
の
で
は
な
く
、
市
町
村
の
管
理
下
に

置
か
れ
た
の
は
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
は
異
な
る
大
き
な
「
革
命
」
と
な
っ
た
。
こ
の
後
在
宅
扶
助
も
続
い
て
ゆ
く
が
、
救
貧

税
な
ど
も
施
療
院
の
財
源
と
な
る
な
ど
、
そ
の
位
置
づ
け
は
低
下
し
て
ゆ
き
、
在
宅
扶
助
を
基
本
と
す
る
革
命
期
の
構
想
は
消
え
て
ゆ

く
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
革
命
期
に
理
想
と
さ
れ
た
国
が
扶
助
の
責
任
を
負
い
全
国
一
律
に
過
不
足
の
な
い
扶
助
を
提
供
す
る
と
い
う

構
想
は
捨
て
ら
れ
、
施
療
院
や
在
宅
扶
助
を
市
町
村
毎
に
管
理
し
て
ゆ
く
市
町
村
を
中
心
に
し
た
「
公
的
」
扶
助
制
度
が
作
ら
れ
て
ゆ

く
。

　

公
的
扶
助
制
度
に
つ
い
て
は
革
命
の
初
期
か
ら
議
論
さ
れ
、
実
際
に
国
民
公
会
の
下
で
制
定
さ
れ
た
立
法
も
、
立
憲
議
会
以
来
の
議

論
を
現
実
化
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
制
度
の
構
想
は
立
憲
議
会
か
ら
の
議
論
の
延
長
線
上
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

九
三
年
に
山
岳
派
が
政
権
を
取
っ
た
こ
と
が
こ
う
し
た
扶
助
制
度
の
立
法
化
を
推
進
し
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

生
存
権
と
い
っ
た
考
え
方
や
公
的
な
扶
助
制
度
に
つ
い
て
の
構
想
は
九
三
年
に
山
岳
派
の
下
で
初
め
て
現
れ
て
き
た
の
で
は
な
く
、
革

命
当
初
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
公
的
扶
助
制
度
に
つ
い
て
は
、
革
命
当
初
か
ら
の
構
想
が
、
国
民
公
会
の
下
で
実
現
し
か
か
っ
た
が
、

こ
れ
が
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
以
後
、
施
療
院
財
産
の
国
有
化
の
失
敗
を
き
っ
か
け
に
、
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
え
て
ゆ
く
。
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実
際
に
制
度
化
さ
れ
た
公
的
扶
助
制
度
は
、
働
く
こ
と
が
で
き
る
者
に
は
仕
事
を
提
供
す
る
一
方
で
、
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
貧
者

に
対
し
て
は
一
定
額
を
支
給
す
る
と
い
う
現
代
か
ら
見
れ
ば
比
較
的
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
年
金
や
保
険
と
い
っ
た
手
段
は
、

コ
ン
ド
ル
セ
の
議
論
に
は
一
部
現
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
公

的
扶
助
制
度
が
議
論
さ
れ
、
曲
が
り
な
り
に
も
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
ひ
と
つ
の
側
面
と
し
て
注
目

に
値
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
革
命
期
に
は
、
実
際
に
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
コ
ン
ド
ル
セ
ら
を
中
心
に
公
教
育
に
つ
い
て

も
熱
心
に
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
社
会
権
と
呼
ば
れ
る
生
存
権
や
教
育
権
に
類
似
し
た
権
利
が
フ
ラ

ン
ス
革
命
の
中
で
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
実
現
し
よ
う

と
し
た
国
家
は
、
必
ず
し
も
単
純
な
自
由
主
義
的
な
国
家
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
も
表
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
仕
事
の
提
供
と
い
っ
て
も
こ
れ
は
必
ず
し
も
リ
ア
ン
ク
ー
ル
ら
が
一
方
で
強
調
す
る
よ
う
な
過
不
足
の
な
い
形
で
の
提
供

が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
こ
の
こ
と
は
立
法
の
プ
ロ
セ
ス
で
も
立
法
者
自
ら
認
め
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
一
方
で
経
済

的
自
由
主
義
を
推
進
し
、
一
方
で
貧
者
に
労
働
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
は
二
律
背
反
で
も
あ
る
。
救
貧
委
員
会
以
来
、
失
業
者
に
対

す
る
仕
事
の
提
供
は
、
基
本
的
に
は
全
体
的
な
経
済
政
策
に
よ
っ
て
雇
用
を
創
出
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
失
業
者
に

個
別
具
体
的
に
仕
事
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
主
張
さ
れ
て
い
な
い
。
革
命
が
始
ま
っ
て
以
後
、
す
ぐ
に
国
内
経
済
は
自
由
化

さ
れ
、
ま
た
一
七
九
一
年
の
ア
ラ
ル
ド
法
と
ル
・
シ
ャ
プ
リ
エ
法
は
ギ
ル
ド
を
解
体
し
、
労
働
市
場
も
ま
た
自
由
化
し
た
。
こ
の
状
況

下
で
、
失
業
者
に
対
し
て
確
実
に
仕
事
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
働
く
こ
と
が
で
き
る
者
に
は
仕
事
を
、
働
く
こ

と
が
で
き
な
い
者
に
は
扶
助
を
と
い
う
基
本
的
な
部
分
が
具
体
的
に
保
障
で
き
な
い
の
で
は
、
現
実
に
扶
助
制
度
を
動
か
し
て
ゆ
く
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

　

国
民
公
会
の
下
で
も
、
失
業
者
に
対
す
る
仕
事
を
個
別
具
体
的
に
保
障
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
期
、
最
高
価
格
令
な

ど
経
済
統
制
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
は
、
扶
助
制
度
の
実
現
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
論
理
的
に
は
つ
な
が
ら
な
く
と
も
、
親
和
的
な
政
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策
で
あ
っ
た
と
は
言
え
る
。
だ
が
、
こ
の
時
期
は
、
国
民
公
会
に
権
力
が
集
中
し
、
シ
ェ
イ
エ
ー
ス
が
公
的
な
も
の
に
関
わ
る
国
家

ré-publique

に
対
し
て
、
私
的
な
領
域
も
含
め
て
全
体
に
関
わ
る
国
家ré-totale

と
呼
ん
で
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
、
ほ
と
ん
ど
無

制
限
な
政
治
権
力
が
展
開
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
る）

32
（

。
扶
助
制
度
が
、
私
的
領
域
に
ま
で
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
制
度
で
あ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、ré-totale

で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
扶
助
制
度
の
実
現
に
は
親
和
的
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
国
家
が
個
人
の
安
全
を
確

実
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
と
、
巨
大
な
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
の
出
現
を
招
い
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
社
会
契
約
の
論
理
か
ら
見
れ
ば
、
個

人
の
安
全
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
は
国
家
の
基
本
的
な
役
割
で
あ
り
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
、
安
全
を
保
障
す

る
と
い
う
の
も
無
意
味
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
自
由
の
保
障
と
生
命
・
安
全
の
保
障
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
貴

重
な
実
験
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
１
）　

こ
の
報
告
は
、A

rchives nationales F15 444 

に
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、Guy T

H
U
ILLIER

に
よ
っ
てM

O
N
LIN
O
T

の
手
に
な
る
も
の

と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
で
き
る
。Guy T

H
U
ILLIER, U

n observateur des m
isères sociales : Leclerc de M

onlinot (1732-
1801), A

ssociation pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, Paris, 2001, pp. 371-379.

（
２
）　

“Rapport sur le travail de la 2e division de la com
m
ission des secours publics (D

ernière décade de T
herm

idor),

”in 
T
H
U
ILLIER, op. cit., pp. 371-372. 

同
じ
よ
う
な
評
価
は
、
“Rapport sur l’état actuel de la 1

er section de la 2
e division (27 

fructidor),

”in T
H
U
ILLIER, op. cit., p. 379 

に
も
見
ら
れ
る
。

（
３
）　

“Rapport sur le travail de la 2
e division, 1

er section, pendant la 1
er décade de fructidor,

”in T
H
U
ILLIER, op. cit., p. 374 ; 

“Rapport sur l’état actuel de la 1
er section de la 2

e division (27 fructidor),

”in T
H
U
ILLIER, op. cit., p. 377.

（
４
）　

“Un rapport au com
ité des secours,

”in T
H
U
ILLIER, op. cit., pp. 381-383.

（
５
）　

“Hospices civils,

”in T
H
U
ILLIER, op. cit., pp. 385-387.

（
６
）　

こ
の
報
告
書
の
ひ
な
形
等
に
つ
い
て
は
、T

H
U
ILLIER, op. cit., pp. 397-410.

（
７
）　

“Rapport,

”in T
H
U
ILLIER, op. cit., pp. 389-391.

（
８
）　

こ
の
報
告
と
、報
告
に
関
す
る
簡
単
な
解
説
も
“Le rapport D

elecroy sur la détresse des H
ôpitaux,

”in T
H
U
ILLIER, op. cit., pp. 

413-421

を
参
照
。
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（
９
）　

“9 fructidor an 3 (26 août 1795) - D
écret qui sursoit à la vente des biens des hospices et autres établissem

ens de 
bienfaisance,

”in D
U
V
ERGIER, Collection com

plete des lois, décrets, ordonnances, règlem
ents, avis du Conseil-d’É

tat, 
Paris, t. 8, 1835, p. 304. 

本
文
で
は
、D

uvergier

の
法
令
集
の
文
言
に
従
っ
て
訳
し
て
お
い
た
が
、Journal des débat et des décrets, 

no. 1066 (A
rchives départem

entales Bas-Rhin 1L 424)

で
は
、「
あ
る
メ
ン
バ
ー
」
の
部
分
が
、「
メ
ン
バ
ー
、
デ
ル
ク
ロ
ワ
」
と
な
っ
て

お
り
、
デ
ル
ク
ロ
ワ
の
発
議
に
よ
っ
て
こ
の
決
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　R

apport sur l’organisation générale des secours public par D
E
LE
D
R
O
Y
, R
eprésentant du peuple, député par le 

départem
ent de la Som

m
e, Séance 12 vendém

iaire an IV
, im

prim
erie nationale, vendém

iaire an IV
 (1795), 

こ
の
報
告
は
、

T
H
U
ILLIER, op. cit., pp. 425-463 

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
引
用
はT

H
ILLIER, op. cit.

掲
載
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
行
う
。
本
文
で
引

用
し
た
部
分
は
、p. 426.

（
11
）　R

apport sur l’organisation générale des secours public par D
E
LE
D
R
O
Y
, in T

H
U
ILLIER, op. cit., p. 428.

（
12
）　Ibid., pp. 428-429.

（
13
）　Ibid., p. 429.

（
14
）　Ibid., pp. 430-431.

（
15
）　Ibid., pp. 435-463.

（
16
）　Ibid., p. 432.

（
17
）　

ア
ン
ベ
ー
ル
は
、
こ
の
デ
ル
ク
ロ
ワ
の
報
告
に
つ
い
て
「
福
祉
の
領
域
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
同
僚
が
お
こ
な
っ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
厳
し
く

判
断
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
判
断
は
あ
ま
り
に
も
厳
し
す
ぎ
た
た
め
に
、
デ
ル
ク
ロ
ワ
の
演
説
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
何
も
さ
れ
な
か
っ
た
」

と
し
て
い
る
（Jean IM

BERT
, Le droit hospitalier de la R

évolution et de l’E
m
pire, Sirey, 1954, p. 93

）。
確
か
に
原
理
的
な
面
で

の
転
換
は
あ
り
、
デ
ル
ク
ロ
ワ
の
示
し
た
構
想
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
実
現
し
て
は
い
な
い
が
、
国
が
全
面
的
な
責
任
を
負
う
の
で
は
な
く
、
地
方
に

一
定
の
役
割
を
持
た
せ
る
こ
と
や
、
国
庫
以
外
の
財
源
を
利
用
し
て
、
在
宅
扶
助
を
行
う
と
い
う
と
い
っ
た
点
は
、
こ
の
後
の
革
命
期
の
扶
助
制
度

の
基
本
を
構
成
し
て
ゆ
く
。
こ
の
デ
ル
ク
ロ
ワ
の
演
説
か
ら
は
具
体
的
な
成
果
は
出
て
い
な
い
が
、
こ
の
す
ぐ
後
の
葡
萄
月
二
日
の
法
か
ら
総
裁
政

府
下
の
扶
助
制
度
の
基
本
構
想
を
示
し
た
も
の
と
し
て
こ
の
報
告
を
読
む
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
18
）　R
apport et projet de décret sur la proposition de rendre aux hôpitaux et autres établissem

ents de bienfaisance les revenus des 
biens qu’ils possédoient avant la loi du 23 m

essidor, an 2, par Joseph Zangiacom
i, Paris, brum

aire an 4 (1795).

こ
の
報
告
に

明
確
な
日
付
が
な
い
が
、
報
告
の
最
後
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
草
案
は
、
共
和
歴
四
年
霧
月
二
日
（
一
七
九
五
年
一
〇
月
二
四
日
）
の
デ
ク
レ
と
ほ
ぼ

同
じ
も
の
で
あ
る
。
印
刷
日
付
も
共
和
歴
四
年
霧
月
と
な
っ
て
い
る
。Journal 

des 
débat 

et 
des 

décret, 
no. 

1131 
(A
rchives 
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départem
entales Bas-Rhin 1L 426) 

に
よ
れ
ば
、
同
じ
報
告
が 3 Brum

aire an 4 

に
採
択
さ
れ
て
い
る
。D

uvergier

の
法
令
集
な
ど
、
こ

の
デ
ク
レ
に
つ
い
て
は
、2 Brum

aire an 4 

と
い
う
日
付
で
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
こ
こ
で
も
と
り
あ
え
ず
は
二
日
と
い
う
日
付
で
論

じ
て
お
く
。

（
19
）　Ibid., p. 2.

（
20
）　Ibid..

（
21
）　Ibid., pp. 2-3.

（
22
）　Ibid., pp. 3-4.

（
23
）　Ibid., pp. 4-5.

（
24
）　

“2 brum
aire an 4 (24 octobre 1795) - D

écret qui suspend celui du 23 m
essidor an 2, eu ce qui concerne l’adm

inistration et 
la perception des revenus des etablissm

ens de bienfaisance,

”in D
U
V
ERGIER, Collection op. cit., t. 8, p. 420.

（
25
）　

“16 vendém
iaire an 5 (7 octobre 1796) - Loi qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens, et règle la 

m
anière sont ils seront adm

inistrés,

”in D
U
V
ERGIER, op. cit., t. 9, p. 223-224.

（
26
）　

“7 frim
aire an 5 (27 novem

bre 1796) - Loi qui ordonne la perception pendant six m
ois, au profit des indigens, d’un décim

e 
par franc en sus du prix des billets d’entrée dans tous les spectacles,

”in D
U
V
ERGIER, op. cit., t. 9, pp. 272-273.

（
27
）　

“27 frim
aire an 5 (17 décem

bre 1796) - Loi relative aux enfans abandonnés,

”in D
U
V
ERGIER, op. cit., t. 9, p. 280.

（
28
）　

総
裁
政
府
期
の
施
療
院
に
つ
い
て
は
、
本
稿
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
公
的
扶
助
制
度
の
形
成

―
民
公
会
期
を
中
心
に
（
一
）」
注
一
（『
岡
山

大
学
法
学
会
雑
誌
』
六
〇
巻
三
号
）
で
あ
げ
た
文
献
の
ほ
か
、
と
く
にIM

BERT
, Le droit hospitalier de la R

évolution et l’E
m
pire op. 

cit., 
ch. 

IV

、
ま
た
総
裁
政
府
期
以
降
二
〇
世
紀
半
ば
ま
で
の
施
療
院
・
病
院
を
め
ぐ
る
法
的
構
造
に
つ
い
て
は
、Jean 

IM
BERT

 
(dir.), 

H
istoire des hôpitaux en France, Privat, 1982, ch. 10 

も
参
照
。

（
29
）　Instruction pour les adm

inistrations centrales de départem
ent sur l’exécution de la loi 16 vendém

iaire an 5
e relative à 

l’adm
inistration des H

ospice civils, prairial an V
, p. 1 (A

rchives départem
entales Bas-Rhin, 1L 1585).

（
30
）　Ibid., pp. 1-2.

（
31
）　IM

BERT
, H
istoire des hôpitaux op. cit., p. 294.

（
32
）　Les discours de Sieyès dans les débats constitutionnels de l’an III (2 et 18 therm

idor), éd. Paul Bastid, Paris, H
achette, 

1939, p. 18.
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（
完
）

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｃ
（
課
題
番
号
二
三
五
三
〇
〇
一
二
）
の
助
成
を
受
け
て
い
る
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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