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ラ
ン
ス
革
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に
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け
る
「
憲
法
」
と
そ
の
正
当
性
（
二
・
完
）

波
多
野
　
　
　
敏

目　

次
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め
に

第
一
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三
部
会
か
ら
国
民
議
会
へ
（
以
上
六
二
巻
四
号
）

第
二
章　

人
権
宣
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と
憲
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第
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章　

フ
ラ
ン
ス
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統
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ま
と
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（
以
上
本
号
）

　

三
部
会
は
「
国
民
議
会
」
へ
と
変
わ
り
、
球
技
場
の
誓
い
は
憲
法
を
「
定
め
る
」
こ
と
を
最
重
要
の
課
題
と
し
て
設
定
し
た
。
し
か

し
、
既
に
見
た
よ
う
に
球
技
場
の
誓
い
で
は
、
憲
法
を
「
定
め
る
」
こ
と
と
同
時
に
王
国
の
原
則
を
「
維
持
す
る
」
こ
と
に
も
言
及
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
基
本
原
則
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
球
技
場
の
誓
い
も
歴

史
か
ら
完
全
に
切
断
さ
れ
た
憲
法
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
読
み
方
も
可
能
性
と
し
て
は
あ
る
。
実
際
に
、
国
民
議

会
で
の
議
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
以
下
で
は
、
人
権
宣
言
に
つ
い
て
の
審
議
と
そ
れ
に
続

く
フ
ラ
ン
ス
の
統
治
体
制
に
関
す
る
審
議
を
中
心
に
、
憲
法
的
な
規
定
の
正
当
性
の
根
拠
に
何
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

見
て
ゆ
き
た
い
。
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第
二
章　

人
権
宣
言
と
憲
法

ム
ニ
エ
の
報
告

　

六
月
三
〇
日
に
「
国
民
議
会
」
と
し
て
再
出
発
し
た
議
会
で）

1
（

、
憲
法
委
員
会
が
七
月
六
日
か
ら
活
動
を
始
め
る）

2
（

。
本
格
的
に
憲
法
に

つ
い
て
の
議
論
が
始
ま
る
の
は
憲
法
委
員
会
の
報
告
と
し
て
ム
ニ
エ
が
報
告
を
行
っ
た
七
月
九
日
か
ら
で
あ
る
。ム
ニ
エ
の
報
告
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
伝
統
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、
新
し
い
憲
法
を
定
め
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
ま
ず
人
権
宣
言
を
定
め
る
こ
と
の
必
要
性
が
論

じ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
七
月
七
日
に
は
貴
族
身
分
の
議
員
が
伝
統
的
な
三
部
会
の
手
続
が
憲
法
原
則
で
あ
る
と
い
う
決
議
を

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
国
民
議
会
で
改
め
て
審
議
さ
れ
る
こ
と
は
な
い）

3
（

。
一
方
に
既
に
憲
法
は
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
の
主
張
が
あ
り
、

他
方
に
新
た
な
憲
法
・
新
た
な
国
を
作
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
し
か
し
、
三
部
会
が
国
民
議
会
と
な
り
、
審
議
方
法
も
議
決
の
仕

方
も
変
化
し
た
時
点
で
、
単
純
に
既
存
の
憲
法
を
守
る
と
い
う
主
張
は
困
難
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
、
元
々
か
ら
第
三
身
分
の
議
員
と
し

て
、
歴
史
的
伝
統
も
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
審
議
方
法
・
議
決
方
法
を
変
え
、
新
し
い
憲
法
を
作
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
歴

史
的
伝
統
に
も
一
定
の
配
慮
を
し
な
が
ら
、
新
し
い
憲
法
を
作
る
と
い
う
ム
ニ
エ
の
考
え
方
は
、
国
民
議
会
成
立
後
で
も
な
お
歴
史
と

の
つ
な
が
り
を
維
持
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
可
能
な
一
つ
の
考
え
方
を
示
す
も
の
で
あ
る）

4
（

。

　

こ
の
報
告
で
ム
ニ
エ
は
、
憲
法
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
憲
法
と
は
統
治
の
方
法
に
つ
い
て
の
一
定
の
確
立
さ
れ
た
秩
序
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
秩
序
は
、
国
民
に
よ
っ

て
、
あ
る
い
は
選
ば
れ
た
国
民
の
代
表
に
よ
っ
て
自
由
に
か
つ
明
白
な
合
意
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
基
本
的
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
い

な
け
れ
ば
存
在
し
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
と
は
政
府
の
精
確
か
つ
確
実
な
形
式
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
う
言
っ
て
良
け
れ
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ば
、
政
府
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
権
力
の
権
利
と
義
務
の
表
明
で
あ
る）

5
（

。

　

「
統
治
の
方
法
に
つ
い
て
の
一
定
の
確
立
さ
れ
た
秩
序
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
は
、
歴
史
の
中
で
慣
習
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
統
治

の
秩
序
が
連
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
秩
序
が
自
由
か
つ
明
白
な
合
意
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
、
三
部
会
の
身
分
毎
の
審
議
に
つ
い
て
は
反
対
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
で
第
二
身

分
の
多
く
の
議
員
が
支
持
し
た
歴
史
に
基
づ
く
正
当
化
と
同
じ
土
俵
で
議
論
し
つ
つ
も
、
こ
れ
ま
で
の
秩
序
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
細

部
に
つ
い
て
は
明
示
的
に
合
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
明
確
で
あ
る
と
考
え
る
。
事
実
上
の
秩
序
だ
け
で
は
、
そ
の
秩
序
は
憲
法
と
し
て

正
当
化
は
で
き
ず
、
明
白
に
国
民
の
意
思
が
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ム
ニ
エ
は
、「
統
治
の
方
法
が
明
確
に
表
明
さ
れ
た
人
民
の

意
思
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
、憲
法
は
存
在
し
な
い
。そ
こ
に
は
事
実
上
の
政
府
が
あ
る
だ
け
で
、こ
れ
は
状
況
に
よ
っ

て
変
化
し
、
あ
ら
ゆ
る
事
態
に
妥
協
し
て
し
ま
う）

6
（

」
と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
事
実
上
の
政
府
の
権
力
は
、
人
民
の
権
利
を
守
る
よ
り
も

そ
れ
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
、
統
治
者
に
と
っ
て
も
被
治
者
に
と
っ
て
も
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
、
と
ム
ニ
エ
は
言
う
。

　

ム
ニ
エ
は
一
方
で
「
明
白
な
国
民
の
意
思
」
を
求
め
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
憲
法
秩
序
は
必
ず
し
も
歴
史
か
ら
完
全
に
切
断
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
ム
ニ
エ
は
、
過
去
の
国
民
が
示
し
た
意
思
を
想
定
し
て
、
憲
法
秩
序
の
歴
史
的
側
面
に
も
注
目
し
、
憲
法
秩
序
を
完

全
に
歴
史
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
し
な
い
。
つ
ま
り
、「
一
四
世
紀
の
間
わ
れ
わ
れ
は
王
を
戴
い
て
き
た
。
王
権
は
実
力
で
作
ら
れ
た
の

で
は
な
く
、
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る）

7
（

」
と
、
は
じ
め
に
国
民
の
意
思
が
想
定
さ
れ
、
王
政
の
伝
統
が
正
当
化
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
こ
れ
は
既
存
の
憲
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
王
位
継
承
や
課
税
に
つ

い
て
の
一
定
の
原
則
が
確
立
さ
れ
て
は
い
る
が
、政
府
に
つ
い
て
決
定
的
で
完
全
な
形
は
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、「
あ
ら
ゆ
る
権
力
は
混
同

さ
れ
、
そ
の
限
界
も
画
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
憲
法
を
持
っ
て
い
な
い
」
と
ム
ニ
エ
は
断
定
す
る）

8
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ム
ニ
エ
は
一
定
の
歴
史
的
伝
統
の
存
在
と
憲
法
の
不
在
を
確
認
し
た
上
で
、
改
め
て
憲
法
制
定
の
必
要
性
を
述
べ
る
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が
、
そ
の
際
に
、
憲
法
と
一
般
の
法
律
の
区
別
の
必
要
性
に
言
及
す
る
。「
諸
君
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の

の
中
で
、
憲
法
に
関
す
る
も
の
と
、
法
律
制
定
に
関
わ
る
も
の
と
を
区
別
し
よ
う
。
こ
の
区
別
は
容
易
で
あ
る
。
国
家
権
力
を
ど
う
組

織
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
立
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
ル
ー
ル
は
混
同
し
よ
う
が
な
い
。」憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
権
力
と
の
区
別
と
い
う
考
え
方
を
示
し
た
後
、
ム
ニ
エ
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
憲
法
に
取
り
組
む
べ
き
か
法
律
に
取
り
組
む
べ
き

か
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
選
択
は
困
難
で
は
な
い
」
と
し
て
、
結
論
的
に
は
憲
法
か
ら
ま
ず
取
り
か
か
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
を
展
開
す

る
）
9
（

。

　

こ
の
憲
法
か
ら
か
法
律
か
ら
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
国
民
の
意
思
の
み
を
根
拠
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
論
理
的
に
は
憲
法
を
制
定

し
て
初
め
て
立
法
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
ム
ニ
エ
は
、
法
律
か
ら
制
定
す
る
可
能
性
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。

ム
ニ
エ
は
、
既
存
の
法
律
の
存
在
を
前
提
に
、
そ
の
修
正
か
ら
始
め
る
と
い
う
可
能
性
を
排
除
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
既
存
の
法
律

の
存
在
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
定
の
尊
重
す
べ
き
歴
史
的
伝
統
の
存
在
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
も

ム
ニ
エ
の
歴
史
的
秩
序
を
重
視
す
る
考
え
の
表
れ
で
あ
る
。

　

ム
ニ
エ
は
歴
史
的
秩
序
に
も
一
定
程
度
の
配
慮
を
示
し
な
が
ら
も
、
新
し
い
憲
法
の
制
定
を
求
め
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
新
し
い

憲
法
の
基
礎
と
な
る
価
値
を
示
す
も
の
が
人
権
宣
言
で
あ
る
。

す
べ
て
の
社
会
の
目
的
は
全
体
の
幸
福
で
あ
り
、
こ
の
目
的
か
ら
外
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
目
的
に
反
す
る
政
府
は
本
質
的
に
悪
し

き
も
の
で
あ
る
。
憲
法
が
良
き
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
人
権
に
基
礎
を
置
か
ね
ば
な
ら
ず
、
明
白
に
人
権
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
を
準
備
す
る
た
め
に
は
、
自
然
的
正
義
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
個
人
に
認
め
ら
れ
る
権
利
を
認
識
し
、
す

べ
て
の
社
会
の
基
礎
を
形
成
す
べ
き
原
則
を
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
憲
法
の
す
べ
て
の
条
文
は
原
則
か
ら
の
帰
結
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
現
代
公
法
学
者
は
こ
の
原
則
を
示
す
も
の
を
人
権
宣
言
と
呼
ん
で
い
る）

10
（

。
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こ
こ
で
、
人
権
宣
言
が
憲
法
の
基
礎
と
な
る
価
値
を
示
す
も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
委
員
会
は
こ
の
人
権
宣
言
を
憲
法

に
先
立
つ
も
の
と
し
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ム
ニ
エ
は
、
人
権
宣
言
と
憲
法
の
関
係
を
抽
象
的
論
理
的
に

裁
断
す
る
の
で
は
な
く
、
論
理
的
に
は
や
や
曖
昧
に
な
る
が
、
憲
法
と
人
権
宣
言
を
相
互
に
往
復
し
な
が
ら
の
作
業
を
提
案
す
る
。

委
員
会
は
、
わ
れ
わ
れ
の
憲
法
の
目
的
を
思
い
起
こ
す
た
め
に
、
人
権
宣
言
は
憲
法
の
前
に
、
し
か
し
、
条
文
と
は
別
に
前
文
の

形
で
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
と
切
り
離
し
て
発
表
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
た
。
委
員
会
は
、
人
権
宣
言
が
切
り
離

し
て
発
表
さ
れ
れ
ば
、
あ
ま
り
有
用
で
な
い
ば
か
り
か
、
不
都
合
を
引
き
起
こ
す
と
考
え
る
。
抽
象
的
で
哲
学
的
な
観
念
は
、
そ

の
帰
結
を
伴
わ
な
け
れ
ば
、
議
会
が
認
め
た
以
外
の
帰
結
を
想
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
し
ま
う
。
憲
法
の
全
条
文
が
完
成
さ

れ
る
ま
で
人
権
宣
言
を
最
終
的
な
形
で
定
め
な
い
こ
と
で
、
原
則
の
開
示
と
し
て
示
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
、
そ
の
帰
結
と
し
て
承

認
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
を
よ
り
精
確
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
人
権
宣
言
は
、
憲
法
の
前
文
と

し
て
短
く
、
単
純
で
、
精
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
議
会
は
こ
れ
に
ま
ず
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
最
終
的
な
決
定
は
保
留

し
て
お
く
必
要
が
あ
る）

11
（

。

　

憲
法
の
基
本
と
な
る
価
値
を
示
す
も
の
と
し
て
人
権
宣
言
は
必
要
で
あ
り
、
人
権
宣
言
は
憲
法
の
前
文
と
な
る
べ
き
な
の
だ
が
、
抽

象
的
哲
学
的
な
人
権
宣
言
を
先
に
独
立
し
て
定
め
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
帰
結
を
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
憲

法
も
不
確
定
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
実
際
の
手
続
と
し
て
は
、
抽
象
的
な
原
理
と
具
体
的
な
帰
結
と
の
間
で
往
復
し
な

が
ら
、
人
権
宣
言
と
憲
法
を
定
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
、
と
必
ず
し
も
論
理
的
で
は
な
い
が
現
実
的
な
提
案
を
ム
ニ
エ
は
行
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
憲
法
と
人
権
宣
言
と
の
関
係
は
現
実
的
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
論
理
的
に
は
曖
昧
さ
は
免
れ
な
い
。
こ
の

後
、
ム
ニ
エ
が
曖
昧
な
ま
ま
に
残
し
た
憲
法
と
人
権
宣
言
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
点
は
、
憲
法
の
形
式
や
正
当
性
と
も
関
係
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し
な
が
ら
一
つ
の
論
点
と
な
っ
て
い
く）

12
（

。

シ
ェ
イ
エ
ス
と
憲
法
委
員
会

　

ム
ニ
エ
の
報
告
の
二
日
後
、
一
一
日
に
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
が
、「
諸
君
が
、
こ
れ
を
疑
い
の
な
い
真
理
を
表
明
し
た
も
の
と
し
て
た
だ

ち
に
国
民
に
捧
げ
よ
う
と
す
る
に
せ
よ
、
諸
君
の
大
き
な
作
品
の
第
一
章
を
孤
立
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
に
せ
よ
、
確
か
な
こ

と
は
、
諸
君
は
ま
ず
あ
ら
ゆ
る
憲
法
の
第
一
の
原
則
、
あ
ら
ゆ
る
立
法
の
第
一
の
要
素
を
含
む
宣
言
に
つ
い
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
し
て
、
人
権
宣
言
の
草
案
を
示
す
。
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
は
、「
人
権
宣
言
の
メ
リ
ッ
ト
は
真
理
と
精
確
さ

で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
が
知
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
人
が
感
じ
て
い
る
も
の
だ
」
と
言
う
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
を
、
憲

法
の
基
盤
と
な
る
真
理
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
、
憲
法
の
前
文
と
し
て
ま
ず
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る）

13
（

。

　

こ
の
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
の
草
案
に
対
し
て
は
、
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
が
た
だ
ち
に
反
応
す
る
。
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
は
、

こ
の
よ
う
な
人
権
宣
言
が
憲
法
の
他
の
部
分
や
実
定
法
と
結
び
つ
か
な
い
ま
ま
、
孤
立
し
た
ま
ま
採
択
さ
れ
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
危
険

性
を
強
調
し
、「
世
界
に
向
か
っ
て
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
人
民
や
、
遠
く
に
あ
る
政
府
と
の
関
係
を
断
ち
切
っ
た
植
民
地
の
人
民
」
と

「
古
く
か
ら
の
、
巨
大
な
、
世
界
の
中
で
も
第
一
の
人
民
で
、
一
四
世
紀
間
一
つ
の
形
の
政
府
を
持
ち
、
八
世
紀
の
間
一
つ
の
王
朝
に

し
た
が
っ
て
き
た
人
民
、
こ
の
権
力
を
慈
し
ん
で
き
た
人
民
」
と
の
違
い
に
言
及
し
な
が
ら
、
こ
の
人
権
宣
言
の
草
案
を
各
部
局
で
検

討
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
の
草
案
の
審
議
は
先
送
り
に
さ
れ
る）

14
（

。

　

そ
し
て
一
四
日
に
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
の
提
案
を
め
ぐ
る
議
論
が
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
議
会
議
事
録
は
、
こ
の
審
議
に
つ
い
て
は

要
約
的
に
し
か
記
録
を
残
し
て
い
な
い
が
、「
一
方
に
は
、
社
会
的
権
利
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
人
間
の
権
利
を
堅
く
保
障
す
る
た
め

に
、
人
権
宣
言
を
憲
法
の
冒
頭
に
置
く
こ
と
を
望
む
者
が
お
り
、
他
方
に
こ
の
宣
言
は
、
憲
法
の
帰
結
と
し
て
憲
法
の
後
に
置
く
こ
と

を
望
む
者
も
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
何
も
決
定
さ
れ
ず
、
憲
法
は
人
権
宣
言
を
含
む
と
い
う
こ
と
の
み
が
決
定
さ
れ
た
。」
と
記
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述
さ
れ
て
い
る）

15
（

。
こ
こ
で
は
、
ム
ニ
エ
の
報
告
で
や
や
曖
昧
に
さ
れ
て
い
た
、
憲
法
が
尊
重
す
べ
き
基
本
的
価
値
を
表
明
す
る
も
の
と

し
て
人
権
宣
言
が
ま
ず
制
定
さ
れ
て
憲
法
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
べ
き
な
の
か
、
憲
法
を
定
め
た
結
果
尊
重
さ
れ
る
べ
き
権
利
と
し
て
最

後
に
こ
れ
を
確
認
す
る
も
の
と
し
て
人
権
宣
言
を
確
定
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
論
点
が
表
れ
て
き
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
論
点
は
、
単
に
憲
法
制
定
の
手
続
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
先
の
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
の
発
言
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、
憲
法
を
歴
史
か
ら
切
断
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
抽
象
的
哲
学
的
な
価
値
を
基
盤
に
し
て
構
成
す
る
の
か
、
こ
れ
ま
で

の
歴
史
的
伝
統
を
一
定
程
度
尊
重
し
た
上
で
、
そ
の
弊
害
を
除
い
た
上
で
、
新
し
い
憲
法
と
し
て
構
築
し
な
お
す
の
か
と
い
う
、
憲
法

と
歴
史
と
の
関
わ
り
を
ど
う
考
え
る
か
、
憲
法
の
正
当
性
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
と
い
う
議
論
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
日
の
議
論

で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
決
着
は
つ
か
ず
、
あ
ら
た
に
憲
法
委
員
会
を
設
置
し
て
、
憲
法
の
草
案
作
り
に
取
り
か
か
る
こ
と
と
な
る）

16
（

。

　

こ
の
憲
法
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
シ
ェ
イ
エ
ス
が
、
委
員
会
で
人
権
宣
言
に
つ
い
て
の
草
案
を
発
表
す
る
の
が
二
〇
日
で
あ

る
）
17
（

。『
憲
法
序
論
』
と
題
さ
れ
た
、
こ
の
草
案
は
、
単
に
条
文
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
シ
ェ
イ
エ
ス
が
条
文
の
前
に
簡
潔

な
説
明
を
付
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
冊
子
の
形
で
印
刷
さ
れ
た
際
に
は
、
冒
頭
に
「
所
見
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

「
所
見
」
で
、
シ
ェ
イ
エ
ス
は
二
つ
の
立
場
を
整
理
し
て
い
る
。

人
間
に
真
理
が
示
さ
れ
る
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
、
そ
れ
を
信
仰
箇
条
と
し
て
人
間
に
強
制
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は

理
性
よ
り
も
む
し
ろ
記
憶
に
頼
る
。
多
く
の
人
は
、
今
日
な
お
法
律
は
こ
の
性
質
を
持
つ
と
主
張
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、

人
間
と
市
民
の
権
利
は
法
律
か
ら
の
帰
結
で
は
な
く
、
世
界
の
み
な
も
と
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。

真
理
が
提
供
さ
れ
る
第
二
の
方
法
は
、
真
理
か
ら
基
本
的
な
性
質
、
理
性
と
明
証
性
を
奪
わ
な
い
で
お
く
こ
と
で
あ
る
。
人
は
真

に
理
性
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
み
を
知
る
。
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
た
ち
は
そ
の
選
挙
人
た
ち
に
た
い
し
て
こ
の
や
り
方

で
語
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い）

18
（

。
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シ
ェ
イ
エ
ス
の
言
う
第
一
の
方
法
は
、
明
確
な
理
性
的
根
拠
が
無
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
と
り
あ
え
ず
は
尊
重
し
て

お
く
と
い
う
、
伝
統
主
義
的
あ
る
い
は
保
守
的
な
方
法
で
あ
る
が
、
シ
ェ
イ
エ
ス
は
こ
の
方
法
は
と
ら
な
い
。
明
確
な
理
性
的
根
拠
が

示
さ
れ
な
い
信
仰
箇
条
や
、
記
憶
を
下
に
し
た
既
存
の
法
や
慣
習
法
的
伝
統
、
こ
れ
は
究
極
的
に
は
神
の
作
っ
た
世
界
の
源
か
ら
発
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
人
権
は
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
権
は
、
理
性
的
原

理
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
理
性
に
よ
っ
て
認
識
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ェ
イ
エ
ス
に
と
っ
て
は
、
人
権
に
つ

い
て
考
え
る
の
に
、
伝
統
主
義
的
思
考
は
不
要
で
あ
る
ば
か
り
か
、
お
そ
ら
く
有
害
で
あ
ろ
う
。
一
八
世
紀
の
代
表
た
ち
は
伝
統
に
よ

る
の
で
は
な
く
、
理
性
に
基
づ
い
て
語
る
べ
き
で
あ
る
、
と
シ
ェ
イ
エ
ス
は
言
う
。
人
権
宣
言
は
、
憲
法
の
基
本
的
価
値
を
示
す
も
の

と
し
て
そ
の
前
に
置
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
人
権
は
歴
史
的
伝
統
か
ら
で
は
な
く
理
性
的
に
の
み
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
シ
ェ
イ
エ
ス
の
立
場
は
、『
憲
法
序
論

―
人
権
宣
言
に
つ
い
て
の
認
識
と
理
性
的
論
述
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
こ
れ
以
上

な
く
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る）

19
（

。

　

憲
法
委
員
会
は
二
七
日
に
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
＝
ド
＝
シ
セ
、
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
、
そ
し
て
ム
ニ
エ
の
三
人
に
よ
っ
て
報
告
を
行

う
。
こ
の
報
告
で
は
、
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
＝
ド
＝
シ
セ
が
、
ま
ず
総
括
的
な
報
告
を
行
い
、
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
が
陳
情
書
の
分
析

を
行
っ
た
上
で
、
ム
ニ
エ
が
人
権
宣
言
の
草
案
と
フ
ラ
ン
ス
統
治
の
原
理
に
つ
い
て
の
草
案
を
発
表
し
て
い
る
。
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
＝
ド

＝
シ
セ
の
報
告
で
は
、
人
権
宣
言
と
憲
法
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
諸
君
に
し
た
が
っ
て
人
間
と
市
民
の
権
利
の
宣
言
が
憲
法
に
先
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
。
し

か
し
そ
れ
は
、
人
権
宣
言
と
い
う
真
理
が
道
徳
と
理
性
か
ら
力
を
得
る
と
し
て
、
ま
た
す
べ
て
の
人
が
命
を
与
え
ら
れ
た
と
き
か

ら
こ
の
真
理
を
自
ら
の
も
の
と
し
、
こ
の
真
理
と
人
間
の
本
質
・
性
質
と
を
結
び
つ
け
る
力
が
自
然
に
あ
る
と
し
て
、
人
権
宣
言

を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
道
徳
や
理
性
、
自
然
の
力
を
こ
の
第
一
の
真
理
に
刻
印
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
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そ
う
で
は
な
く
、
諸
君
が
、
こ
の
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
原
理
を
絶
え
ず
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
わ
れ
わ
れ
の
考
え
の
中
に
示
さ
れ

る
こ
と
を
望
ん
だ
か
ら
で
あ
る）

20
（

。

　

憲
法
委
員
会
は
、
人
権
宣
言
の
必
要
性
を
認
め
、
こ
れ
を
憲
法
に
先
だ
っ
て
定
め
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
そ
の
重
要
性
を
認
め

て
い
る
。
人
権
と
い
う
重
要
な
価
値
が
憲
法
の
審
議
の
間
に
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
の
無
い
よ
う
に
、
ま
ず
憲
法
の
前
に
人
権
宣
言
を
定
め
、

常
に
そ
れ
を
参
照
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
、
と
こ
れ
が
憲
法
委
員
会
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
憲
法
委
員
会
は
、
人
権
宣
言
が
理
性

や
自
然
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
シ
ェ
イ
エ
ス
の
立
場
か
ら
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
シ
ェ
イ
エ
ス
的
な
立
場
は
、
人

権
宣
言
や
憲
法
の
議
論
を
歴
史
と
は
切
断
し
た
形
で
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
が
、
そ
れ
は
憲
法
委
員
会
の
公
式
見
解
と
は
な
っ
て
い

な
い
。
こ
こ
で
は
、
依
然
と
し
て
ム
ニ
エ
の
よ
う
な
考
え
方
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
＝
ド
＝
シ
セ
は
、
こ
の
後
、
シ
ェ

イ
エ
ス
案
と
ム
ニ
エ
案
さ
ら
に
は
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
の
案
に
も
言
及
し
な
が
ら
議
論
を
展
開
し
、
巧
妙
に
こ
の
三
つ
、
と
り
わ
け
シ
ェ

イ
エ
ス
案
と
ム
ニ
エ
案
を
結
び
つ
け
て
ゆ
く
が
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の
議
論
の
核
心
の
部
分
と
言
え
る
人
権
宣
言
の
理
性
か
ら
の
演
繹
と
い

う
考
え
方
は
す
で
に
退
け
ら
れ
て
い
る）

21
（

。

　

こ
の
後
、
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
が
陳
情
書
の
分
析
に
つ
い
て
報
告
し
、
こ
の
中
で
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
も
紹
介
し
た
一
節

が
表
れ
て
い
る
。
引
用
は
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
も
う
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

諸
君
、
わ
れ
わ
れ
議
員
は
全
員
一
つ
の
点
で
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
議
員
は
国
家
の
再
生
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
に
は
一
四
世
紀
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
き
た
憲
法
を
、
作
り
直
し
復
活
さ
せ
る
こ
と
で
、
再
生
を

は
か
ろ
う
と
す
る
者
が
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
そ
の
憲
法
は
、
時
間
の
流
れ
の
中
で
そ
の
憲
法
に
加
え
ら
れ
て
き
た
陵
辱
や
、

個
人
的
な
利
害
か
ら
公
的
利
害
に
対
し
て
起
こ
さ
れ
て
き
た
多
く
の
反
乱
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
れ
を
修
正
し
さ
え
す
れ
ば
、
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ま
だ
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。

他
方
、
既
存
の
社
会
体
制
は
あ
ま
り
に
も
腐
敗
し
て
い
る
と
し
て
新
し
い
憲
法
を
求
め
る
者
が
い
る
。
こ
の
者
た
ち
は
、
す
べ
て

の
フ
ラ
ン
ス
人
の
心
の
中
で
深
く
愛
さ
れ
、
尊
敬
さ
れ
て
い
る
君
主
に
よ
る
統
治
と
そ
の
諸
形
式
を
例
外
的
に
維
持
す
る
こ
と
を

命
じ
ら
れ
て
い
る
以
外
は
、
憲
法
を
創
設
し
、
確
実
な
原
則
を
基
に
あ
ら
ゆ
る
権
力
を
正
し
く
区
別
・
構
築
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
帝

国
の
繁
栄
の
基
盤
を
築
く
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
権
力
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え
る）

22
（

。

　

こ
こ
で
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
を
二
つ
の
立
場
に
整
理
し
て
お
り
、
憲
法
と
人
権
宣
言
の
関
係
も
こ
の
二

つ
の
立
場
と
関
連
づ
け
て
整
理
す
る
。
こ
の
引
用
に
引
き
続
い
て
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

諸
君
、
こ
の
者
た
ち
は
、
憲
法
の
第
一
章
は
人
権
宣
言
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
不
滅
の
権
利
、
そ
れ
を
守
る
た

め
に
社
会
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。

こ
の
人
権
宣
言
の
要
求
は
、
常
に
無
視
さ
れ
て
き
た
が
、
い
わ
ば
、
新
し
い
憲
法
を
求
め
る
陳
情
書
と
、
既
存
の
憲
法
と
考
え
ら

れ
る
も
の
を
再
構
築
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
陳
情
書
と
の
唯
一
の
相
違
点
で
あ
る
。

　

既
存
の
憲
法
を
下
に
こ
れ
を
修
正
す
る
と
す
る
者
た
ち
は
、
議
論
の
基
礎
と
し
て
既
存
の
憲
法
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、
人
権

宣
言
と
い
う
形
で
基
本
的
価
値
を
確
認
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
に
は
ム
ニ
エ
よ
り
も
さ
ら
に
保
守
的
な
、
既
存
の
憲
法
が
存
在
す
る

と
い
う
七
月
七
日
の
第
二
身
分
の
議
決
に
近
い
立
場
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
新
し
く
憲
法
を
作
ろ
う

と
す
る
も
の
は
、
憲
法
の
基
礎
と
な
る
価
値
を
確
認
す
る
も
の
と
し
て
、
憲
法
に
先
立
っ
て
人
権
宣
言
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
ラ

リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
議
論
は
既
存
の
憲
法
が
あ
る
と
考
え
る
か
新
し
い
憲
法
を
作
る
の
か
と
い
う
二
者
択
一
の
図
式
に

岡　法（63―１) 86

八
六



整
理
さ
れ
、
前
者
で
あ
れ
ば
人
権
宣
言
は
不
要
、
後
者
で
あ
れ
ば
人
権
宣
言
が
必
要
と
い
う
対
応
関
係
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
後
は
、
お

お
む
ね
こ
の
図
式
に
し
た
が
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

　

と
り
あ
え
ず
こ
の
憲
法
委
員
会
の
報
告
で
は
、
新
し
い
憲
法
を
求
め
る
立
場
は
ム
ニ
エ
的
な
立
場
で
代
表
さ
れ
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の
議

論
は
棚
上
げ
に
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
新
し
い
憲
法
を
求
め
る
立
場
に
も
、
シ
ェ
イ
エ
ス
的
な
い
わ
ば
理
性
か
ら

の
み
人
権
を
演
繹
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
、
一
定
の
歴
史
的
蓄
積
に
配
慮
し
よ
う
と
す
る
ム
ニ
エ
的
な
立
場
と
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に

置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

人
権
宣
言
と
憲
法

　

人
権
宣
言
と
憲
法
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
は
、「
人
間
と
市
民
の
権
利
宣
言
を
憲
法
の
冒
頭
に
置
く
か
否
か
」と
い
う
議
題
で
八
月

一
日
か
ら
本
格
的
な
議
論
と
な
る
。
四
日
に
結
論
が
出
る
ま
で
、
非
常
に
多
く
の
議
員
が
発
言
し
て
お
り
、
す
べ
て
の
発
言
者
が
、
こ

の
問
い
に
た
い
し
て
明
確
な
回
答
を
だ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）

23
（

。
さ
ら
に
こ
の
時
期
、
ヴ
ァ
ス
チ
ー
ユ
占
領
後
の
大
恐
怖
が
広
が
る

情
勢
の
下
、
人
権
宣
言
と
い
う
形
で
抽
象
的
に
自
由
に
つ
い
て
承
認
す
る
こ
と
が
、
混
乱
を
い
っ
そ
う
増
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸

念
が
議
員
の
間
に
も
広
が
っ
て
お
り
、
無
秩
序
に
対
す
る
不
安
が
多
く
の
議
員
の
発
言
に
も
反
映
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
憲

法
の
正
当
性
よ
り
も
、
混
乱
す
る
情
勢
の
中
で
い
か
に
し
て
秩
序
を
確
立
す
る
か
と
い
う
問
題
が
議
論
の
一
つ
の
焦
点
と
も
な
っ
て
い

る
と
も
言
え
る）

24
（

。
し
か
し
、
人
権
宣
言
の
扱
い
と
歴
史
へ
の
態
度
に
あ
る
程
度
の
相
関
関
係
を
見
い
だ
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

　

カ
ス
テ
ラ
ー
ヌ
伯
は
人
権
宣
言
を
憲
法
の
前
に
置
く
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
に
対
し
て
は
、
非
常
に

厳
し
い
見
方
を
提
示
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
野
蛮
か
ら
抜
け
出
し
た
と
た
ん
に
、
貴
族
と
専
制
君
主
と
無
政
府
状
態
の
中
で
す
べ
て
の

不
幸
が
結
び
つ
い
て
き
た
。
あ
る
暴
君
を
倒
す
た
め
に
王
に
力
を
与
え
た
が
、
無
知
な
人
々
は
つ
な
が
れ
る
鎖
を
取
り
替
え
た
だ
け
で

あ
っ
た
。
領
主
の
専
制
は
倒
し
て
も
今
度
は
大
臣
の
専
制
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。
自
由
な
所
有
も
知
ら
ず
、
人
身
の
自
由
ま
で
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失
い
、
封
印
令
状
の
制
度
が
で
き
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
法
律
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
人
民
だ
け
で
、
憲
法
の
擁
護
者
を
自
認

す
る
パ
ル
ル
マ
ン
は
何
を
し
て
き
た
か
？
こ
の
よ
う
に
歴
史
を
要
約
し
た
カ
ス
テ
ラ
ー
ヌ
伯
は
、現
状
の
危
険
性
を
認
識
し
な
が
ら
も
、

「
放
縦
を
食
い
止
め
る
真
の
方
法
は
自
由
の
基
礎
を
築
く
こ
と
だ
。
人
々
が
自
分
た
ち
の
権
利
に
つ
い
て
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
人
々
は

自
分
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
る
法
律
を
愛
し
、
祖
国
を
慈
し
み
、
混
乱
を
恐
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
人
権
宣
言
の
必
要
性
、
人
権
宣

言
を
憲
法
の
冒
頭
に
置
く
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
す
る）

25
（

。

　

こ
の
議
論
の
中
で
も
っ
と
も
保
守
的
な
立
場
を
取
る
の
は
、
お
そ
ら
く
マ
ル
エ
で
あ
る
。
マ
ル
エ
は
、
第
三
身
分
の
議
員
の
中
で
は

ほ
と
ん
ど
孤
立
し
な
が
ら
も
、
三
部
会
の
時
期
か
ら
、
身
分
毎
の
資
格
確
認
を
容
認
す
る
意
見
を
示
し
続
け
て
き
た
人
物
で
も
あ
る
。

マ
ル
エ
は
、「
二
〇
世
紀
の
経
験
」
の
中
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
知
識
の
価
値
を
認
め
、「
形
而
上
学
的
」
議
論
を
批
判
す
る
。

良
き
憲
法
は
よ
り
良
い
道
徳
的
秩
序
の
帰
結
で
あ
り
原
因
で
あ
る
。
帰
結
と
し
て
は
、
憲
法
制
定
権
力
は
公
的
習
俗
に
従
う
こ
と

し
か
で
き
な
い
。
原
因
と
し
て
は
、
憲
法
制
定
権
力
は
こ
れ
を
よ
り
良
い
結
果
を
も
た
ら
す
た
め
に
改
良
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

破
壊
と
再
構
築
が
必
要
な
の
だ
。
一
方
で
、
勇
気
を
鼓
舞
し
な
が
ら
超
え
て
は
な
ら
な
い
一
線
を
明
確
に
し
、
他
方
で
自
尊
心
に

寵
愛
や
権
力
な
ど
と
い
っ
た
目
的
よ
り
も
よ
り
高
い
目
的
を
与
え
、
出
生
や
財
産
に
よ
る
優
越
性
に
し
か
る
べ
き
限
度
を
定
め
、

最
後
に
徳
と
才
能
と
い
う
贈
り
物
に
ふ
さ
わ
し
い
場
を
与
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
い
っ
た
こ
と
が
、
諸
君
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
良
き
憲
法
を
補
う
も
の
で
あ
り
、
社
会
に
お
け
る
人
間
の
権
利
と
し
て
発
展
し

保
障
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
宣
言
は
憲
法
の
序
文
と
な
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ

の
立
法
に
つ
い
て
の
宣
言
は
当
然
わ
れ
わ
れ
が
採
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
形
而
上
学
的
報
告
で
も
抽
象
的
定
義
で
も
な
い）

26
（

。

　

こ
こ
で
、マ
ル
エ
が
憲
法
の
序
文
と
す
べ
き
宣
言
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
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少
な
く
と
も
理
性
的
原
理
か
ら
演
繹
さ
れ
る
シ
ェ
イ
エ
ス
の
よ
う
な
人
権
宣
言
に
つ
い
て
は
否
定
し
て
お
り
、
憲
法
と
い
う
の
が
抽
象

的
な
原
理
か
ら
演
繹
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
構
築
さ
れ
て
き
た
秩
序
を
前
提
と
し
、
新
し
く
作
り
替
え
る
必
要
が
あ
る
と

し
て
も
、
既
存
の
秩
序
を
前
提
に
そ
れ
を
改
良
し
て
ゆ
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。

マ
ル
エ
は
、「
実
定
法
に
よ
っ
て
変
化
を
被
ら
な
い
自
然
法
は
無
い
」
と
述
べ
、
抽
象
的
な
人
権
よ
り
も
権
利
を
制
限
し
秩
序
を
維
持
す

る
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
人
権
宣
言
が
自
然
的
平
等
の
下
で
の
自
由
と
い
う
一
般
的
絶
対
的
原
則
を
表
明
す
れ
ば
必
要
な
紐
帯

は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
憲
法
の
み
が
世
界
が
引
き
裂
か
れ
る
の
を
防
い
で
く
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
憲
法
制
定
を
速
や
か

に
行
う
た
め
に
、
委
員
会
の
作
業
を
教
示
と
し
て
受
け
入
れ
、
人
権
宣
言
の
起
草
に
つ
い
て
は
最
後
の
検
討
に
回
し
、
今
夜
か
ら

各
部
局
で
、
ま
た
明
日
か
ら
議
会
で
、
ム
ニ
エ
氏
が
提
出
し
た
プ
ラ
ン
あ
る
い
は
そ
の
他
の
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
フ
ラ
ン
ス
統
治

の
原
則
に
つ
い
て
の
議
論
を
始
め
る
こ
と
を
提
案
す
る）

27
（

。

　

絶
対
的
・
抽
象
的
な
人
権
を
宣
言
し
て
し
ま
え
ば
社
会
の
秩
序
は
破
壊
さ
れ
か
ね
な
い
。
そ
の
前
に
、
統
治
の
原
則
を
確
立
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
現
実
に
は
、
個
人
の
権
利
は
、
こ
の
統
治
の
原
理
の
中
で
制
限
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
し
、
そ
の
制
限
に
言
及
せ
ず
に

人
権
を
宣
言
す
る
こ
と
は
、
無
秩
序
に
陥
り
か
け
て
い
る
現
在
の
状
況
を
さ
ら
に
悪
く
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
マ
ル
エ
は
、
歴
史
の
中
で

虐
げ
ら
れ
て
き
た
人
々
が
引
き
起
こ
す
無
秩
序
へ
の
恐
れ
を
強
調
し
な
が
ら
、
無
秩
序
に
陥
ら
な
い
た
め
に
も
、
既
存
の
秩
序
を
前
提

に
憲
法
を
考
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ー
ユ
以
後
の
混
乱
す
る
状
況
に
た
い
す
る
判
断
も
交
え
な
が
ら
、
マ
ル
エ
は
、
人
権

宣
言
の
審
議
を
後
に
回
し
、
既
存
の
秩
序
を
前
提
と
し
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
統
治
の
原
則
に
つ
い
て
ま
ず
議
論
す
べ
き
で
あ
る
、
と
言
う）

28
（

。

　

こ
の
議
論
は
、
八
月
四
日
に
人
権
宣
言
で
は
な
く
、「
人
権
に
つ
い
て
認
識
す
る
と
き
に
、
そ
の
権
利
と
い
う
も
の
の
使
い
方
を
知
る
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と
同
時
、
そ
の
限
界
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、」
人
権
と
義
務
の
宣
言
を
定
め
る
と
い
う
提
案
が
、
デ
ュ
ポ
ン
か
ら
な
さ
れ
、
こ

れ
は
一
定
の
支
持
を
受
け
る
。
そ
う
す
れ
ば
、「
人
権
宣
言
は
大
き
な
利
益
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
危
険
で
は
な
く
な
る
。」
抽
象
的

な
権
利
を
定
め
る
こ
と
で
、
社
会
的
な
紐
帯
が
破
壊
さ
れ
、
社
会
が
無
政
府
状
態
に
陥
る
と
い
う
よ
う
な
懸
念
に
た
い
し
て
、
権
利
と

と
も
に
義
務
を
定
め
て
お
く
こ
と
で
、こ
う
し
た
無
秩
序
が
拡
大
す
る
こ
と
を
防
ご
う
と
い
う
わ
け
だ）

29
（

。こ
の
提
案
は
、カ
ミ
ュ
に
よ
っ

て
「
人
間
と
市
民
の
権
利
と
義
務
の
宣
言
を
作
る
か
作
ら
な
い
か
」
と
い
う
形
の
動
議
と
し
て
提
案
さ
れ
る
が
、
こ
の
動
議
は
賛
成
四

三
三
票
、
反
対
五
七
〇
票
で
否
決
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
議
会
は
、「
ほ
と
ん
ど
全
会
一
致
で
憲
法
の
前
に
人
間
と
市
民
の
権
利
宣
言
が
置

か
れ
る
こ
と
を
決
定
し
た）

30
（

。」

　

権
利
と
義
務
の
宣
言
を
定
め
る
と
い
う
提
案
は
、
比
較
的
多
く
の
支
持
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
否
決
さ
れ
た
後
、
人
権
宣
言
を
憲
法
の

前
に
置
く
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
秩
序
か
ら
出
発
し
、
憲
法
を
先
に
定
め
る
と
い
う
マ
ル
エ
の
よ
う
な
考
え
方
は

ほ
と
ん
ど
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
二
七
日
の
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
の
報
告
で
は
、
既
存
の
憲
法
を
下
に
考
え
て
ゆ
く
と
い
う

意
見
も
一
つ
の
意
見
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
陳
情
書
の
分
析
で
あ
り
、
国
民
議
会
成
立
以
前
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の

で
あ
る
。三
部
会
が
既
に
国
民
議
会
に
な
り
、審
議
の
方
法
も
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
を
前
に
し
て
、改
め
て
ア
ン
シ
ャ
ン
・

レ
ジ
ー
ム
の
秩
序
を
基
本
に
し
て
新
し
い
憲
法
を
作
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
、
結
局
、
マ
ル
エ
の

よ
う
な
考
え
方
が
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
ま
た
国
民
議
会
は
、
既
存
の
秩
序
を
離
れ
て
新
し
い
国
を
作
り
上
げ

て
ゆ
く
、
新
し
い
憲
法
を
作
る
と
い
う
方
向
に
ま
た
一
歩
を
進
め
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、新
し
い
憲
法
を
作
る
と
言
っ
て
も
、依
然
と
し
て
ム
ニ
エ
の
よ
う
な
考
え
方
は
完
全
に
は
捨
て
去
ら
れ
て
は
い
な
い
。シ
ェ

イ
エ
ス
は
、
人
権
を
理
性
的
抽
象
的
原
理
と
し
て
捉
え
、
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
憲
法
を
制
定
す
る
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
ム
ニ
エ
は
、
人
権
宣
言
を
基
盤
と
し
て
新
し
い
憲
法
を
作
る
と
い
い
な
が
ら
、
し
か
し
、
歴
史
の
中
で
確
認
さ
れ
て
き

た
原
理
の
中
に
は
、
新
し
い
憲
法
の
中
に
盛
り
込
む
べ
き
も
の
も
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
は
人
権
宣
言
を
定
め
た
後
で
も
、
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伝
統
的
な
原
理
を
取
捨
選
択
し
、
一
定
の
秩
序
を
憲
法
と
し
て
承
認
す
る
と
い
う
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
歴
史
的
な
伝
統
を
人
権
宣

言
の
原
理
か
ら
見
直
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
こ
の
ム
ニ
エ
の
立
場
は
、
歴
史
で
は
な
く
理
性
を
原
理
と
し
て
憲
法
を
作
る
と
す
る
シ
ェ
イ

エ
ス
的
な
立
場
か
ら
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

第
三
章　

フ
ラ
ン
ス
の
統
治
原
理

国
王
の
裁
可
権
と
伝
統

　

人
権
宣
言
で
は
、
人
は
自
由
・
平
等
で
あ
り
、
国
家
の
目
的
は
自
然
権
の
保
護
で
あ
る
と
す
る
社
会
契
約
論
的
構
成
が
と
ら
れ
、
主

権
が
国
民
に
あ
る
こ
と
、
法
は
一
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
ゆ
く
が
、
こ
の
人
権
宣
言
の
審
議
で
は
ム
ニ
エ
や

ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
も
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た）

31
（

。
そ
し
て
、
人
権
宣
言
に
つ
い
て
の
審
議
が
ひ
と
と
お
り
終
わ
っ
た
後
、
二

七
日
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
統
治
原
理
に
つ
い
て
議
論
が
始
ま
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
統
治
原
理
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
、
国
王
の
議
会
に
対
す
る
拒
否
権
、
議
会
を
二
院
制
と
す
る
か
一
院
制
と
す
る
か
と

い
っ
た
点
が
議
論
と
な
る
が
、
ム
ニ
エ
は
、
国
王
の
議
会
に
対
す
る
拒
否
権
を
認
め
、
議
会
は
二
院
制
と
し
て
、
元
老
院
に
よ
っ
て
国

民
の
意
思
に
あ
る
程
度
の
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
こ
れ
に
対
し
て
国
王
の
拒
否
権
を
制
限
し
、
議
会
も
一
院
制
と
し

て
国
民
の
意
思
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
立
法
に
反
映
さ
せ
る
体
制
を
作
ろ
う
と
す
る
者
た
ち
が
対
立
す
る
。
九
月
一
一
日
に
国
王
の
拒
否
権

に
つ
い
て
の
結
論
が
出
る
ま
で
、
国
王
の
権
限
に
つ
い
て
激
し
い
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
実
質
的
な
対
立
と
関
連
し
な
が
ら
、
尊
重
す
べ
き
既
存
の
歴
史
的
伝
統
を
想
定
す
る
者
と
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
新
し
い

秩
序
を
作
り
出
す
こ
と
を
考
え
る
者
と
の
対
立
も
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
二
九
日
の
審
議
で
は
、
レ
ド
ン
が
、
自
分
た
ち
は
ど
の

よ
う
な
権
利
を
持
っ
て
い
る
か
と
問
い
、「
誰
も
フ
ラ
ン
ス
を
王
国
と
し
て
作
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
わ
れ
わ
れ
は
皆
、
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フ
ラ
ン
ス
は
王
国
で
あ
る
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。…
…
わ
れ
わ
れ
が
作
り
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
新
し
い
制
度
で
は
な
く
、

宣
言
に
過
ぎ
な
い
。
国
王
の
裁
可
権
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
が
作
り
出
す
権
利
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
承
認
す
べ

き
権
利
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る）

32
（

。
こ
の
発
言
で
は
、
既
に
一
定
の
秩
序
が
あ
り
、
議
員
は
新
し
い
も
の
を
作
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、

既
に
あ
る
も
の
、
既
に
あ
る
国
家
や
国
王
の
権
限
を
確
認
し
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ペ
シ
オ
ン
＝
ド
＝
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
は
、「
議
会
は
憲
法
制
定
権
力
を
行
使
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
憲
法
を
作
る
た
め

に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
議
会
が
何
で
も
で
き
る
権
力
を
持
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
私
は
陳
情
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
問
題
を

精
査
し
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
陳
情
書
で
ど
の
程
度
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
か
が
あ
ら
か
じ

め
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
、
国
王
の
裁
可
権
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
各
々
が
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
反
論
す
る）

33
（

。
こ

こ
で
は
、
国
民
の
意
思
は
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
陳
情
書
な
ど
に
表
さ
れ
る
意
思
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
議
員
は
陳

情
書
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
憲
法
を
作
り
、
そ
の
中
で
国
王
の
裁
可
権
に
つ
い
て
も
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
述
べ

ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
ド
ゥ
シ
ャ
ン
は
、新
し
い
憲
法
を
作
る
と
い
う
こ
と
に
は
反
対
す
る
立
場
か
ら
、「
わ
れ
わ
れ
が
三
部
会
に
送
ら
れ
た
と
き
に

は
、
新
し
い
憲
法
を
作
れ
と
は
言
わ
れ
て
お
ら
ず
、
古
い
も
の
を
再
生
さ
せ
ろ
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
諸
君
は
わ
れ
わ
れ
の
統
治
を

王
政
国
家
と
し
て
打
ち
立
て
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
古
来
の
王
政
を
確
認
す
る
と
し
か
言
え
な
い
」
と
、
議
論
を
要
約
し
、
国

王
の
裁
可
権
は
既
存
の
古
来
の
憲
法
、
古
来
の
王
政
の
中
で
既
に
存
在
し
て
い
る
も
の
だ
と
言
う
。

　

立
法
に
対
す
る
国
王
の
大
き
な
権
限
を
認
め
る
べ
き
だ
と
考
え
る
者
は
、
既
存
の
憲
法
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
既
存
の
秩
序
・
伝

統
の
存
在
を
強
調
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
者
は
新
し
い
憲
法
を
作
る
と
い
う
言
い
方
を
す
る
。
国
王
の
権
限
を
め
ぐ
る
議
論
と
関
連
し

て
、
憲
法
は
既
に
あ
る
の
か
新
し
く
作
る
の
か
と
い
う
論
点
は
、
人
権
宣
言
が
定
め
ら
れ
た
後
も
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
中
で
、
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
と
ム
ニ
エ
が
憲
法
委
員
会
と
し
て
改
め
て
報
告
を
行
う
の
は
三
一
日
で
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あ
る）

34
（

。

憲
法
委
員
会
報
告

　

三
一
日
の
議
会
で
「
王
の
裁
可
権
に
つ
い
て
の
議
論
」
と
し
て
、
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
が
憲
法
第
二
章
立
法
権
に
つ
い
て
の
報

告
を
行
い
、
そ
の
後
で
ム
ニ
エ
に
よ
っ
て
草
案
が
提
示
さ
れ
る
。
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
の
報
告
は
、
立
法
に
お
け
る
国
王
の
裁
可

権
を
認
め
、
議
会
は
二
院
制
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
お
り
、
国
王
の
強
い
権
限
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
案
の
第
一

章
は
、
既
に
審
議
を
終
え
た
人
権
宣
言
で
あ
り
、
人
権
宣
言
を
冒
頭
に
お
き
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
フ
ラ
ン
ス
統
治
の
原
則
を
議
論
す

る
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
審
議
で
得
ら
れ
た
結
論
に
沿
っ
て
い
る
。
し
か
し
報
告
の
中
で
、
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ

ン
ダ
ー
ル
は
、
過
去
の
三
部
会
の
決
定
に
言
及
す
る
な
ど
、
依
然
と
し
て
歴
史
的
な
議
論
を
そ
の
主
張
の
一
つ
の
基
礎
に
し
て
お
り
、

こ
れ
は
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
の
後
で
報
告
を
行
う
ム
ニ
エ
的
な
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
、
シ
ェ
イ
エ
ス
的
な
理
性
か
ら
の
演
繹

と
い
う
形
は
取
っ
て
い
な
い
。

　

国
王
が
立
法
の
プ
ロ
セ
ス
で
一
定
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
の
に
、
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
は
、
ブ
ラ
ク
ス
ト
ン
な

ど
を
引
き
な
が
ら
や
や
抽
象
的
な
形
で
議
論
を
組
み
立
て
た
後
、「
事
実
に
関
す
る
論
証
に
移
れ
ば
、わ
れ
わ
れ
は
勇
気
を
持
っ
て
次
の

よ
う
に
言
う
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
立
法
に
お
け
る
王
の
協
力
を
問
題
に
す
る
権
利
す
ら
持
っ
て
い
な
い
と
。
わ
れ
わ
れ
の
時
代

以
前
の
王
政
に
何
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
以
降
の
王
政
の
歴
史
を
、

批
難
す
べ
き
も
の
も
あ
っ
た
と
し
な
が
ら
も
、国
民
と
国
王
が
共
同
で
立
法
を
行
っ
て
来
た
と
と
ら
え
、「
今
日
に
至
る
ま
で
に
こ
の
学

説
は
フ
ラ
ン
ス
公
法
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
」
と
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る）

35
（

。
そ
し
て
、
歴
史
的
伝
統
が
歴
史
的
伝
統
で
あ
る
が
故
に
肯

定
さ
れ
る
べ
き
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
過
去
か
ら
の
一
定
の
蓄
積
を
受
け
継
い
だ
上
で
新
し
い
制
度
を
作
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
、
何
世
代
も
の
間
、
神
聖
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
契
約
が
ど
こ
ま
で
現
代
の
世
代
を
拘
束
す
る
か
は
検
討
し
な
か
っ

た
。
ブ
ラ
ク
ス
ト
ン
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
お
そ
ら
く
こ
の
重
要
な
問
題
を
決
定
す
る
権
限
が
あ
り
、
そ
れ
を
行
っ
た
。
わ
れ

わ
れ
は
祖
先
か
ら
遠
く
離
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
義
務
は
祖
先
の
決
定
に
従
う
こ
と
で
あ
る
（
一
巻
三
章
：
原
注
）」
と
言
う

が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
先
の
世
代
の
あ
ら
ゆ
る
制
度
を
、
一
律
に
後
の
世
代
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
考
え
方
は
政
治
に
お
い
て

は
有
害
な
だ
け
の
邪
説
で
あ
る
と
ま
で
は
考
え
な
い
。
だ
が
、
国
民
は
そ
の
意
思
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
あ
る
と
き

に
決
定
し
た
こ
と
を
ま
た
別
の
時
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
原
則
か
ら
出
発
す
る
に
し
て
も
、何
世
紀
も
の
間
、

国
王
に
認
め
ら
れ
て
き
た
特
権
を
国
民
代
表
が
奪
う
に
は
、
す
く
な
く
と
も
国
民
が
そ
の
意
思
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
国
民
は
こ
の
明
確
な
意
思
を
示
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
に
反
す
る
意
思
も

示
し
て
い
な
い
。
非
常
に
多
く
の
わ
れ
わ
れ
の
選
挙
民
は
法
律
の
制
定
の
た
め
に
会
議
と
国
王
が
協
力
・
共
同
す
る
こ
と
を
命
じ

て
い
る
し
、
こ
れ
を
憲
法
の
一
つ
の
基
礎
と
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
協
力
関
係
を
確
立
し

な
け
れ
ば
、
明
白
に
国
民
の
意
思
に
反
す
る
条
項
を
挿
入
し
、
国
民
に
従
わ
な
い
こ
と
と
な
り
、
国
民
に
よ
っ
て
否
認
さ
れ
、
わ

れ
わ
れ
が
作
成
す
る
憲
法
全
体
を
瑕
疵
あ
る
も
の
と
し
て
し
ま
う）

36
（

。

　

ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
は
、
過
去
の
制
度
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
は
言
わ
ず
、
国
民
の
意
思
に
よ
る
決
定
が

原
則
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
国
民
の
意
思
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、
伝
統
的
な
国
王
の
権
限
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
国
民
の
意

思
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
言
い
、
国
民
が
何
世
紀
も
の
間
認
め
て
き
た
国
王
の
権
限
を
否
定
す
る
に
は
、
新
た
に

明
確
な
国
民
の
意
思
の
表
明
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
る
。
伝
統
は
伝
統
で
あ
る
が
故
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
く
、
伝
統
の
基

礎
に
国
民
の
意
思
が
あ
る
た
め
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
伝
統
を
変
え
る
に
は
新
た
な
国
民
の
意
思
の
表
明

が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
が
な
い
限
り
、
伝
統
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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二
院
制
の
提
案
に
つ
い
て
も
、
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
は
、「
い
か
な
る
国
の
憲
法
を
作
る
に
せ
よ
、
人
間
を
数
的
に
の
み
と
ら

え
、
そ
の
能
力
や
自
然
権
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
考
え
る
の
は
不
十
分
で
あ
る
。
人
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
感
情
や
情
熱
と
い
う
観
点

か
ら
精
神
的
な
面
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
統
治
や
行
政
の
分
野
で
は
、
そ
の
経
験
を
問
い
、
非
常
に
惑
わ
さ
れ
や
す
い

理
論
に
は
警
戒
心
を
持
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
」と
し
て
、理
論
的
に
の
み
考
え
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
。ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー

ル
は
、
人
間
に
は
支
配
を
好
む
気
質
が
あ
り
、
い
か
な
る
権
力
で
も
乱
用
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
と
言
う
。
こ
の
権
力
の
乱
用
を
防
ぐ

に
は
、
立
法
権
を
さ
ら
に
分
割
し
て
牽
制
し
あ
う
必
要
が
あ
る
。
一
つ
の
権
力
は
必
然
的
に
す
べ
て
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
。
二
つ
の

権
力
は
、
一
つ
が
も
う
一
つ
を
破
壊
す
る
ま
で
戦
い
続
け
る
。
権
力
は
三
つ
に
分
け
る
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

立
法
権
は
国
王
と
国
民
代
表
議
会
と
元
老
院
の
三
つ
で
分
割
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る）

37
（

。
そ
し
て
、
こ
の
論
証
を
支
え
る
た
め
に
、

ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
は
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
、
い
く
つ
か
の
歴
史
的
な
事
例
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
ゆ
く
。

ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
の
報
告
の
後
、
ム
ニ
エ
が
憲
法
草
案
を
議
会
に
提
示
し
、
こ
の
際
に
、
立
法
府
は
恒
常
的
に
開
か
れ
る
べ
き

こ
と
に
追
加
的
に
言
及
し
て
い
る）

38
（

。

　

憲
法
委
員
会
の
提
案
で
は
、
議
会
は
二
院
制
で
、
国
王
と
二
つ
の
議
会
に
よ
っ
て
立
法
が
行
わ
れ
、
法
律
は
三
つ
の
機
関
の
意
思
が

一
致
し
て
初
め
て
成
立
す
る
。
国
王
の
拒
否
権
と
国
王
が
議
員
を
選
出
す
る
元
老
院
を
定
め
、
国
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
国
民
議
会

の
決
定
に
対
抗
さ
せ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
憲
法
委
員
会
の
議
論
は
、
国
民
の
意
思
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
歴

史
的
な
経
験
を
考
慮
に
入
れ
、
国
王
の
伝
統
的
な
権
限
を
変
え
る
こ
と
に
つ
い
て
明
確
な
国
民
の
意
思
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
が
一
つ
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。
新
し
い
国
民
議
会
が
設
置
さ
れ
、
人
権
宣
言
が
定
め
ら
れ
た
後
に
な
っ
て
も
な
お
、
憲
法
委
員
会

は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
伝
統
に
一
定
の
役
割
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
権
宣
言
に
よ
っ
て
、
国
民
主
権
が
明
確
に
さ
れ
、

法
律
は
一
般
意
志
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
中
で
、
憲
法
委
員
会
の
議
論
を
維
持
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
は
こ
の
後
す
ぐ
に
明

ら
か
に
な
る
。
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国
民
主
権
論
と
国
王
の
拒
否
権

　

こ
の
憲
法
委
員
会
の
報
告
を
下
に
九
月
一
日
か
ら
審
議
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
審
議
で
は
憲
法
委
員
会
の
原
案
に
対
し
て
批
判
的
な

見
解
が
次
々
と
示
さ
れ
る
。
ム
ニ
エ
は
絶
対
的
拒
否
権
と
い
う
用
語
は
使
お
う
と
は
し
な
い
の
だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
憲
法
委
員
会
の

提
案
は
、
国
王
の
絶
対
的
拒
否
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
整
理
さ
れ
て
し
ま
う）

39
（

。
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
拒
否
権
の
支
持
者

は
、
非
常
に
少
な
い
。
議
論
の
主
流
は
、
国
王
に
停
止
的
な
拒
否
権
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
国
王
の
権
限
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
が
示
し
た
よ
う
な
、
国
王
の
伝
統
的
権
限
を
根

拠
に
す
る
議
論
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
非
常
に
保
守
的
な
立
場
か
ら
議
論
を
し
て
き
た
マ
ル
エ
や
、
国
民
議
会
が
設
置

さ
れ
る
ま
で
は
第
二
身
分
の
代
表
的
論
客
と
し
て
三
部
会
の
手
続
を
歴
史
的
に
正
当
化
し
て
き
た
ダ
ン
ト
レ
ー
グ
伯
も
、
こ
こ
へ
来
て

伝
統
的
な
秩
序
を
根
拠
に
す
る
議
論
よ
り
も
、
国
民
の
意
思
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
主
張
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　

マ
ル
エ
は
、
停
止
的
な
拒
否
権
を
認
め
る
の
だ
が
、
そ
の
発
言
の
冒
頭
で
「
こ
の
問
題
の
解
答
は
、
既
に
認
め
ら
れ
た
原
理
、
あ
る

い
は
フ
ラ
ン
ス
人
民
が
自
ら
の
権
力
と
、
人
民
が
そ
の
王
に
与
え
る
権
力
に
つ
い
て
、
一
致
し
て
認
め
ら
れ
た
原
理
か
ら
の
帰
結
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る 

。
人
権
宣
言
の
審
議
に
関
連
し
て
は
、
原
理
的
な
議
論
を
形
而
上
学
的
な
議
論
で
あ
る
と
し
て
退
け
、

既
存
の
秩
序
を
前
提
に
す
る
こ
と
で
無
政
府
状
態
に
陥
る
の
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
た
マ
ル
エ
も
、
人
権
宣
言
の
審
議
が

終
わ
り
、
国
民
主
権
が
確
認
さ
れ
た
こ
の
時
点
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
認
め
る
原
理
に
基
づ
い
て
こ
の
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
立
場
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

主
権
は
国
民
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
人
権
宣
言
で
認
め
ら
れ
た
原
理
で
あ
る
。
マ
ル
エ
も
、「
こ
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
…
…
国
王

の
裁
可
権
と
い
う
の
は
何
か
？
そ
れ
は
、
主
権
者
の
行
為
で
あ
り
、
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
法
律
が
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

国
民
か
ら
渡
さ
れ
た
権
力
で
あ
り
、
国
民
が
す
べ
て
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
の
べ
、
国
王
の
裁
可
権
は
主
権
者
た
る
国
民
が
認
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め
る
限
り
で
国
王
に
あ
る
も
の
で
、
伝
統
的
な
国
王
の
立
法
権
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
わ
な
い
。
ま
た
、
国
王
が
特
権
を

持
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
個
人
的
な
楽
し
み
の
た
め
で
は
な
い
。
国
王
が
特
別
な
権
力
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
全
体
の
幸
福
の
た

め
で
あ
り
、
そ
れ
を
決
定
す
る
の
は
主
権
者
た
る
国
民
で
あ
る
。
国
王
の
裁
可
権
は
「
国
民
に
よ
る
権
利
あ
る
い
は
特
権
で
あ
り
、
国

民
代
表
に
よ
る
あ
る
決
定
が
一
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
の
か
否
か
を
宣
言
し
、
こ
れ
を
保
障
す
る
た
め
に
、
国
民
が
国
民
の
首
長
に
与

え
る
も
の
で
あ
る）

41
（

。」

　

マ
ル
エ
に
と
っ
て
、
国
王
の
裁
可
権
は
、
国
王
が
歴
史
的
に
持
っ
て
き
た
伝
統
的
な
権
限
で
は
な
く
、
国
民
に
よ
っ
て
、
国
民
の
首

長
た
る
国
王
に
与
え
ら
れ
る
権
限
で
あ
る
。
こ
の
権
限
は
、
国
民
代
表
が
定
め
た
法
律
が
真
に
一
般
意
思
の
名
に
値
す
る
か
ど
う
か
を

国
民
の
長
と
し
て
判
断
し
、
法
が
一
般
意
思
で
あ
る
こ
と
を
保
障
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
る
権
限
で
あ
る
。
こ
こ
で
国
王
は
主
権
者
た

る
国
民
の
決
定
に
し
た
が
っ
て
一
定
の
権
限
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
国
王
の
権
限
が
改
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
国
王
の
立
法
権
は
、
主
権
者
と
し
て
の
権
限
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
人
権
宣
言
で
国
民

主
権
が
確
認
さ
れ
た
以
上
、
も
は
や
伝
統
的
な
権
限
を
そ
の
ま
ま
で
は
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
マ
ル
エ
も
ま

た
、
国
王
が
一
定
の
特
別
な
権
限
を
持
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
主
権
者
た
る
国
民
の
決
定
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
こ
こ

で
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
終
的
な
決
定
権
は
主
権
者
た
る
国
民
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、「
拒
否
権
の
性
質
に
つ
い
て
、

国
民
の
み
が
絶
対
的
な
も
の
を
持
つ
。
国
王
の
拒
否
権
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
停
止
的
な
も
の
で
し
か
な
い）

42
（

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ダ
ン
ト
レ
ー
グ
伯
は
九
月
二
日
に
発
言
し
て
い
る
が
、こ
れ
も
ま
た
国
民
の
意
思
を
基
礎
に
し
た
議
論
と
な
っ
て
い
る
。ダ
ン
ト
レ
ー

グ
伯
は
、
国
王
の
裁
可
権
を
定
義
し
て
「
私
の
考
え
る
国
王
の
裁
可
権
は
、
国
民
に
よ
っ
て
国
王
に
与
え
ら
れ
た
、
立
法
権
の
行
使
に

お
い
て
本
質
的
構
成
要
素
と
し
て
介
入
す
る
権
限
で
あ
り
、
立
法
権
の
行
為
に
国
王
が
合
意
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
行
為
が
法

律
に
変
わ
る
、
そ
し
て
国
王
の
反
対
が
あ
れ
ば
、
そ
の
行
為
は
何
の
価
値
も
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
、
そ
う
し
た
権
限
で
あ
る
」
と
言

う
。国
王
の
与
え
る
合
意
に
よ
っ
て
法
律
が
最
終
的
に
成
立
す
る
か
否
か
が
決
ま
る
わ
け
だ
が
、こ
の
国
王
の
権
限
も
ま
た
国
民
に
よ
っ
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て
国
王
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ダ
ン
ト
レ
ー
グ
伯
は
、
三
部
会
の
時
期
に
は
、
三
部
会
の
手
続
に
つ
い
て
第
二
身
分
の
立
場
か

ら
歴
史
的
な
正
当
化
論
を
展
開
し
て
い
た
が
、こ
こ
で
の
国
王
の
権
限
は
も
は
や
歴
史
的
伝
統
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
理
を
ダ
ン
ト
レ
ー
グ
伯
は
次
の
よ
う
に
確
認
す
る
。

こ
の
種
の
議
論
す
べ
て
に
お
い
て
指
針
と
な
る
べ
き
基
本
原
理
が
あ
る
。こ
の
原
理
は
諸
君
の
決
定
の
以
前
に
存
在
し
て
い
る
が
、

諸
君
の
決
定
は
こ
の
原
理
に
崇
敬
の
念
を
表
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
権
威
は
人
民
に
あ
る
。
す
べ
て
の
権
威
は
人
民
に

由
来
す
る
。
す
べ
て
の
正
当
な
権
限
は
人
民
に
発
す
る
。
こ
れ
が
原
理
で
あ
る）

43
（

。

　

こ
こ
で
は
、
国
民
で
は
な
く
人
民
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
人
民
は
す
べ
て
の
権
力
の
源
泉
で
あ
り
、
人
民
の
決
定
無
く
し
て
正
当
な

権
力
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
原
則
が
、
簡
潔
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
人
民
自
ら
が
集
ま
っ
て
直
接
に
法
律
を
制
定
す
る
な
ら
ば
、
明
確
に
示
さ
れ
た
人
民
の
意
思
が
法
と
な
る
わ
け
だ
が
、
実

際
に
は
代
表
を
選
ん
で
立
法
権
を
ゆ
だ
ね
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
と
き
に
、
大
事
な
の
は
代
表
が
一
般
意
思
を
示
す
と
い
う
こ
と
、
一

般
意
思
と
し
て
の
法
を
定
め
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
執
行
権
力
た
る
国
王
の
裁

可
権
を
認
め
る
こ
と
で
代
表
の
行
動
を
監
視
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
ダ
ン
ト
レ
ー
グ
伯
は
論
じ
る）

44
（

。
こ
う
し
た
議
論
の
当
否
は

と
も
か
く
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
ダ
ン
ト
レ
ー
グ
伯
の
発
言
で
も
、
人
民
の
意
思
を
基
盤
に
し
て
、
一
般
意
思
と
し

て
の
法
を
定
め
る
制
度
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
は
展
開
さ
れ
て
お
り
、
も
は
や
歴
史
的
な
伝
統
は

国
王
の
裁
可
権
の
根
拠
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

リ
ア
ン
ク
ー
ル
公
は
、
一
日
の
審
議
の
冒
頭
で
、
い
つ
の
時
代
も
国
王
は
法
律
裁
可
権
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
王
権
の
本
質
で
あ

る
と
論
じ
て
お
り
、
一
定
の
歴
史
的
伝
統
に
目
を
向
け
る
者
が
全
く
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が）

45
（

、
マ
ル
エ
や
ダ
ン
ト
レ
ー
グ
伯
と
い
う
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最
右
翼
の
論
客
で
さ
え
、
も
は
や
歴
史
的
な
根
拠
を
援
用
す
る
こ
と
は
な
い
。
歴
史
的
な
伝
統
を
一
つ
の
根
拠
に
す
る
憲
法
委
員
会
の

議
論
は
、
国
王
の
拒
否
権
と
二
院
制
と
い
う
提
案
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
正
当
化
の
理
論
に
お
い
て
も
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
は

少
数
派
に
な
っ
て
い
る
。
ム
ニ
エ
は
、
憲
法
委
員
会
の
提
案
が
な
か
な
か
支
持
を
得
ら
れ
な
い
な
か
で
、
四
日
の
審
議
で
改
め
て
憲
法

委
員
会
の
代
表
と
し
て
発
言
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
発
言
の
中
で
歴
史
的
な
伝
統
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る）

46
（

。

　

人
権
宣
言
で
国
民
主
権
の
原
則
が
確
認
さ
れ
、
法
は
一
般
意
思
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
三
部
会
の
時
期
に
主
張

さ
れ
た
よ
う
な
歴
史
的
な
国
制
の
正
当
化
は
困
難
と
な
り
、
代
わ
っ
て
国
民
の
意
思
が
国
制
の
正
当
化
の
根
拠
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
点

で
は
、
国
民
が
王
政
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
特
に
異
論
は
な
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
合
意
が
得
ら
れ
る
に
し
て
も
、

王
政
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
国
王
と
議
会
、
そ
し
て
主
権
者
た
る
国
民
と
の
三
者
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
明
確
な
合
意

は
無
い
。
立
法
に
お
け
る
国
王
の
役
割
と
議
会
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
歴
史
的
な
伝
統
か
ら
解
放
さ
れ
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
が
可
能

と
な
る
。

停
止
的
拒
否
権

　

八
月
末
か
ら
の
議
論
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
議
論
の
詳
細
を
こ
こ
で
整
理
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
大
略
三
つ
の
立
場
が
区
別

で
き
る）

47
（

。
一
つ
は
、
ム
ニ
エ
の
よ
う
に
国
王
の
裁
可
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
者
、
つ
ま
り
、
ム
ニ
エ
自
身
は
絶
対
的
拒
否
権
と
い
う
言

い
方
は
好
ま
な
い
が
、
こ
れ
を
認
め
る
者
で
あ
り
、
ム
ニ
エ
を
中
心
と
し
た
憲
法
委
員
会
の
提
案
は
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
委

員
会
の
提
案
に
対
す
る
支
持
者
は
少
な
く
、
多
く
は
国
王
の
拒
否
権
を
認
め
る
に
し
て
も
停
止
的
な
拒
否
権
を
認
め
る
に
と
ど
ま
り
、

こ
れ
が
第
二
の
立
場
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
立
場
と
し
て
、
国
王
の
拒
否
権
自
体
を
認
め
な
い
者
が
い
る
。

　

こ
の
三
者
の
議
論
の
う
ち
、
停
止
的
な
拒
否
権
を
認
め
る
議
論
は
、
基
本
的
に
は
国
民
の
意
思
を
現
実
の
選
挙
民
の
意
思
に
認
め
て

い
こ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
一
日
の
発
言
で
、
サ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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絶
対
的
な
拒
否
権
は
最
終
的
で
あ
る
。
人
民
に
何
の
手
段
も
残
さ
な
い
。
た
と
え
王
が
間
違
っ
た
と
し
て
も
、
た
と
え
、
王
が
そ

の
利
益
か
ら
国
民
に
と
っ
て
良
き
も
の
を
拒
否
し
た
と
し
て
も
。
停
止
的
な
拒
否
権
は
国
民
へ
の
訴
え
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、

最
初
の
会
期
に
国
民
は
、
国
王
と
そ
の
代
表
と
の
間
の
裁
判
官
と
し
て
介
入
す
る
の
で
あ
る）

48
（

。

　

サ
ル
は
、
代
表
制
の
下
で
は
、
主
権
は
代
表
を
通
じ
て
し
か
行
使
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
か
ら
国
王
の
議
会
に
対
す
る
停
止
的
拒
否

権
と
国
民
の
最
終
的
判
断
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
代
表
が
良
き
法
を
定
め
な
か
っ
た
と
き
に
は
国
王
が
こ
れ
を
拒
否
し
、
最
終
的

に
は
国
民
が
直
接
判
断
す
る
と
い
う
図
式
で
あ
る
。

　

人
権
宣
言
で
は
、
ム
ニ
エ
が
最
終
的
に
提
案
し
た
条
文
が
採
択
さ
れ
て
い
る
が
、
国
民
主
権
に
関
す
る
条
文
は
「
す
べ
て
主
権
の
淵

源
は
基
本
的
に
国
民
に
あ
るLe principe de toute souveraineté réside essentiellem

ent dans la nation

」
と
な
っ
て
い
る
。

サ
ル
は
「
主
権
は
国
民
に
あ
るla souveraineté réside dans la nation

）
49
（

」
と
、
よ
り
直
接
的
に
表
現
し
て
お
り
、
こ
こ
に
、
ム
ニ

エ
と
絶
対
的
な
拒
否
権
に
反
対
す
る
者
と
の
相
違
が
表
れ
て
い
る
。
同
様
の
考
え
方
は
、
ラ
メ
ッ
ト
の
発
言
に
も
見
ら
れ
る
。
ラ
メ
ッ

ト
も
ま
た
、「
主
権
は
国
民
に
あ
る
」
と
言
い
、
代
表
は
国
の
国
民
の
主
権
を
行
使
す
る
た
め
に
選
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
国
民
の
直
接

的
な
判
断
を
求
め
る
き
っ
か
け
と
し
て
国
王
の
拒
否
権
を
考
え
る
。

代
表
が
あ
る
法
律
を
作
り
、
国
王
に
提
出
す
る
。
国
王
が
、
こ
れ
は
憲
法
律
に
反
す
る
と
し
て
拒
否
し
、
代
表
が
こ
れ
に
固
執
し

た
場
合
、
国
王
と
代
表
、
ど
ち
ら
が
優
越
す
る
の
か
？
唯
一
の
裁
判
官
、
そ
れ
は
国
民
で
あ
る
。
国
民
こ
そ
が
、
憲
法
で
自
分
た

ち
の
幸
福
を
作
る
者
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、人
民
へ
の
訴
え
は
不
可
欠
で
あ
る
。こ
の
訴
え
に
よ
っ

て
考
え
る
時
間
が
与
え
ら
れ
、
情
熱
が
静
ま
り
、
そ
し
て
、
も
し
新
し
い
代
表
が
同
じ
法
律
を
作
っ
た
と
し
た
ら
、
国
王
は
そ
れ

を
裁
可
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
誰
も
こ
れ
で
国
王
の
威
厳
が
損
な
わ
れ
た
と
は
い
わ
な
い
だ
ろ
う）

50
（

。
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ラ
メ
ッ
ト
は
、
国
王
は
代
議
員
に
従
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
一
般
意
思
に
逆
ら
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
と
も
い
う
。

こ
こ
で
は
具
体
的
な
手
続
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
王
が
議
会
に
対
す
る
拒
否
権
を
発
動
し
た
際
に
は
、
代
議
員
が
改
め
て
選
挙
で

選
ば
れ
、
そ
し
て
こ
の
新
し
い
代
議
員
が
も
う
一
度
同
じ
法
を
承
認
し
た
際
に
は
国
王
は
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ

は
、
選
挙
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
一
般
意
思
に
国
王
を
従
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
、
と
ラ
メ
ッ
ト
は
考
え
る
。

　

ラ
ボ
ー
＝
ド
＝
サ
ン
テ
チ
エ
ン
ヌ
は
、
も
う
少
し
具
体
的
な
手
続
を
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
主
権
的
な
権
力
が
国
民
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
議
論
を
展
開
す
る
。
国
民
の
権
利
は
、
二
五
〇
〇
万
人
の
権
利
か
ら
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、
二
五
〇
〇

万
人
が
す
べ
て
集
ま
っ
て
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
一
人
ま
た
は
複
数
の
人
間
に
こ
れ
を
ゆ
だ
ね
て
行
使
さ
せ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
権
限
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
来
持
っ
て
い
る
権
利
を
譲
渡
し
た
わ
け
で
は
な
い）

51
（

。
す
べ
て
の

法
律
は
国
民
議
会
で
定
め
ら
れ
、
そ
れ
は
国
王
の
裁
可
を
受
け
る
が
、
国
王
は
法
律
に
対
す
る
裁
可
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
こ
の
際
に
は
裁
可
の
拒
否
は
地
方
に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
、
ミ
ュ
ニ
シ
パ
リ
テ
、
選
挙
集
会
で
議
論
さ
れ
、
選
挙
集

会
で
は
、
多
数
決
に
よ
り
そ
の
意
見
が
決
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
代
表
は
命
令
的
な
委
任
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ

れ
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
手
続
を
経
た
後
、
国
民
議
会
で
審
議
が
行
わ
れ
、
法
案
は
多
数
決
に
よ
り
採
択
さ
れ
、
さ
ら

に
こ
れ
を
国
王
が
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
新
た
に
代
議
員
を
選
挙
す
る
手
続
に
入
る）

52
（

。
こ
う
し
た
手
続
が
妥
当
か
ど
う
か
は
、
検
討
さ

れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
国
民
主
権
を
原
理
と
し
て
、
国
王
と
議
会
の
意
見
が
対
立
し
た
と
き
に
は
、
国
民
の
意
見
を
直
接
に

求
め
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。

　

ラ
メ
ッ
ト
や
ラ
ボ
ー
の
よ
う
に
、
議
会
の
解
散
を
伴
う
よ
う
な
手
続
に
は
賛
成
し
な
い
が
、
ペ
シ
オ
ン
＝
ド
＝
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
、
国
民
自
身
が
議
会
と
国
王
と
の
間
で
裁
定
を
下
す
、
最
高
の
裁
判
官
た
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

す
く
な
く
と
も
、
国
王
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
た
法
律
に
つ
い
て
国
民
が
ど
ん
な
要
望
を
持
っ
て
い
る
か
を
知
る
方
法
は
不
可
能
で
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は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
お
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
国
民
を
そ
の
貴
重
な
あ
ら
ゆ

る
権
利
に
お
い
て
再
構
築
す
る
こ
と
、
再
び
奴
隷
状
態
に
陥
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
。
私
が
支
持
す
る
の
は
、

公
的
精
神
を
創
造
し
、
啓
蒙
と
教
育
を
普
及
さ
せ
、
自
由
と
徳
へ
の
愛
を
鼓
吹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
市
民
を
公
的
問

題
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
、
市
民
自
身
が
作
り
上
げ
た
諸
権
力
間
の
争
い
か
ら
生
ま
れ
る
問
題
に
つ
い
て
、
最
高
の
裁
判
所
と
し
て

の
市
民
の
前
に
訴
え
る
こ
と
が
も
っ
と
も
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ）

53
（

。

　

個
々
の
発
言
に
は
も
ち
ろ
ん
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
総
じ
て
停
止
的
拒
否
権
を
認
め
る
者
は
、
主

権
者
た
る
国
民
を
最
高
の
審
級
と
し
て
、
国
王
と
議
会
の
意
見
の
相
違
を
裁
定
す
る
と
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
。

ム
ニ
エ
の
主
権
論

　

こ
う
し
た
直
接
的
な
国
民
主
権
論
に
た
い
し
て
ム
ニ
エ
は
距
離
を
置
い
て
い
る
。
四
日
の
発
言
で
ム
ニ
エ
は
改
め
て
次
の
よ
う
に
言

う
。

主
権
の
淵
源
は
国
民
に
あ
る
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
権
威
は
国
民
に
由
来
す
る
こ
と
は
異
論
の
余
地
の
な
い
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

国
民
が
自
ら
統
治
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
権
力
の
行
使
を
自
ら
に
留
保
し
た
人
民
は
決
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
。
す

べ
て
の
人
民
は
自
由
で
幸
福
で
あ
る
た
め
に
、
代
表
者
に
信
頼
を
置
き
、
法
律
を
尊
重
さ
せ
る
た
め
に
公
的
実
力
を
構
成
し
、
そ

れ
を
一
人
ま
た
は
複
数
の
受
託
者
の
手
中
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
で
ム
ニ
エ
は
、
み
ず
か
ら
提
案
し
採
択
さ
れ
た
「
主
権
の
淵
源
」「
国
民
に
由
来
す
る
」
と
言
っ
た
人
権
宣
言
の
文
言
を
引
用
し
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つ
つ
、
停
止
的
拒
否
権
の
支
持
者
が
、
最
終
的
な
審
級
と
し
て
国
民
に
よ
る
直
接
的
な
判
断
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
こ

と
を
批
判
す
る
。
ム
ニ
エ
は
、
有
権
者
が
集
ま
っ
て
直
接
に
判
断
す
る
こ
と
も
小
さ
な
国
で
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ

れ
で
も
人
々
は
容
易
に
法
が
権
力
に
課
し
て
い
る
限
界
を
逸
脱
し
、
専
制
君
主
に
だ
ま
さ
れ
そ
の
鎖
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
い
、
熱
狂
に

と
ら
わ
れ
て
献
身
的
に
尽
く
し
て
き
た
者
を
処
刑
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
言
う
。
直
接
的
な
判
断
は
、
小
国
で
も
さ

ま
ざ
ま
な
不
都
合
が
あ
り
、
ま
し
て
大
き
な
帝
国
で
は
不
可
能
で
あ
る
、
も
し
国
民
が
自
分
自
身
で
法
律
を
作
り
、
そ
れ
を
執
行
す
る

能
力
を
保
留
し
よ
う
と
企
て
る
な
ら
、
す
べ
て
の
市
民
が
自
由
で
あ
り
、
利
益
を
享
受
す
る
と
い
う
こ
と
は
達
成
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
の
が
ム
ニ
エ
の
判
断
で
あ
る）

54
（

。

　

停
止
的
拒
否
権
の
支
持
者
は
、
最
終
的
審
級
と
し
て
国
民
の
判
断
を
求
め
る
が
、
ム
ニ
エ
は
、「
私
は
、
人
民
が
自
由
で
あ
り
、
陰
謀

や
過
ち
、
性
急
さ
の
有
害
な
結
果
に
さ
ら
さ
れ
な
い
た
め
に
立
法
権
な
ら
び
に
執
行
権
を
人
に
託
す
べ
き
で
あ
り
、
人
民
が
自
ら
統
治

す
る
こ
と
を
望
め
ば
、
も
っ
と
も
恐
ろ
し
い
あ
ら
ゆ
る
無
政
府
状
態
を
経
験
し
た
後
、
専
制
君
主
や
貴
族
政
の
も
と
に
置
か
れ
て
、
自

由
を
失
う
だ
ろ
う
」
と
、
国
民
自
ら
が
統
治
す
る
こ
と
の
危
う
さ
を
指
摘
す
る
。
ム
ニ
エ
は
、「
経
験
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
す
べ
て
の
市
民
が
公
的
利
益
に
つ
い
て
集
団
で
審
議
す
る
と
き
、
審
議
は
、
あ
ら
ゆ
る
見
解
を
採
択
さ
せ
よ
う
と
し
、

き
わ
め
て
容
易
に
大
衆
を
誤
ら
せ
、
全
く
ば
か
げ
た
嘘
で
大
衆
の
激
情
を
駆
り
立
て
る
幾
人
か
の
人
間
の
衝
動
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る

こ
と
を
」
と
、
経
験
か
ら
直
接
民
主
制
的
な
決
定
の
危
険
性
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
言
う
の
で
あ
る）

55
（

。

　

そ
し
て
、
主
権
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

私
は
、
主
権
の
淵
源
が
国
民
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
諸
君
の
人
権
宣
言
は
こ
の
真
理
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
主
権
の

淵
源
で
あ
る
こ
と
と
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
全
く
異
な
る
二
つ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
は
自
信
を
持
っ
て
、
あ
る
国
民

が
主
権
の
行
使
を
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
ば
か
げ
た
そ
し
て
非
常
に
不
幸
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
主
権
と
い
う
言
葉
に
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よ
っ
て
理
解
す
べ
き
は
無
限
定
の
絶
対
的
権
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
は
主
権
者
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
国
民
が
す
べ

て
の
権
力
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
国
民
は
望
む
こ
と
を
す
べ
て
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
国
民
は
国
民
の
幸
福
に

関
す
る
こ
と
だ
け
を
望
む
べ
き
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
疑
う
者
は
確
か
に
い
な
い
。
し
か
し
、
国
民
は
集
団
的
な
も
の
で
あ
る
の

で
、
国
民
自
身
国
民
を
構
成
す
る
一
部
の
主
張
や
利
益
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
国
民
は
、
首
長
を
選
び
、

政
府
を
組
織
し
公
的
実
力
を
も
た
な
け
れ
ば
、
分
派
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
暴
力
に
支
配
さ
れ
る
。
国
民
は
こ
の
政
府
を
組
織
す

る
に
は
、
主
権
を
ゆ
だ
ね
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
る）

56
（

。

　

ム
ニ
エ
は
、
国
民
は
主
権
者
で
あ
る
が
、
国
民
が
直
接
統
治
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
人
権
宣
言
で
は
、
主
権
の
「
淵

源
」
が
国
民
に
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
に
「
基
本
的
に
は
」
と
い
う
副
詞
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
ム
ニ
エ
か
ら
見
れ
ば
、
国
民
が

直
接
統
治
す
る
こ
と
と
主
権
者
た
る
こ
と
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
微
妙
に
表
現
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
人
権
宣
言
の
最

終
案
を
提
示
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
ム
ニ
エ
で
あ
り
、
ム
ニ
エ
に
と
っ
て
は
人
権
宣
言
と
自
分
の
考
え
方
と
は
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
直
接
民
主
制
的
な
思
考
か
ら
は
一
定
の
距
離
を
置
く
ム
ニ
エ
に
と
っ
て
、「
法
律
は
一
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
」と
い
う

人
権
宣
言
の
規
定
も
ま
た
、単
純
に
国
民
の
決
定
が
即
ち
一
般
意
思
と
し
て
の
法
律
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

ム
ニ
エ
に
と
っ
て
は
、
国
民
は
直
接
そ
の
権
力
を
行
使
で
き
ず
、
権
力
を
一
定
の
受
託
者
に
ゆ
だ
ね
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、「
フ
ラ

ン
ス
国
民
の
意
思
は
、
王
と
国
民
代
表
と
の
共
同
で
作
り
上
げ
ら
れ
る
」
も
の
な
の
で
あ
る）

57
（

。
ム
ニ
エ
は
、「
大
衆
の
意
思
を
唯
一
の
導

き
と
し
た
政
府
は
な
か
っ
た
」
と
言
う
。
古
代
の
共
和
国
に
お
い
て
も
、
い
か
に
し
て
恣
意
的
な
意
思
や
激
情
に
駆
ら
れ
た
動
き
か
ら
、

よ
く
考
え
ら
れ
た
理
性
的
な
意
思
を
区
別
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
理
性
的
な
決
定
へ
と
い
た
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
障
害

が
設
け
ら
れ
て
い
た
、
こ
う
し
た
障
害
は
、
有
益
な
決
定
を
妨
げ
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
有
害
な
決
定
を
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防
止
し
て
き
た
の
だ
と
、
ム
ニ
エ
は
言
う）

58
（

。
ム
ニ
エ
は
、
議
会
に
対
す
る
国
王
の
裁
可
権
と
い
う
形
で
、
一
般
意
思
た
る
法
律
の
制
定

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
国
王
の
拒
否
権
を
停
止
的
な
拒
否
権
と
し
て
国
民
の
直
接
的
な
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
の
は
、
理

性
的
な
決
定
の
た
め
の
制
度
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
回
避
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

「
も
し
王
国
の
各
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
選
挙
民
を
、
国
王
と
代
表
と
の
間
に
入
っ
て
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
よ
う
な
民
主
的
な
体

制
を
作
り
上
げ
た
と
し
た
ら
、あ
る
い
は
新
た
な
代
表
が
権
力
分
立
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
破
壊
す
る
能
力
を
与
え
た
と
し
た
ら
、

も
っ
と
も
有
害
な
帰
結
が
あ
る
こ
と
を
委
員
会
は
予
測
し
て
い
る）

59
（

」
と
ム
ニ
エ
は
言
う
。
ム
ニ
エ
に
と
っ
て
は
、
国
王
の
裁
可
権
を
停

止
的
な
拒
否
権
に
し
、
国
民
と
い
う
上
級
審
へ
訴
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
性
的
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
単
純
な
多
数
の
意
思
を
基

盤
に
し
て
決
定
を
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
危
険
な
発
想
で
あ
る
。
ま
た
新
た
な
代
表
の
決
定
を
尊
重
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
取
る
と

し
て
も
、
そ
れ
は
新
代
表
に
全
権
を
ゆ
だ
ね
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
理
性
的
な
決
定
を
行
う
た
め
に
国
民
主
権
の
原
理
を
下

に
作
り
上
げ
た
権
力
分
立
の
シ
ス
テ
ム
を
無
に
す
る
も
の
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
も
ま
た
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

シ
ェ
イ
エ
ス
と
代
表
制
の
論
理

　

議
論
の
主
流
は
国
王
の
停
止
的
拒
否
権
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
民
主
政
的
な
発
想
の
危
険
性
を
強
調
す
る
よ
う
な
ム
ニ
エ
の

議
論
は
委
員
会
の
議
論
と
は
い
え
、
全
く
の
少
数
派
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
も
う
一
人
、
ム
ニ
エ
と
は
異
な
っ
た
立
場
か
ら
、
主

流
の
議
論
と
は
距
離
を
置
く
人
物
が
い
た
。
そ
れ
が
シ
ェ
イ
エ
ス
で
あ
る
。
ま
ず
シ
ェ
イ
エ
ス
は
、
議
会
が
国
王
に
立
法
に
お
け
る
一

定
の
役
割
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
法
律
に
個
人
の
意
思
以
外
の
要
素
を
導
入
し
、法
律
の
本
質
を
変
質
さ
せ
ゆ
が

め
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る）

60
（

。

　

シ
ェ
イ
エ
ス
は
、「
国
民
の
長
た
る
君
主
は
国
民
と
と
も
に
あ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
も
し
諸
君
が
、
一
瞬
た
り
と
も
国
王
を
国
民

か
ら
分
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
諸
君
が
国
王
に
国
民
と
は
異
な
っ
た
別
の
利
益
を
与
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
瞬
間
に
、
諸
君
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は
王
の
威
厳
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
」
と
、
国
王
と
国
民
を
一
体
の
も
と
し
て
捉
え
る
。
国
王
と
国
民
は
一
瞬
た
り
と
も
分
け
る
こ
と

は
で
き
ず
、
国
王
は
常
に
国
民
と
と
も
に
あ
る
し
、
国
民
と
と
も
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
国
民
が
そ
の
要
望
を
表
明

す
る
と
き
は
、
国
王
が
国
民
と
と
も
に
そ
の
要
望
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
ど
こ
で
で
も
王
は
長
で
あ
り
、
王
は
主
人
た
る
も
の
で
あ

る
が
、
王
の
す
べ
て
の
行
為
は
、
諸
君
の
中
に
王
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
み
王
は

立
法
権
を
行
使
で
き
る
の
で
あ
る）

61
（

。」
国
王
と
国
民
は
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
国
民
が
議
会
で
立
法
を
行
え
ば
、
そ
こ
以
外
に
国
王
が
立

法
に
関
わ
る
場
は
あ
り
得
な
い
と
シ
ェ
イ
エ
ス
は
言
う）

62
（

。

　

ま
た
、
シ
ェ
イ
エ
ス
は
、
執
行
権
者
と
し
て
の
国
王
が
立
法
に
関
わ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
言
う
。
国
王
を
執
行
権
の
保
持
者
で
あ

る
と
考
え
た
と
し
て
、
そ
の
権
限
が
、
い
か
に
大
き
く
、
い
か
に
広
範
で
あ
っ
て
も
、
法
の
形
成
の
構
成
要
素
と
し
て
入
っ
て
く
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
一
般
意
思
の
中
に
要
素
と
し
て
は
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
個
人
の
意
思
の
み
で
あ
る
、
法

の
執
行
は
法
が
作
ら
れ
て
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
、
執
行
権
は
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
は
存
在
す
る
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
国
王
が
法
の
形
成
に
関
わ
る
余
地
は
な
い
。
執
行
権
者
が
法
の
形
成
に
つ
い
て
助
言
を
与
え
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
法
の

形
成
に
関
わ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
法
の
成
立
を
阻
止
す
る
権
限
は
即
ち
法
を
作
る
権
限
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
国
王
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
国
王
が
拒
否
権
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
絶
対
的
で
あ
る
か
停
止
的
で
あ
る

か
に
は
関
係
な
く
、
そ
れ
は
恣
意
的
な
命
令
で
し
か
無
く
、「
国
民
の
意
思
に
対
し
て
、
国
民
全
体
に
た
い
し
て
発
せ
ら
れ
る
封
印
令
状

の
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
、
と
シ
ェ
イ
エ
ス
は
断
定
す
る）

63
（

。

　

シ
ェ
イ
エ
ス
は
、
国
王
は
国
民
と
と
も
に
し
か
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
し
た
が
っ
て
国
民
の
決
定
に
た
い
し
て
拒
否
権
を
発
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、
非
常
に
明
快
な
論
理
で
国
王
の
拒
否
権
を
切
っ
て
捨
て
た
後
、
も
う
一
つ
、
国
民
の
意
思
を
ど
う
捉
え
る

か
と
い
う
議
論
も
展
開
し
て
い
る
。
シ
ェ
イ
エ
ス
に
と
っ
て
は
、
国
民
の
意
向
が
、
国
民
代
表
の
意
向
と
は
何
か
別
の
も
の
で
あ
り
得

る
と
考
え
る
こ
と
、
国
民
が
あ
た
か
も
そ
の
代
表
と
は
別
の
こ
と
を
語
り
う
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
、
こ
れ
は
誤
っ
た
原
理
で
あ
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る
だ
け
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
危
険
な
原
理
で
あ
る）

64
（

。

　

立
法
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
二
通
り
の
や
り
方
が
あ
る
。
直
接
民
主
制
的
な
方
法
と
代
表
制
的
な
方
法
で
あ
る
。

市
民
は
、
市
民
の
間
の
誰
か
に
信
頼
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
た
ち
の
権
利
を
譲
渡
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
行
使
だ
け
を
委

託
す
る
の
で
あ
る
。
市
民
た
ち
が
、
自
分
よ
り
も
よ
り
良
く
全
体
の
利
益
を
認
識
し
、
ま
た
こ
の
全
体
の
利
益
に
関
し
て
自
分
た

ち
の
意
志
を
よ
り
良
く
解
釈
が
で
き
る
代
表
を
任
命
す
る
こ
と
は
共
通
の
利
益
と
な
る
。

法
の
形
成
に
つ
い
て
自
分
た
ち
で
権
利
を
行
使
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
方
法
は
、
自
分
た
ち
が
直
接
法
律
の
制
定
に
関
わ
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
直
接
的
関
わ
り
は
、
真
の
民
主
制
と
特
徴
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
間
接
的
な
関
わ
り
は
代
表
制
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
違
い
は
非
常
に
大
き
い
。

こ
の
二
つ
の
方
法
の
間
で
の
選
択
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

第
一
に
、
わ
れ
わ
れ
の
同
胞
市
民
の
大
多
数
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
支
配
す
べ
き
法
律
制
定
に
直
接
関
わ
る
に
十
分
な
教
育
も
受
け
て

い
な
い
し
、
十
分
な
時
間
的
余
裕
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
意
見
は
代
表
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
見
が
多

数
で
あ
る
の
で
、
教
養
あ
る
人
士
も
他
の
人
同
様
こ
の
多
数
意
見
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い）

65
（

。

　

シ
ェ
イ
エ
ス
に
と
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
直
接
民
主
制
的
な
制
度
を
採
用
す
る
余
地
は
な
く
、
代
表
制
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
代
表
制
を
取
る
と
す
れ
ば
、
停
止
的
な
拒
否
権
の
支
持
者
が
言
う
よ
う
な
「
国
民
に
訴
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
意

味
を
な
す
だ
ろ
う
か
。
シ
ェ
イ
エ
ス
は
、
人
民
あ
る
い
は
国
民
の
意
思
は
代
表
を
通
じ
て
し
か
示
さ
れ
な
い
の
で
、
国
民
に
訴
え
る
と

い
う
の
は
意
味
を
な
さ
な
い
と
言
う
。
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人
民
あ
る
い
は
国
民
は
一
つ
の
声
、
つ
ま
り
国
民
の
立
法
府
の
声
し
か
持
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
国
民
に
訴
え
る
」
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
の
を
聞
い
た
と
し
て
も
、行
政
権
力
が
国
民
に
つ
い
て
国
民
自
身
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
て
も
、

「
代
表
」
が
「
委
託
者
」
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
委
託
者
の
声
は
国
民
の
代
表
を
通
じ
て
の
み

聞
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
人
民
へ
の
訴
え
」
は
ま
ず
い
拙
劣
な
言
い
方
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、

民
主
制
で
は
な
い
国
で
（
フ
ラ
ン
ス
は
民
主
制
で
は
な
い
が
）、
人
民
は
そ
の
代
表
を
通
じ
て
の
み
語
り
行
動
で
き
る
の
で
あ
る）

66
（

。

　

代
表
制
の
下
で
は
、
そ
も
そ
も
国
民
の
意
思
と
い
う
の
は
代
表
を
通
じ
て
の
み
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
代
表
の
示
し
た
意
思
と
異

な
る
意
思
を
人
民
が
示
す
と
い
う
こ
と
は
想
定
さ
れ
な
い
。
代
表
が
決
定
す
れ
ば
そ
れ
は
即
ち
人
民
の
意
思
で
あ
る
。
仮
に
代
表
制
の

下
で
、
代
表
の
決
定
を
国
王
が
拒
否
し
た
と
し
て
も
、
国
民
は
代
表
と
異
な
る
決
定
を
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

　

国
民
主
権
の
下
で
、
国
王
は
国
民
と
と
も
に
あ
り
、
国
王
の
意
思
は
国
民
の
意
思
と
別
様
の
あ
り
方
は
で
き
な
い
。
代
表
制
の
下
で

は
、
国
民
の
意
思
は
、
代
表
を
通
じ
て
の
み
示
さ
れ
る
も
の
で
、
代
表
の
示
す
国
民
の
意
思
以
外
に
国
民
の
意
思
は
あ
り
得
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
国
王
が
代
表
の
決
定
に
対
す
る
拒
否
権
を
行
使
す
る
こ
と
や
、
代
表
の
決
定
を
改
め
て
人
民
と
い
う
審
級
に
か
け
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
シ
ェ
イ
エ
ス
の
論
理
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
エ
ス
か
ら
見
れ
ば
、
国
民
と
と
も

に
し
か
あ
り
得
な
い
国
王
が
国
民
の
決
定
を
拒
否
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
仮
に
、
国
王
の
拒
否
権
が
行

使
さ
れ
た
後
に
、
代
表
の
決
定
を
改
め
て
各
選
挙
区
で
審
議
し
、
そ
の
結
果
を
参
考
に
改
め
て
代
表
が
決
定
を
行
う
な
ど
と
い
う
こ
と

は
、
意
味
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
各
地
域
の
特
権
を
復
活
さ
せ
、
命
令
的
委
任
制
度
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
ア
ン
シ
ャ

ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
特
権
の
シ
ス
テ
ム
に
戻
る
と
い
う
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
国
王
の
拒
否
権
は
、
停
止
的
で
あ
れ
、
絶
対
的
で
あ
れ

認
め
よ
う
が
な
い
と
い
う
の
が
シ
ェ
イ
エ
ス
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。
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国
王
の
拒
否
権
と
議
会
の
会
期

　

国
王
の
拒
否
権
と
議
会
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
お
お
よ
そ
三
つ
の
立
場
が
示
さ
れ
た
。
実
質
的
な
議
論
は
、
七
日
で
終
わ
り
、
一

日
の
休
日
を
挟
ん
で
九
日
か
ら
は
、
騒
然
と
し
た
中
で
、
採
決
を
目
指
し
て
議
事
が
進
め
ら
れ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
一
〇
日
に
議

会
は
一
院
制
た
る
こ
と
が
、
一
一
日
に
停
止
的
拒
否
権
が
採
択
さ
れ
た
。
一
一
日
の
採
決
で
は
、
国
王
が
拒
否
権
を
持
つ
こ
と
に
つ
い

て
は
圧
倒
的
多
数
で
承
認
さ
れ
て
い
る
。
シ
ェ
イ
エ
ス
の
よ
う
に
国
王
の
拒
否
権
を
認
め
な
い
と
い
う
立
場
は
き
わ
め
て
少
数
派
で
あ

る
。
そ
し
て
、
ム
ニ
エ
の
よ
う
な
絶
対
的
拒
否
権
を
支
持
す
る
の
は
三
二
五
票
、
停
止
的
拒
否
権
を
支
持
す
る
の
は
六
七
三
票
で
、
最

終
的
に
は
停
止
的
拒
否
権
が
採
択
さ
れ
た 

。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ム
ニ
エ
も
シ
ェ
イ
エ
ス
も
少
数
派
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
二
人
に
共
通
す
る
の
は
、
直
接
民
主
制
が
不
可
能
で
あ
り
、
間
接
的
な
形
で
し
か
国
民
の
意
思
形
成
が
で
き
な
い
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
エ
ス
は
国
民
代
表
に
よ
っ
て
、
ム
ニ
エ
は
国
民
代
表
と
国
王
に
よ
っ
て
、
国
民
の
意
思
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と

を
考
え
る
が
、
二
人
の
考
え
方
が
否
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
国
王
の
拒
否
権
を
発
動
し
た
と
き
に
は
、
何
ら
か
の
直
接
的
な
形
で

国
民
の
意
思
を
問
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
直
接
的
な
形
で
国
民
の
意
思
を
問
う
と
い
っ
て
も
、
最
終
的
に
は
国
民
投
票
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
一
二
日
に
は
、
議
会
の
会
期
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
を
提
起
し
た
ル
ペ
ル
テ
ィ
エ
＝
ド
＝
サ
ン
フ
ァ
ル
ジ
ョ
ー
は
、
会

期
の
問
題
が
議
会
の
役
割
を
ど
う
考
え
る
か
、
議
会
が
一
定
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
ど
の
く
ら
い
の
期
間
が
必
要
か
と
い
う
問
題
と

並
ん
で
、
国
王
の
拒
否
権
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
問
題
と
関
係
さ
せ
る
。

国
王
が
あ
る
法
律
に
対
す
る
裁
可
を
拒
否
し
た
際
に
は
、
法
律
は
単
に
延
期
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
諸
君

が
会
期
を
一
年
よ
り
長
く
す
れ
ば
、
ま
た
と
り
わ
け
二
会
期
の
間
拒
否
が
存
続
す
る
と
し
た
と
き
に
は
、
延
期
は
い
っ
そ
う
長
く

な
る
。

フランス革命における「憲法」とその正当性（二・完）109

一
〇
九



一
方
、
会
期
を
一
年
に
し
た
場
合
、
諸
君
は
拒
否
権
の
価
値
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
や
り
方
は
有
効
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
は
、
良
き
法
律
の
執
行
が
早
め
ら
れ
、
国
民
が
望
む
こ
と
を
確
実
に
し
、
反
乱
が
起
こ
る
と
い
う
よ
う
な
恐
る
べ
き
結
果
を
回

避
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
も
し
逆
に
、
国
王
が
拒
否
に
つ
い
て
の
決
定
が
、
二
年
の
会
期
で
二
度
の
決
議
の
間
、
つ
ま
り
四
年
間
延
期
さ
れ
る
と
な

る
と
、
こ
の
よ
う
な
長
い
見
通
し
は
、
国
民
の
気
持
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
無
か
ろ
う）

68
（

。

　

こ
こ
で
の
ル
ペ
ル
テ
ィ
エ
の
議
論
は
国
民
の
意
思
と
代
表
の
決
定
を
同
一
視
し
、
ま
た
国
民
の
決
定
が
当
然
国
王
の
決
定
に
優
先
さ

せ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
前
提
で
議
論
さ
れ
て
お
り
、
拒
否
権
を
め
ぐ
っ
て
三
つ
の
立
場
が
問
題
と
し
て
い
た
よ
う
な
、
国
民
の
意
思

を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
と
い
う
問
題
は
す
っ
か
り
切
り
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
王
が
拒
否
し
て
も
（
国
民
と
同
一

視
さ
れ
た
）
議
会
が
再
度
決
議
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
王
の
拒
否
権
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
期
間
を
ど
う
取
る
か
と
い
う

問
題
に
単
純
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
後
、
議
会
の
会
期
は
二
年
間
と
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ）

69
（

、
ま
た
一
四
日
に
は
議
員
の
改
選
は
会
期
毎
に
全
議
員
が
改
選
さ
れ
る

こ
と
が
決
め
ら
れ
た）

70
（

。
こ
こ
で
は
国
王
が
拒
否
権
を
発
動
し
た
際
に
は
、
任
期
を
満
了
し
た
あ
と
、
選
挙
に
よ
っ
て
改
選
さ
れ
た
代
表

が
改
め
て
同
じ
法
律
を
採
択
し
た
と
き
に
は
国
王
の
拒
否
権
は
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
国
民
の
意
思

は
、
こ
の
選
挙
に
よ
っ
て
反
映
さ
れ
る
と
い
う
構
造
に
は
な
る
が
、
国
民
投
票
的
な
も
の
は
ま
っ
た
く
問
題
に
な
ら
ず
、
単
純
に
改
選

後
の
議
会
が
法
案
を
採
択
し
直
せ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
残
る
問
題
は
、
何
回
議
会
が
採
択
し
直
す
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
一
日
に
、
二
回
の
会
期
で
採
択
し
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
決
定
さ
れ
、
結

局
国
王
の
拒
否
権
は
、
議
会
で
一
回
の
会
期
を
二
年
と
し
て
、
二
回
の
会
期
で
同
じ
決
定
が
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
く
つ
が
え
さ
れ

る
と
い
う
停
止
的
拒
否
権
と
な
る）

71
（

。
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ま
と
め

―
歴
史
か
ら
国
民
の
意
思
へ

　

三
部
会
が
開
会
し
た
後
、
そ
の
審
議
方
法
を
巡
っ
て
三
身
分
が
対
立
し
た
際
に
は
、
基
本
的
に
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
中
に
、
本
来
的

な
三
部
会
の
あ
り
方
を
考
え
る
議
論
が
な
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
対
立
を
し
た
の
は
第
二
身
分
と
第
三
身
分
で
あ
っ
た
が
、
は
じ
め
は
ど

ち
ら
の
身
分
も
歴
史
の
中
に
自
ら
の
主
張
の
正
当
化
の
根
拠
を
探
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
三
身
分
は
六
月
に
入
っ
て
こ
う
し
た
議
論

の
あ
り
方
を
大
き
く
変
え
、
国
民
議
会
の
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
歴
史
的
伝
統
で
は
な
く
、
九
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
国
民
に
よ
っ
て
支
持

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
正
当
化
の
根
拠
と
さ
れ
た
。
こ
の
論
理
は
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の
『
第
三
身
分
と
は
何
か
』
に
よ
っ
て

準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
究
極
的
に
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
世
界
の
始
源
か
ら
の
歴
史
的
伝
統
を
根
拠
に
し

た
国
制
は
、
国
民
の
意
思
を
根
拠
に
し
た
も
の
へ
と
大
き
く
転
換
す
る
。

　

そ
の
後
、
人
権
宣
言
を
め
ぐ
る
議
論
の
冒
頭
で
、
人
権
宣
言
が
先
か
憲
法
が
先
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
り
、
最
終
的
に
は
人
権
宣

言
の
制
定
か
ら
議
論
す
る
と
い
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
議
論
を
リ
ー
ド
し
た
ム
ニ
エ
ら
の
議
論
は
、
既
存
の
歴
史
的
伝
統

に
一
定
の
配
慮
は
示
し
て
お
り
、
審
議
の
手
続
き
と
し
て
も
、
人
権
宣
言
に
つ
い
て
議
論
し
た
後
、
こ
れ
を
最
終
的
に
確
定
す
る
こ
と

は
留
保
し
て
憲
法
の
議
論
を
進
め
、
最
終
的
に
人
権
宣
言
と
憲
法
を
ま
と
め
て
決
定
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
、
図
式
的
に
は
割

り
切
れ
な
い
面
も
残
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
権
宣
言
か
ら
ま
ず
議
論
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
の
八
月
四
日
の
決
定
は
、
基
本
的

に
は
、
国
制
を
歴
史
的
伝
統
か
ら
考
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
自
然
権
を
確
認
し
、
そ
の
後
、
自
然
権
を
保
障
す
る
た
め
の
国
の
あ
り

方
を
考
え
る
と
い
う
、
歴
史
か
ら
切
断
さ
れ
た
社
会
契
約
論
的
な
発
想
を
選
択
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

人
権
宣
言
で
は
、
第
二
条
に
お
い
て
国
家
の
社
会
契
約
論
的
な
構
造
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
第
三
条
で
国
民
主
権
が
宣
言
さ
れ
、
あ
た

ら
し
い
国
制
が
採
択
さ
れ
て
ゆ
く
。
人
権
宣
言
の
審
議
の
後
、
国
王
の
権
限
を
議
論
す
る
八
月
三
一
日
の
憲
法
委
員
会
報
告
で
は
、
ま

フランス革命における「憲法」とその正当性（二・完）111

一
一
一



だ
歴
史
的
な
伝
統
を
根
拠
に
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
過
去
の
国
民
の
決
定
を
、
現
在
明
示
的
な
意
思
が
示
さ
れ
な
い
限
り

覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
論
の
建
て
方
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
国
王
が
持
っ
て
い
た
伝
統
的
権
限
を
、
単
純
に
伝
統
で
あ
る
が
ゆ
え

に
残
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
人
権
宣
言
で
国
民
主
権
が
宣
言
さ
れ
た
後
、
国
王
が
主
権
者
で
あ
っ
た
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
か

ら
の
伝
統
は
も
は
や
根
拠
に
な
ら
な
い
。
こ
の
国
王
の
権
限
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
は
、
そ
れ
ま
で
第
三
身
分
の
中
で
も
っ
と
も
伝
統

主
義
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
た
マ
ル
エ
で
さ
え
も
、
歴
史
的
伝
統
を
援
用
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
国
民
の
意
思
を
根
拠
に
国
の
あ

り
方
を
考
え
始
め
、
歴
史
的
な
伝
統
は
こ
の
後
の
議
論
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。

　

国
民
議
会
は
三
部
会
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
国
民
議
会
設
置
の
際
に
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
封
建
制
の
廃
止
の

決
議
も
、
革
命
前
か
ら
の
歴
史
的
伝
統
が
否
定
さ
れ
る
一
つ
の
局
面
と
も
な
る
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
人
権
宣
言
で
は
国
民
主
権
の
原

理
が
宣
言
さ
れ
る
。
革
命
前
の
政
体
は
王
政
で
あ
り
、
国
王
に
主
権
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
が
国
民
主
権
に
代
わ
っ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
以
上
、
王
政
と
い
う
点
で
は
継
続
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
革
命
前
の
王
政
か
ら
の
歴
史
的
伝
統
を
根
拠
に
、
国
民
主
権
下

の
王
政
の
制
度
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
統
治
の
基
本
構
造
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
伝
統
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
に
代
わ
っ
て
、

国
民
の
意
思
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
基
本
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
く
。
国
王
・
議
会
・
国
民
の
三
者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に

組
み
立
て
、
こ
の
三
者
の
有
り
様
か
ら
国
民
の
意
思
を
ど
こ
に
見
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
中
心
と
な
る
。
古
代
の
共
和
国
の

事
例
や
、
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
に
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
は
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
直
接
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
を
正
当
化
す
る

も
の
で
は
な
く
、
政
治
制
度
の
組
み
立
て
方
の
一
事
例
と
し
て
言
及
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
主
流
の
停
止
的
拒
否
権
を
認
め

る
立
場
は
、
国
王
と
議
会
の
意
見
が
対
立
し
た
際
に
は
、「
国
民
へ
の
訴
え
」
と
し
て
、
何
ら
か
の
形
で
直
接
国
民
の
意
思
を
問
う
こ
と

を
想
定
す
る
。
一
方
、
ム
ニ
エ
や
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
は
、
国
王
と
議
会
の
協
働
の
中
に
国
民
の
意
思
を
見
よ
う
と
し
、
シ
ェ
イ

エ
ス
は
国
民
代
表
の
議
会
に
の
み
国
民
の
意
思
を
見
よ
う
と
す
る
。
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二
院
制
か
一
院
制
か
、
国
王
の
拒
否
権
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
問
題
の
根
底
に
は
、
国
民
の
意
思
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題

が
あ
っ
た
。
こ
の
八
月
末
か
ら
九
月
一
一
日
ま
で
の
激
し
い
や
り
と
り
の
な
か
で
は
、
主
権
者
た
る
国
民
の
意
思
の
と
ら
え
方
の
相
違

が
顕
在
化
す
る
。
そ
し
て
こ
の
議
論
の
中
で
は
、
三
部
会
の
時
期
か
ら
の
議
論
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
過
去
か
ら
の
歴
史
的

伝
統
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
触
れ
ら
れ
な
く
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
統
治
体
制
は
、
こ
こ
で
過
去
の
伝
統
か
ら
切
断

さ
れ
国
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
改
め
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
歴
史
的
伝
統
に
つ
い
て
の
深
い
知
識
を
持
っ
て
こ
こ

ま
で
議
論
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
ム
ニ
エ
は
、
憲
法
委
員
会
の
提
案
が
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
二
日
委
員
を

辞
任
し
、
一
〇
月
は
じ
め
の
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
議
員
と
し
て
の
活
動
も
や
め
る
。
ム
ニ
エ
の
辞
任
は
、
国
王
の
強
い
権
限
を
支

持
す
る
一
派
の
一
つ
の
軸
が
失
わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
統
治
体
制
に
つ
い
て
の
歴
史
的
正
当
化
の
余
地
が
無
く
な
っ
た
こ
と

の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る）

72
（

。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
正
当
化
の
根
拠
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
国
民
の
意
思
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
二
千
万
以
上
の
人
間
の
意
思
を
直
接
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
で
も
し
ば
し
ば
言
及
さ

れ
、
シ
ェ
イ
エ
ス
や
、
ム
ニ
エ
も
ま
た
こ
の
国
民
の
意
思
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
、
国
王
や
議
会
の
あ
り

方
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
シ
ェ
イ
エ
ス
や
ム
ニ
エ
が
退
け
ら
れ
た
あ
と
、
ル
ペ
ル
テ
ィ
エ
な
ど
の
議
論
な
ど
で
は
、
国

民
の
意
思
を
と
ら
え
る
こ
と
の
困
難
さ
が
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
国
民
の
意
思
が
正
当
化
の
根
拠
と
さ
れ
な
が
ら
、
天
文
学

的
数
の
意
思
の
関
わ
る
も
の
と
し
て
の
国
民
の
決
定
と
、
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
の
困
難
さ
が
十
分
に
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た

と
す
れ
ば
、
一
部
の
者
の
意
思
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
国
民
全
体
の
意
思
、
一
般
意
思
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

恐
怖
政
治
へ
と
い
た
る
革
命
の
流
れ
は
既
に
こ
の
時
点
で
そ
の
方
向
が
示
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い）

73
（

。

（
１
）　

国
民
議
会
が
発
足
し
て
か
ら
憲
法
の
議
論
が
始
ま
る
ま
で
に
も
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
重
要
な
の
は
議
員
の
資
格
に

フランス革命における「憲法」とその正当性（二・完）113

一
一
三



関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
三
部
会
か
ら
国
民
議
会
と
な
っ
た
議
会
で
は
、
冒
頭
で
多
く
の
第
二
身
分
の
議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
た
議
員
か
ら
、
自
分
は

選
挙
区
か
ら
身
分
代
表
と
し
て
身
分
毎
に
審
議
す
る
三
部
会
の
議
員
と
し
て
委
任
を
受
け
て
き
て
お
り
、
国
民
議
会
の
審
議
に
は
参
加
で
き
な
い
と

い
う
異
議
が
出
さ
れ
る
（A

rchives parlem
entaires, t. 8, pp. 172-173

）。
三
部
会
の
議
員
は
選
挙
区
の
代
表
と
し
て
三
部
会
に
出
席
し
て
お

り
、そ
の
委
任
の
性
質
は
命
令
的
な
委
任
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
、陳
情
書
が
書
か
れ
る
の
も
、議
員
が
三
部
会
で
表
明
す
べ
き
意
見
を
陳
情
書
に
よ
っ

て
確
認
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
三
部
会
の
議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
て
き
た
議
員
は
、
そ
の
ま
ま
で
国
民
議
会
の
議
員
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
の
は
当
然
考
え
ら
れ
る
異
論
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
シ
ェ
イ
エ
ス
は
、
こ
れ
は
六
月
一
七
日
の
国
民
議
会
の
設
置
の
布

告
に
よ
っ
て
解
決
済
み
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
取
る
（A
rchives parlem

entaires, t. 8, p. 207

）。
こ
の
議
員
の
委
任
の
性
質
の
問
題

に
決
着
が
つ
け
ら
れ
る
の
が
七
月
八
日
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
ほ
ぼ
シ
ェ
イ
エ
ス
の
意
見
に
沿
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
審
議
の
余
地
は
な
い

と
い
う
決
定
が
行
わ
れ
る
。
最
終
的
な
決
議
はA

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 208 

に
見
ら
れ
る
。

（
２
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 200.

（
３
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 206. 

こ
の
「
宣
言
」
で
は
、
諸
身
分
の
区
別
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
の
独
立
、
身
分
毎
に
投
票
を
行
う
こ

と
、
国
王
の
裁
可
の
必
要
性
は
「
不
可
侵
か
つ
憲
法
上
の
格
率
」
で
あ
り
、
一
四
世
紀
以
来
の
三
部
会
で
従
わ
れ
て
き
た
憲
法
の
基
本
で
あ
る
と
さ

れ
、
六
月
二
三
日
の
国
王
宣
言
の
第
一
条
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
支
持
す
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
第
二
身
分
の
議
員
が
、
伝
統
的
な

三
部
会
の
論
理
を
憲
法
上
の
原
則
と
し
て
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
４
）　

ム
ニ
エ
報
告
は
、Archives parlem

entaires, t. 8, pp. 214-217.

こ
れ
は
委
員
会
報
告
と
い
う
形
を
取
っ
て
お
り
、
ム
ニ
エ
個
人
の
考
え
方

も
相
当
程
度
影
響
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ム
ニ
エ
個
人
の
憲
法
論
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
ム
ニ
エ
の
憲
法
論
自
体
は
、
こ
の
後
主
流
と

な
っ
て
ゆ
く
シ
ェ
イ
エ
ス
の
考
え
方
と
も
異
な
っ
て
お
り
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
と
り
あ
え
ず
、
ム
ニ
エ
が
憲
法
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
著
作
と
し
て
、Jean-Joseph M

ounier, Considérations sur les gouvernem
ens, et principalem

ent sur celui qui convient à 
la France, V

ersailles, P.-D
. Pierres, 1789 ; Id., N

ouvelles observations sur les E
tats-généraux de France, s.l., 1789 

を
参
照

で
き
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
公
刊
の
日
付
は
八
月
一
八
日
と
考
え
ら
れ
て
お
り
人
権
宣
言
に
つ
い
て
の
議
論
の
さ
な
か
に
出
さ
れ
て
い
る
（cf. 

Jean EGRET
, La R

évolution des notables: M
ounier et les M

onarchiens 1789, Paris, A
rm
and Colin, 1950, p. 122, n.

63. 
EGRET

の
研
究
以
外
に
、
ム
ニ
エ
に
つ
い
て
の
重
要
な
研
究
と
し
て
、
岡
本
明
「
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ム
ー
ニ
エ
（Jean-Joseph M

ounier

）

の
政
治
思
想
」（『
北
陸
史
学
』
二
七
巻
（
一
九
七
八
）、
一
―
二
〇
頁
）
を
参
照
。
ま
た
、
波
多
野
敏
「
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ム
ニ
エ
の
憲
法
論
」

（『
広
島
法
学
』
三
七
巻
一
号
、
二
〇
一
三
）
も
併
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。）

（
５
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 214.

（
６
）　Ibid..
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（
７
）　Ibid..

（
８
）　Ibid..

（
９
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 215.

（
10
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 216.

（
11
）　Ibid..

（
12
）　

こ
の
後
ま
ず
人
権
宣
言
に
つ
い
て
の
審
議
が
進
め
ら
れ
、
八
月
末
に
人
権
宣
言
に
つ
い
て
の
ひ
と
と
お
り
の
審
議
が
終
わ
る
。
そ
の
後
、
憲
法
に

つ
い
て
の
審
議
が
進
め
ら
れ
、
一
七
九
一
年
九
月
に
改
め
て
人
権
宣
言
の
修
正
が
議
題
と
な
っ
た
上
で
、
最
終
的
な
憲
法
の
施
行
と
な
る
の
で
、
一

応
形
式
的
に
は
こ
の
時
の
ム
ニ
エ
の
提
案
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
る
。
八
月
四
日
ま
で
、
憲
法
と
人
権
宣
言
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
、
憲

法
が
先
か
人
権
宣
言
が
先
か
と
い
う
の
が
一
つ
の
中
心
的
な
論
点
と
な
り
、
こ
れ
が
八
月
四
日
の
議
決
で
と
り
あ
え
ず
人
権
宣
言
を
先
に
審
議
す
る

と
い
う
形
で
決
着
を
見
る
が
、
以
下
で
見
る
よ
う
に
こ
の
九
月
は
じ
め
ま
で
の
議
論
の
中
で
、
憲
法
の
形
式
・
正
当
性
が
や
は
り
問
題
と
な
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

（
13
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, pp. 221-222.

ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
は
、
六
日
か
ら
活
動
し
て
い
る
憲
法
委
員
会
の
委
員
で
も
な
く
、
ど
の
よ

う
な
経
緯
で
こ
の
よ
う
な
発
言
に
い
た
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
草
案
の
内
容
も
、
後
に
発
表
さ
れ
る
ム
ニ
エ
の
草
案
な
ど
に
比
べ
て
、
人
権
を

非
歴
史
的
に
と
ら
え
、
憲
法
の
哲
学
的
基
礎
と
す
る
と
い
う
傾
向
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
次
に
発
言
す
る
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン

ダ
ー
ル
は
、
五
月
末
に
は
第
二
身
分
の
部
会
で
単
独
で
の
資
格
確
認
を
提
案
し
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
と
の
関
連
で
憲
法
秩
序
を
考
え

よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
ろ
う
。

（
14
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, pp. 222-223.

（
15
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, pp. 230-231.

（
16
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 232. 

六
日
に
構
成
さ
れ
た
委
員
会
は
、
憲
法
制
定
に
つ
い
て
の
「
作
業
手
順
」
を
決
め
る
委
員
会
で
あ

り
（A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 231. 

の
ム
ニ
エ
の
発
言)

、
こ
の
日
の
委
員
会
は
具
体
的
に
憲
法
草
案
を
作
成
す
る
た
め
の
委
員
会

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
（A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 231. 

ペ
シ
オ
ン
＝
ド
＝
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
の
動
議
）。
こ
の
委
員
会
に
は
身
分
間
の
バ

ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
、
八
人
の
メ
ン
バ
ー
が
選
ば
れ
て
い
る
。
第
一
身
分
か
ら
、
タ
レ
ー
ラ
ン
、
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
＝
ド
＝
シ
セ
、
第
二
身
分
か
ら
ク

レ
ル
モ
ン
＝
ト
ネ
ー
ル
、
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
、
第
三
身
分
か
ら
ム
ニ
エ
、
シ
ェ
イ
エ
ス
、
シ
ャ
プ
リ
エ
、
ベ
ル
ガ
ッ
ス
で
あ
る
。

（
17
）　LｾA

bbé Sieyès 

（Em
m
anuel-Joseph), Prélim

inaire de la constitution : reconnaissance et exposition raisonnée des droits de 
lｾhom

m
e et du citoyen, s.l. 1789. 

シ
ェ
イ
エ
ス
の
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、Archives parlem

entaires, t. 8, pp. 256-261 

に
も
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
議
会
議
事
録
で
は
、「
一
七
八
九
年
七
月
二
〇
―
二
一
日
に
憲
法
委
員
会
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
」
と
し
て
二
一
日
の
議
事
録
の
最
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後
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
後
に
、
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
＝
ド
＝
シ
セ
は
二
七
日
の
憲
法
委
員
会
の
報
告
の
中
で
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の
テ
キ
ス
ト
が
議
員
た
ち

に
は
印
刷
さ
れ
て
配
布
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
お
り
（A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 281)

、
憲
法
委
員
会
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
後
、
委

員
会
報
告
に
先
立
っ
て
シ
ェ
イ
エ
ス
の
案
だ
け
が
冊
子
と
し
て
配
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
委
員
会
報
告
に
先
だ
っ
て
、
そ
れ
と
は
別
に

シ
ェ
イ
エ
ス
案
が
印
刷
配
布
さ
れ
た
の
は
若
干
異
例
な
感
じ
も
す
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
委
員
会
の
報
告
は
必
ず
し
も
シ
ェ
イ
エ
ス
の
考
え
方
を
反

映
し
て
お
ら
ず
、
委
員
会
内
部
で
は
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
が
、
現
時
点
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
経
過
は
わ
か
ら

な
い
。

（
18
）　SIEY

ÈS, Prélim
inaire op. cit., p. 3.

「
所
見observation

」
は
、
冊
子
が
印
刷
さ
れ
た
と
き
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、A

rchives 
parlem

entaires
に
は
な
い
。ま
た
、こ
れ
は
冊
子
の
版
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、François Furet et Ran H

alévi, La m
onarchie 

républicaine: La constitution de 1791, Payard, Paris, 1996, pp. 320 

は
、
筆
者
の
参
照
し
た
冊
子
よ
り
も
短
いobservation

を
載
せ

て
い
る
。
引
用
部
分
は
所
見
の
冒
頭
で
テ
キ
ス
ト
に
異
同
は
な
い
。

（
19
）　K

eith M
ichael BA

K
ER

は
、
ム
ニ
エ
と
シ
ェ
イ
エ
ス
と
の
間
に
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
が
政
府
の
伝
統
的
な
シ
ス
テ
ム
を
改
革
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
、
完
全
に
新
し
い
政
府
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
対
立
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（cf. 

K
eith 

M
ichael 

BA
K
ER, Inventing the French R

evolution : E
ssays on French Political Culture in the E

ighteenth Century, Cam
bridge, 

Cam
bridge U

niversity Press, 1990, p. 264)

。
こ
の
指
摘
は
全
く
正
し
い
が
、
こ
れ
を
ム
ニ
エ
が
も
っ
と
も
保
守
的
な
立
場
に
あ
り
、
シ
ェ

イ
エ
ス
が
新
し
い
憲
法
を
求
め
る
立
場
に
あ
る
と
理
解
し
て
し
ま
う
の
は
誤
り
で
あ
り
、BA

K
ER

も
そ
の
よ
う
な
議
論
は
し
て
い
な
い
。
憲
法
制

定
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ム
ニ
エ
も
シ
ェ
イ
エ
ス
も
と
も
に
新
し
い
憲
法
の
制
定
の
必
要
性
で
は
一
致
し
て
い
る
。
ム
ニ
エ
よ
り
も
さ
ら
に
保
守

的
な
見
解
と
し
て
、
三
部
会
の
際
の
ダ
ン
ト
レ
ー
グ
伯
や
七
日
の
第
二
身
分
の
決
議
の
よ
う
に
既
に
憲
法
は
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
立
場
も
存
在

し
て
い
る
。
ム
ニ
エ
は
、
こ
の
保
守
的
な
立
場
に
配
慮
し
つ
つ
、
新
し
い
憲
法
の
制
定
を
求
め
る
中
間
的
な
立
場
と
し
て
、
お
そ
ら
く
は
自
覚
的
に

論
理
的
に
は
や
や
曖
昧
さ
の
残
る
議
論
を
展
開
し
、
伝
統
的
な
統
治
シ
ス
テ
ム
と
の
つ
な
が
り
を
残
す
こ
と
で
、
完
全
な
無
秩
序
を
招
来
す
る
こ
と

を
防
ご
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
20
）　A

rchives parlem
entaire, t. 8, p. 281.

（
21
）　

ま
た
、
ム
ニ
エ
の
案
に
は
、
人
権
宣
言
に
加
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
統
治
の
原
理
の
一
章
が
付
け
加
え
ら
れ
、
そ
こ
で
は
議
院
の
形
式
な
ど
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
テ
ー
マ
と
な
り
、
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
＝
ド
＝
シ
セ
は
報
告
の
後
半
で
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
一

院
制
か
二
院
制
か
と
い
っ
た
、
こ
の
後
の
議
論
の
重
要
な
論
点
も
表
れ
て
き
て
い
る
。

（
22
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 283.

（
23
）　

た
と
え
ば
、
議
論
の
は
じ
め
に
、
比
較
的
長
い
発
言
を
し
て
い
る
ク
レ
ニ
エ
ー
ル
は
、「
社
会
に
お
け
る
人
間
は
不
滅
の
自
然
権
を
持
っ
て
い
る
。
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こ
れ
は
、
理
性
の
格
率
で
あ
る
」
と
、
歴
史
と
は
無
関
係
な
理
性
の
格
率
と
し
て
人
権
を
把
握
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ク
レ
ニ
エ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、

「
実
定
的
相
対
的
権
利
を
定
め
る
だ
け
の
法
律
に
先
立
っ
て
、
不
滅
の
自
然
権
を
定
め
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
私
が
人
民
の
憲
法
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
」

と
、
憲
法
と
自
然
権
を
定
め
る
こ
と
を
イ
コ
ー
ル
で
捉
え
て
お
り
、
人
権
宣
言
が
先
か
憲
法
が
先
か
と
い
う
問
題
に
は
必
ず
し
も
明
確
に
答
え
て
い

な
い
。
し
か
し
こ
の
発
言
も
、
最
後
に
拍
手
喝
采
を
受
け
、
冊
子
に
印
刷
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
（A

rchives parlem
entaires, t. 8, pp. 

317-320)

。
ク
レ
ニ
エ
ー
ル
が
憲
法
と
い
う
言
葉
で
人
権
宣
言
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
三
日
に
ム
ニ
エ
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

（A
rchives parlem

entaires, t. 8, p. 335)

。

（
24
）　

こ
の
八
月
の
は
じ
め
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
公
的
扶
助
の
問
題
と
の
関
わ
り
で
一
度
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
（
波
多
野
敏
「
一
七
八
九

年
人
権
宣
言
と
扶
助
の
権
利
（
二
・
完
）」
島
大
法
学
四
八
巻
四
号
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
七
―
一
九
二
頁
）。
こ
の
際
に
は
、
ヴ
ァ
ス
チ
ー
ユ
占
領

後
の
大
恐
怖
と
の
関
わ
り
で
、貧
者
の
引
き
起
こ
す
無
秩
序
に
対
す
る
懸
念
が
議
員
の
間
に
広
が
っ
て
お
り
、こ
う
し
た
観
点
か
ら
議
論
を
見
た
が
、

今
回
は
こ
う
し
た
同
時
的
な
事
件
と
の
関
わ
り
で
は
な
く
、
よ
り
理
論
的
な
憲
法
の
正
当
性
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
議
論
を
見
て
い
く
。

（
25
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 321.

（
26
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 323.

（
27
）　Ibid..

（
28
）　

憲
法
委
員
会
は
、
二
七
日
の
ム
ニ
エ
の
報
告
で
人
権
宣
言
草
案
と
、
そ
れ
に
続
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
統
治
原
理
と
い
う
章
も
合
わ
せ
て
提
案
し
て
い

る
。
二
つ
の
章
を
合
わ
せ
て
報
告
し
て
い
る
こ
と
は
、
憲
法
委
員
会
と
し
て
マ
ル
エ
の
よ
う
な
意
見
も
出
て
く
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
議
会
議
事
録
か
ら
は
確
定
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
委
員
会
の
中
で
も
シ
ェ
イ
エ
ス
の
よ
う
に
、
憲
法
の
基
礎
と
な

る
べ
き
理
性
的
原
理
と
し
て
人
権
宣
言
を
捉
え
る
考
え
方
は
少
数
派
で
あ
っ
た
こ
と
は
メ
ン
バ
ー
構
成
か
ら
推
測
は
で
き
る
。
ム
ニ
エ
、
あ
る
い
は

憲
法
委
員
会
の
提
案
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
と
マ
ル
エ
の
違
い
は
、
既
存
の
秩
序
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
変
え
る
た
め
の
、

あ
る
い
は
新
し
い
憲
法
を
作
る
た
め
の
基
本
的
価
値
を
示
す
も
の
と
し
て
暫
定
的
な
人
権
宣
言
を
必
要
と
考
え
る
か
、
そ
の
よ
う
な
人
権
宣
言
も
不

要
で
あ
る
と
考
え
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
ム
ニ
エ
の
立
場
か
ら
は
、
既
存
の
秩
序
は
前
提
に
し
な
が
ら
も
こ
れ
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点

か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
な
り
、
既
存
の
秩
序
は
そ
れ
だ
け
で
は
必
ず
し
も
正
当
化
の
原
理
た
り
得
な
い
が
、
マ
ル
エ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
既
存

の
秩
序
の
正
当
性
が
、
と
り
あ
え
ず
議
論
の
出
発
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
三
部
会
の
時
期
に
、
身
分
毎
の
審
議
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
点

で
の
二
人
の
対
応
の
違
い
に
も
表
れ
て
い
た
。

（
29
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 340.

（
30
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 341.

権
利
宣
言
で
は
な
く
権
利
と
義
務
の
宣
言
を
定
め
る
と
い
う
動
議
は
、
最
初
起
立
投
票
に
か
け
ら

れ
た
が
、
賛
否
が
明
確
で
は
な
い
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
点
呼
に
よ
る
投
票
が
行
わ
れ
た
結
果
、
否
決
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の
賛
否
の
差
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
こ
れ
に
は
、
当
時
の
騒
然
と
し
た
状
況
の
中
で
、
抽
象
的
な
人
権
宣
言
を
定
め
る
こ
と
で
、
無
政
府

状
態
を
招
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
作
用
し
た
こ
と
、
第
一
身
分
の
議
員
が
宗
教
的
な
義
務
を
こ
こ
か
ら
連
想
し
、
こ
の
議
員
た
ち
の
支
持

が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
推
測
で
き
る
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
エ
の
発
言
な
ど
に
も
良
く
表
れ
て
い
る
し
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
シ
ャ

ル
ト
ル
の
司
教
の
義
務
の
宣
言
を
支
持
す
る
発
言
が
、
聖
職
者
か
ら
大
き
な
喝
采
で
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
第
一
身
分

の
議
員
が
支
持
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

（
31
）　

国
民
主
権
の
規
定
は
最
終
的
に
ム
ニ
エ
の
提
案
が
採
択
さ
れ
（A
rchives parlem

entaires, t. 8, p. 463

）、
ま
た
法
は
一
般
意
思
で
あ
る
こ

と
を
定
め
た
規
定
は
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
の
提
案
に
な
る
も
の
で
あ
る
（A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 466.

）。
も
ち
ろ
ん
、
い
わ

ゆ
る
第
六
部
会
案
を
下
に
し
て
、
こ
の
最
終
的
な
提
案
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
っ
た
上
で
提
案
は
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
条
文
が
ム
ニ
エ

や
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
の
個
人
的
な
考
え
方
を
反
映
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
し
、
憲
法
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
こ
う
し
た
審
議
を
リ
ー

ド
す
る
立
場
に
あ
っ
た
た
め
に
、
結
果
的
に
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
民
主
権
論
な
ど
の
規
定
を

定
め
る
の
に
二
人
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
規
定
の
意
味
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
審
議
を
進
め
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
か

ろ
う
。

　
　
　

本
稿
で
は
、
人
権
宣
言
そ
の
も
の
の
審
議
経
過
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
膨
大
な
文
献
が
存
在
し
て
い
る
。
筆
者
自
身
も
、

扶
助
の
権
利
に
関
す
る
議
論
を
中
心
と
し
て
波
多
野
敏
「
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
と
扶
助
の
権
利
（
二
・
完
）
島
大
法
学
第
四
八
巻
四
号
、
二
〇
〇

五
年
、
一
五
八
―
一
九
二
頁
で
簡
単
に
整
理
し
て
い
る
が
、
主
な
文
献
に
つ
い
て
は
こ
の（
注
２
）で
も
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
以
降
も
さ
ま
ざ
ま
な

研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
澤
登
文
治
『
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
の
精
神
』
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
は
重
要
で
あ
る
。

（
32
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 509.

（
33
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 510.

（
34
）　

二
九
日
に
は
、
国
王
の
強
い
権
限
を
求
め
る
一
派
と
、
議
会
の
権
限
を
強
く
す
る
こ
と
を
求
め
る
一
派
と
で
議
会
は
完
全
に
左
右
に
分
か
れ
る

（cf. Léon D
U
GU
IT
 et H

enry M
O
N
N
IER, Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, Paris, 

F. Pichon, 1898, pp. X
-X
I

）。
こ
れ
は
最
終
的
に
は
国
王
の
議
会
に
対
す
る
拒
否
権
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
と
い
う
点
に
表
れ
て
く
る
が
、

と
り
あ
え
ず
は
国
王
の
裁
可
に
つ
い
て
と
い
う
議
題
で
、
三
一
日
に
憲
法
委
員
会
と
し
て
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
と
ム
ニ
エ
が
報
告
を
行
う
。
こ

の
二
人
の
報
告
に
つ
い
て
は
、A

rchives parlem
entaires, t. 8, pp. 514-527

。

（
35
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, pp. 514-515.

（
36
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 515.

（
37
）　Ibid..
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（
38
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 523.

（
39
）　

憲
法
委
員
会
の
報
告
で
は
、
拒
否
権
と
い
う
言
葉
も
明
確
に
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
実
質
的
に
は
議
会
に
対
す
る
国
王
の
拒
否
権
を
認
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。国
王
の
裁
可
権
と
い
う
言
葉
で
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、こ
の
後
の
審
議
で
も
若
干
の
混
乱
は
見
ら
れ
る
が
、

憲
法
委
員
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
、
こ
の
日
も
報
告
を
行
っ
た
ム
ニ
エ
は
、
個
人
的
に
は
国
王
の
絶
対
的
拒
否
権
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
は
、
た
と
え
ばJean-Josephe M

O
U
N
IER, E

xposé de la conduite de M
. M
ounier, Paris, 1789, p. 56. 

な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。
停
止
的
拒
否
権veto suspendu

、
絶
対
的
拒
否
権veto absolu

と
い
っ
た
言
葉
は
報
告
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
後
の
審
議
で
は

盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
40
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 535.

（
41
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, pp. 535-536.

（
42
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 537.

（
43
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 543.

（
44
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, pp. 543-544.

（
45
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 529.

ほ
か
に
も
三
日
のGoupil de Préfeln

の「
わ
れ
わ
れ
は
憲
法
を
作
る
た
め
に
来
て
い
る
の
で
は

な
く
、
古
来
の
憲
法
を
確
実
に
す
る
た
め
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
発
言
も
見
ら
れ
る
。

（
46
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, pp. 554-564.

（
47
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、cf. K
eith M

ichael BA
K
ER, Inventing the French R

evolution op. cit. in n. 19, pp. 271-301.

（
48
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 529.

（
49
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 530.

（
50
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 555.

（
51
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 569.

（
52
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 571.

（
53
）　A
rchives parlem

entaires, t. 8, p. 584.

（
54
）　A
rchives parlem

entaires, t. 8, p. 555. 

（
55
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 559. 

国
民
が
立
法
に
関
し
て
直
接
判
断
す
る
と
言
う
こ
と
の
危
険
性
は
、
停
止
的
拒
否
権
の
支
持
者
の

間
に
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
真
っ
先
に
停
止
的
拒
否
権
を
支
持
す
る
議
論
を
展
開
し
た
サ
ル
は
、「
確
か
に
、
く
び
き
の
中
で
年
齢
を

重
ね
、
従
属
の
悪
徳
に
染
ま
っ
た
奴
隷
に
自
由
を
与
え
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
最
初
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
ら
を
自
由
に
す
る
前
に
、
自
由
を
愛
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す
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
法
律
を
愛
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
心
を
再
生
し
、
奴
隷
を
威
厳
あ
る
人
間
に

ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
も
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
ル
は
、
革
命
が
こ
う
し
た
奴
隷
的
な
人
間
を
威
厳
あ
る
人
間
に
変
え
る
、
革

命
が
す
べ
て
の
人
の
心
の
中
で
も
行
わ
れ
れ
ば
、
法
典
を
確
実
に
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
言
い
、「
人
間
は
正
気
を
失
う
こ
と
は
あ

り
得
る
が
、
大
国
民
は
そ
う
は
な
ら
な
い
。
大
国
民
は
、
自
ら
の
利
益
に
つ
い
て
考
え
、
自
ら
の
た
め
に
法
を
定
め
る
の
で
あ
り
、
自
ら
悪
を
望
む

よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
」
と
、
国
民
に
信
頼
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
る
の
で
あ
る
（A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 530

）。
ほ
か

に
ペ
シ
オ
ン
＝
ド
＝
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
の
議
論
な
ど
（A

rchives parlem
entaires, t. 8, pp. 583-584

）。

（
56
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 560.

（
57
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 586.

（
58
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 563.

（
59
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 563.

（
60
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 592.

（
61
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 592.

（
62
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, pp. 592-593.

（
63
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 593.

（
64
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 593.

（
65
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 594.

（
66
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 595.

（
67
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, pp. 607-608, 612.

（
68
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 617.

（
69
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 619.

（
70
）　A

rchives parlem
entaires, t. 8, p. 636.

（
71
）　A
rchives parlem

entaires, t. 9, pp. 54-55.

（
72
）　

ム
ニ
エ
の
行
動
に
つ
い
て
は
、Jean EGRET

, La révolution des notables op. cit. in n. 4,

を
参
照
。

（
73
）　

革
命
期
の
代
表
制
や
主
権
論
を
め
ぐ
る
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、と
り
あ
え
ず
一
例
と
し
て Lucien JA

U
M
E, Le discours jacobin 

et la dém
ocratie, Fayard, 1989 ; Pierre RO

SA
N
V
A
LLO

N
, Le sacre du citoyen, Gallim

ard, 1992 ; Pasqual PA
SQ
U
IN
O
, 

Sieyes et lｾinvention de la constitution en France, Edition O
dile Jacob, 1998 ; 

富
永
茂
樹
『
理
性
の
使
用
：
ひ
と
は
い
か
に
し
て
市
民
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と
な
る
の
か
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
五
な
ど
を
挙
げ
て
お
く
。

 

（
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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