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一

は
じ
め
に

〔
二

近
年
､
こ
れ
ま
で
行
政
組
織
が
専
管
的
に
担
っ
て
き
た
公
共
的
事
務
の
う
ち
､
｢非
行
政
組
織
｣
に
よ
っ
て
そ
の
遂
行
を
確
保
さ

れ
る
も
の
が
増
加
し
っ
つ
あ
り
'
す
で
に
建
築
確
認
審
査
な
ど
に
か
か
わ
る
指
定
機
関
や
､
公
の
施
設
の
管
理

･
運
営
を
担
う
指
定
管
理

者
'
市
町
村
に
設
置
さ
れ
､
市
町
村
行
政
に
参
与
す
る
地
域
自
治
区

･
地
域
協
議
会
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
｡
わ
が
国
の
あ
-
方
に
つ
い

て

1
大
変
革
を
も
た
ら
す

｢小
さ
な
政
府
へ
の
移
行
｣
は
､
右
の
現
象
を
今
後
も
顕
在
化
さ
せ
'
こ
れ
ま
で
公
行
政
組
織
に
専
属
し
た
公

共
的
な
役
務
を
､
そ
の
管
轄
か
ら
徐
々
に
切
-
離
し
て
い
-
こ
と
に
な
ろ
う
｡

と
-
わ
け
本
稿
が
関
心
を
持
つ
地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
､
地
方
分
権
の
推
進
も
相
使
っ
て
､
将
来
的
に
も

l
層
推
進
さ
れ
て
い
-
こ

と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
こ
で
の

｢担
い
手
｣
と
し
て
は
､
差
し
当
た
-
自
治
会

･
町
内
会
､
N
P
O
そ
の
他
の
住
民
組
織
が
期

待
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
右
に
挙
げ
た
指
定
管
理
者
制
度
や
地
域
協
議
会
の
ほ
か
､
｢安
心

･
安
全
の
ま
ち
づ
-
り
｣
を
担
う

組
織
と
し
て
'
自
治
会

･
町
内
会
の
存
在
を
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
現
状
を
例
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
よ
う
な
､
政
府
か
ら
距
離
を
置
き
､
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
規
約
､
目
的
な
い
し
財
産
を
所
有
す
る
組
織
に
対
す
る
行
政
的
分
権
へ
の

流
れ
が
現
在
に
お
い
て
明
瞭
で
あ
る
の
は
､
こ
れ
ま
で
が
､
国
家
の
手
に
よ
っ
て
公
共
的
役
務
が

二
九
化
さ
れ
て
い
た

(な
い
し
は
そ
の

傾
向
に
あ

っ
た
)
時
代
､
つ
ま
り

｢集
権
の
時
代
｣
で
あ
っ
た
こ
と
の
帰
結
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
わ
が
国
の
歴
史
を
ひ
も
解
-
と
､
徳
川

時
代
に
は
い
わ
ゆ
る
藩
政
村

(自
然
村
)
が
､
農
漁
村
の
人
々
の
生
活
を
支
え
る
基
盤

･
社
会
と
し
て
存
在
し
､
各
村
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の

ル
ー
ル
の
も
と
に
産
業
が
営
ま
れ
て
い
た
時
代
が
あ
り
'
こ
れ
は

｢分
権
｣
の
時
代
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
要
す
る
に

｢分
権
｣
と

｢集
権
｣
と
い
う
現
象
は
､
そ
れ
ら
を
誰
が
担
う
の
か
は
別
に
し
て
､
交
互
に
繰
-
返
さ
れ
る
も
の
で
あ
-
'
そ
の

｢繰
-

返
し
｣
の
結
果
と
し
て
､
現
代
の
わ
が
国
の
形
態
､
す
な
わ
ち
中
央
政
府
に
よ
る
行
政
権
行
使
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
諸
々
の
役
務
が
､
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-自治体法の基礎的研究-

一
方
で
は
地
方
自
治
体
に
､
他
方
は
非
行
政
的
組
織
に
分
化
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
の
だ
と
言
え
る
｡

〔
二
〕
本
稿
は
､
自
治
体
法
を
研
究
す
る
立
場
か
ら
､
こ
の
よ
う
な
現
象
を
十
分
に
把
握
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
と
の
動
機
に
基
づ
い

て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
右
の
よ
う
な

｢繰
-
返
し
｣
の
現
象
に
つ
い
て
､
そ
の
因
果
律
は
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
れ
に
つ
い
て
は
､
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
の
解
説
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
､
本
稿
で
は
こ
の
課
題
に
つ
き
､
検
討
の
た
め
の
素
材
づ

-
-
の

一
環
と
し
て

1
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
活
躍
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
者
､
モ
ー
リ
ス

･
オ
ー
リ
ウ
の
諸
説
を

も

っ
て
'
わ
が
国
明
治
近
代
国
家
の
成
立
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
最
終
的
に
は
､

現
在
の
行
政
的
分
権
の
状
況
に
照
ら
し
､
住
民
組
織
と
自
治
体
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡

も

っ
と
も
､
本
研
究
は
必
ず
し
も
実
証
的
な
内
容
を
持
つ
も
の
で
な
い
こ
と
を
､
最
初
に
お
断
-
し
て
お
き
た
い
｡
後
に
詳
述
す
る
こ

と
に
な
る
が
､
こ
こ
で
紹
介
す
る
オ
ー
リ
ウ
の
学
説
自
体
､
現
代
的
な
法
律
学
に
お
け
る
論
議
に
お
い
て
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は

言
い
難
い
｡
本
稿
で
は
､
客
観
的

･
実
証
的
な
解
明
と
い
う
こ
と
で
は
な
-
､
む
し
ろ
'
自
治
体
法
学
研
究
の
基
礎
的
作
業
と
し
て
'
右

の
現
象
を
説
明
す
る

一
つ
の
視
点
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
｡
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二

モ
ー
リ
ス

･
オ
ー
リ
ウ
の

｢
中
世
期
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
円
環
｣

〔
二

社
会
学
の
創
始
者
で
あ
る
オ
ー
ギ
ユ
ス
-

･
コ
ン
-
は
､

一
八
二
二
年
に
処
女
作

｢社
会
を
再
組
織
す
る
た
め
に
必
要
な
科
学

(-
)

的
作
業
の
プ
ラ
ン
｣

(P
lan
dest
r
a
v

auxsci
entifiques
n
6cessair
es
po
ur
reor
g
a
n

iser
la
soci6
t
e
)

を
発
表
し
た
｡
｢ひ
と
つ
の
社

会
組
織
が
終
蔦
を
迎
え
､
あ
た
ら
し
い
組
織
が
完
全
に
成
熟
し
構
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
が
､
文
明
の
全
般
的
歩
み
か
ら
見
た
現
代

の
基
本
的
性
格
で
あ
る
｣
と
す
る
書
き
出
し
か
ら
始
ま
る
こ
の
作
品
は
'
革
命
'
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
登
場
と
没
落
､
王
政
復
古
と
い
う
､
社
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会
的
､
政
治
的
な
混
乱
さ
め
や
ら
ぬ
時
期
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
｡

コ
ン
-
は
こ
の
論
考
で
､
か
か
る
混
乱
の
な
か
､
社
会
組
織
の
再
建
に
着
手
せ
ん
と
す
る
国
王
と
人
民
は
､
と
も
に
誤

っ
た
方
向
に
進

も
う
と
し
て
い
る
､
と
主
張
す
る
｡
国
王
は
も

っ
ぱ
ら
旧
組
織
の
復
活
､
す
な
わ
ち
封
建
的

･
神
学
的
組
織
の
復
興
を
目
論
み
､

一
方
人

民
の
側
が
提
起
し
て
い
る
そ
れ
は
､
こ
れ
と
は
反
対
に
､
か
か

っ
て
旧
組
織
を
崩
壊
せ
し
め
た
批
判
的
原
理
に
依

っ
て
立
ち
つ
つ
､
そ
の

旧
組
織
に
修
正
を
加
え
る
も
の
で
し
か
な
い
､
と
｡
コ
ン
I
に
よ
れ
ば
､
両
者
と
も
文
明
進
歩
の
原
理
を
無
視
し
た
有
害
な
も
の
で
し
か

(2
)

な
い
と
い
う
の
で
あ

る

｡

そ
れ
で
は
､
そ
の
文
明
進
歩
の
原
理
に
適

っ
た
真
の
社
会
再
組
織
の
あ
-
方
と
は

一
体
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
こ
で

コ
ン
ー
が
提
出
し
た
の
が
､
有
名
な

｢三
段
階
の
法
則
｣
で
あ
る
｡

人
間
の
精
神
は

｢神
学
的
す
な
わ
ち
虚
構
の
段
階
｣
｢形
而
上
学
的
す
な
わ
ち
抽
象
の
段
階
｣
｢科
学
的
す
な
わ
ち
実
証
の
段
階
｣
と
い

う

三
つ
の
段
階
を
経
て
進
歩
し
て
い
-
｡

最
初
の
段
階
で
あ
る

｢神
学
的
段
階
｣
と
は
､
｢超
自
然
的
な
イ
デ
ー
が
､
そ
の
当
時
の
学
問
を
構
成
す
る
孤
立
し
た
少
数
の
観
察
を

結
び
つ
け
る
の
に
役
立
つ
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
観
察
さ
れ
た
事
実
が
創
ら
れ
た
事
実
を
も

っ
て
説
明
､
つ
ま
-
ア
プ
リ
オ
リ
に
了
解
さ
れ

る
｣
段
階
で
あ
る
｡
第
二
の
段
階
た
る

｢形
而
上
学
的
段
階
｣
は
､
第

一
の
段
階
と
最
終
の
段
階
と
の
橋
渡
し
的
な
役
割
を
有
す
る
も
の

で
あ
-
､
｢
そ
の
特
徴
は
雑
多
で
､
も
は
や
仝
-
の
超
自
然
的
イ
デ
ー
に
よ

っ
て
事
実
が
関
連
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
い
ま
だ

完
全
に
自
然
的
イ
デ
ー
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
｡

‥
｣
の
形
而
上
学
的
段
階
は
､
よ
-
多
-
な
っ
た
事
実
が
､
同
時

に
､
よ
-
広
-
な

っ
た
類
推
に
よ
っ
て
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
｣
｡
そ
し
て
最
後
の

｢実
証
的
段
階
｣
は
､
あ
ら
ゆ
る
学

問
が
最
終
的
な
形
態
を
獲
得
す
る
段
階
で
あ

っ
て
､
｢事
実
は
､
事
実
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
確
認
さ
れ
る
､
完
全
に
実
証
的
な

種
類
の

一
般
的
な
イ
デ
ー
や
法
則
に
よ

っ
て
関
連
づ
け
ら
れ
る
｣
｡
た
と
え
ば
天
文
学
､
物
理
学
'
化
学
､
生
理
学
と
い
っ
た
今
日
の
実
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一自治体法の基礎的研究-
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(3
)

証
的
な
基
礎
科
学
を
み
れ
ば
､
か
か
る
歴
史
的
要
約
の
正
確
さ
を
確
認
で
き
る
と
す
る
の
で
あ

る

｡

人
間
精
神
の
発
達
た
る
文
明
は
､
こ
の
三
段
階
の
法
則
に
対
応
し
て
発
展
す
る
が
､
そ
れ
が
社
会
組
織
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
｡
西

洋
世
界
の
文
明
史
は
､
キ
リ
ス
ト
教
中
世
た
る
神
学
的
段
階
､
ル
ネ
サ
ン
ス
期
か
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
ま
で
の
形
而
上
学
的
段
階
を
す
で
に

経
験
し
､
コ
ン
ー
の
本
論
文
執
筆
時
は
､
最
終
の
実
証
的
段
階
に
至
る
べ
き
時
代
で
あ

っ
て
､
想
像
が
観
察
の
優
位
に
立
つ
神
学
的

･
形

(4
)

而
上
学
的
精
神
か
ら
､
観
察
が
想
像
の
優
位
に
立
つ
実
証
的
精
神
に
基
づ
-
政
治
を
指
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
さ
れ
て
い
る

｡

以
上
が
き
わ
め
て
大
雑
把
で
は
あ
る
が
､
コ
ン
ー
に
よ
る
三
段
階
の
法
則
の
概
要
で
あ
る
｡

〔
二
〕
オ
ー
リ
ウ
の
社
会
学

へ
の
傾
倒
は
､
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
オ
ー
リ
ウ
は

1
八
九
五
年
に

｢中
世
期
と
ル
ネ
サ

ン
ス
期
の
円
環
お
よ
び
そ
れ
ら
の
社
会

へ
の
影
響
｣
(L
.al
ternance
d

es
m
oy
en･ages
et
des
renaissances
et
se
s
con
sequen
ces

(5
)

s

ocia-e
s
)
と
題
す
る
論
文
を
発
表
す
る
が
'
こ
の
論
考
は
そ
の
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
､
右
の
コ
ン
-
に
よ
る
三
段
階
の
法
則

へ
の
批

判
提
出
を
置
い
て
い
る
｡

オ
ー
リ
ウ
は
問
題
提
起
と
し
て
､
西
洋
文
明
史
に
お
け
る
二
つ
の
大
き
な
社
会
形
態
の
特
徴
と
､
そ
れ
ら
の
現
出
の
あ
-
方
を
確
認
す

る
｡二

つ
の
社
会
形
態
と
は
､
｢組
織
さ
れ
た
時
代
｣

(p
6riod
es
org
an
iques)
と

｢危
機
の
時
代
｣
(p
6
riodes
critiques)
で
あ
る
｡

前
者
は
完
全
に
組
織
さ
れ
た
社
会
が
個
人
を
完
蟹
に
囲
い
込
み
､
個
人
に
対
し
て
必
要
な
制
度
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
が
個
人

の
優
位
に
立
ち
､
集
団
的
活
動
が
個
人
の
活
動
に
優
越
す
る
時
代
で
あ
-
､
後
者
は
､
社
会
が
崩
壊
す
る
時
代
で
あ

っ
て
､
社
会
は
個
人

に
対
し
て
も
は
や
不
十
分
な
制
度
し
か
提
供
で
き
ず
､
個
人
は
あ
る
程
度
ま
で
社
会
的
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
､
個
人
の
活
動
が
集
団
の
活

動
に
優
越
す
る
｡

こ
の
二
つ
の
社
会
の
交
代
に
つ
い
て
は
コ
ン
-
も
示
唆
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
オ
ー
リ
ウ
の
興
味
は
､
こ
れ
ら
が

｢繰
-
近
さ



68

れ
る
｣
こ
と
､
つ
ま
-

｢組
織
さ
れ
た
時
代
｣
の
あ
と
を

｢危
機
の
時
代
｣
が
継
ぎ
'
そ
し
て
そ
の
あ
と
に
再
び

｢組
織
さ
れ
た
時
代
｣

が
到
来
す
る
と
い
う

｢円
環
-

alternanceI
｣
の
な
か
で
､
最
初
の

｢組
織
さ
れ
た
時
代
｣
と
､
つ
ぎ
に
到
来
す
る

｢組
織
さ
れ
た
時

代
｣
と
で
は
そ
の
中
身
が
異
な
る
こ
と
､
つ
ま
-
こ
れ
ら
は
､
同
じ
仕
方
で
組
織
さ
れ
る
の
で
は
な
-
'
ま
た
そ
の
特
質
自
体

｢和
ら
い

神奈川法学第40巻第2号 2007年(411)

だ
形
｣
で
継
承
さ
れ
る
､
と
い
う
現
象
に
向
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
危
機
の
時
代
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
-
､
危
機
の
時
代
の

特
質
で
あ
る

｢暴
力
性
｣
が
､
次
第
に
緩
和
さ
れ
て
-
る
の
で
あ
る
｡

オ
ー
リ
ウ
は
こ
の
論
考
に
お
い
て
､
こ
れ
ら
二
つ
の
社
会
形
態
の
う
ち
､
と
り
わ
け

｢組
織
さ
れ
た
時
代
｣
の
詳
細
な
分
析
を
通
し
て
､

か
か
る
傾
向
の
解
明
を
試
み
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の

｢組
織
さ
れ
た
時
代
｣
を
､
さ
ら
に
二
種
に
分
節
す
る
こ
と
か
ら
考
察
を
は
じ
め
る

の
で
あ
る
｡
そ
の
ひ
と
つ
は

｢中
世
期
｣
で
あ
り
'
も
う
ひ
と
つ
は

｢
ル
ネ
サ
ン
ス
期
｣
で
あ
る
｡

本
稿
で
は
以
下
に
､
オ
ー
リ
ウ
の
論
考
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
が
､
オ
ー
リ
ウ
は
こ
れ
を
著
し
た
後
の

一
八
九
六
年
に
出
版
し
た

『伝
統

(6
)

的
社
会
科

学

』

の
な
か
で
同
じ
テ
ー
マ
を
さ
ら
に
数
行
し
て
い
る
の
で
､
本
稿
で
は
適
宜
､
右
の
論
考
も
参
照
し
て
い
き
た
い
｡
な
お
'

オ
ー
リ
ウ
が
こ
こ
で
用
い
る

｢中
世
期
｣
と

｢
ル
ネ
サ
ン
ス
期
｣
な
る
語
は
､
西
洋
史
に
お
け
る
通
常
の
時
代
区
分
で
用
い
ら
れ
る
そ
れ

(7
)

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
､
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
お
-

｡

〔三
〕
さ
て
､
オ
ー
リ
ウ
は
､
｢実
際
に
は
最
も
主
観
的
で
あ
る
が
､
客
観
的
か
つ
具
体
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
'
外
的
世
界
の
実
在
性

を
肯
定
し
､
そ
れ
に
つ
い
て
存
在
を
も
っ
て
説
明
す
る
｣
『宗
教
的

･
神
学
的
イ
デ
ー

(id6e)』
､
｢
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
に
よ
っ
て
､
主

観
的
で
あ
る
と
同
時
に
客
観
的
に
世
界
を
説
明
す
る
｣
『形
而
上
学
的
イ
デ
ー
』
､
｢存
在
や
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
を
前
提
と
せ
ず
､
も
っ

ぱ
ら
事
実
の
関
連
性
と
後
験
的
法
則
を
も
っ
て
世
界
を
説
明
す
る
｣
『実
証
的
イ
デ
ー
』
と
い
う
､
コ
ン
I
が
三
段
階
の
法
則
で
提
示
し

た
観
念
を
確
認
し
､
こ
れ
ら
の
イ
デ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
社
会
の
基
礎
と
な
-
､
そ
れ
ぞ
れ
モ
ラ
ル
と
法
を
帯
び
､
そ
し
て
こ
れ
ら
イ
デ
ー
に

基
､づ
-
三
つ
の
社
会
は
､
そ
の
モ
ラ
ル
と
法
的
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
す
る
｡
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-自治体法の基礎的研究-

69

そ
れ
で
は
､
そ
れ
ら
の

｢社
会
｣
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
｢あ
ら
ゆ
る
人
間
関
係
が
神
聖
な
る
目
的
原
因
説
の
観

点
で
組
織
さ
れ
､
宗
教
的
モ
ラ
ル
と
宗
教
的
法
が
創
出
さ
れ
る

『宗
教
的
社
会
』｣
､
｢完
全
に
国
家
の
形
を
し
て
実
現
す
る
が
初
期
的
な
段

階
で
あ
-
､
正
義
'
公
正
､
平
等
と
い
っ
た
抽
象
的
な
理
想
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
関
係
を
人
々
の
間
に
想
定
L
t
善
の
抽
象
的
理
想
を

実
現
す
る
た
め
に
モ
ラ
ル
を
'
正
義
の
抽
象
的
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
法
を
所
有
す
る

『形
而
上
学
的
社
会
』｣
､
｢人
々
の
間
に
も

っ
ぱ

ら
実
証
的
な
事
実
､
す
な
わ
ち
本
能
や
利
益
､
実
験
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
自
然
律
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
た
関
係
を
想
定
し
､
血
縁
と
貨

幣
､
家
族
と
所
有
地
の
社
会
で
あ
-
､
当
を
得
た
関
心
と
本
能
的
意
識
に
基
づ
い
た
モ
ラ
ル
と
法
を
包
含
す
る

『実
証
的
社
会
』｣
が
､
そ

れ
ぞ
れ
前
の
三
つ
の
イ
デ
ー
に
対
応
す
る
社
会
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
さ
ら
に
､
こ
れ
ら
の
社
会
は

｢人
間
に
関
す
る
排
他
的

統

1
と
支
配
の
実
現
を
切
望
す
る
｣
結
果
と
し
て
'
散
漫
な
仕
方
で
組
織
さ
れ
た
社
会
組
織
網
を
持
つ

｢単
純
な
制
度
の
状
態
｣

()'etat

d
e
sim

ples
institu
ti
ons)
か
ら
'
人
間
を
統
合
し
排
他
的
に
支
配
す
る

｢政
治
的
社
会
の
状
態
｣

(I.6tat
d
e
soc
i
6t6s
politiques)
へ

至
ろ
う
と
す
る
､
あ
る
種
の
運
動
律
を
伴
い
､
そ
の
結
果
が
､
神
権
政
治
を
支
え
た
宗
教
的
政
治
社
会
を
､
そ
し
て
国
家
を
､
さ
ら
に
封

(8
)

建
制
た
る
政
治
的
実
証
的
社
会
を
産
み
出
し
た
と
す

る

｡

特
筆
す
べ
き
は
､
社
会
は
時
と
し
て

｢単
純
な
制
度
の
状
態
｣
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
あ
る
し
､
し
か
も
前
記
三
つ
の
社
会
は
'
あ
る
社

会
の
う
ち
に

｢共
存
｣
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
オ
ー
リ
ウ
の
思
考
で
あ
る
｡
つ
ま
-

｢縦
系
列
の
時
間
経
過
｣
に
よ
っ
て
､
宗
教
的
社

会
-
形
而
上
学
的
社
会
-
実
証
的
社
会

へ
､
あ
る
い
は
単
純
な
制
度
の
状
態
か
ら
政
治
的
社
会
の
状
態

へ
と
移
行
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡

と
-
わ
け
三
つ
の
社
会
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
時
代
､
ひ
と
つ
の
社
会
の
な
か
に

｢同
時
に
存
在
｣
し
､
人
々
は
同
時
に
､
そ

(9
)

れ
ぞ
れ
の
社
会
の
構
成
員
と
し
て
生
き
る
の
で
あ

る

｡

そ
れ
は
決
し
て

｢直
線
的
な
系
譜
に
よ
る
発
展
法
則
｣
で
は
な
-
､
互
い
に
纏
れ

合
い
な
が
ら
も
､
ひ
と
つ
の
社
会
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
｡

そ
れ
で
は
､
こ
こ
で
の

｢
ひ
と
つ
の
社
会
｣
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
｡
三
つ
の
社
会
が
共
存
す
る
の
な
ら
､
｢
そ
れ
ら
が
共
存
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の
う
ち
に
形
成
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
社
会
｣
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
オ
ー
リ
ウ
に
よ
れ
ば
､
｢時

代
に
応
じ
て
､
イ
デ
ー
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
の
ど
れ
か
が
圧
倒
し
､
い
ず
れ
か
の
社
会
が
政
治
的
に
支
配
す
る
に
至
る
と
い
う
だ
け
で

あ
る
｣
と
す
る
｡
つ
ま
-
､
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
が

一
つ
の
支
配
的
な
イ
デ
ー
も
し
-
は
支
配
的
な
社
会
に
よ
っ
て
塗
-
つ
ぶ
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
-
､
そ
こ
に
は
諸
要
素
の

｢分
散
あ
る
い
は
集
中
｣
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
｢数
世
紀
に
わ
た
る
分
散
と
集
中
と
い

(10
)

う
運
動
が
､
あ
る
と
き
は
中
世
期
を
産
み
､
そ
し
て
あ
る
と
き
は
ル
ネ
サ
ン
ス
期
を
産
み
出
し
た
の
で
あ

る

｣
｡

こ
こ
に
､
オ
ー
リ
ウ
の

き
わ
め
て
特
徴
的
な
思
考
が
見
出
さ
れ
る
｡
オ
ー
リ
ウ
は
コ
ン
I
の
よ
う
な

｢直
線
発
展
的
な
進
歩
の
理
論
｣
を
と
る
の
で
は
な
-
､
諸

(;
)

要
素
の
分
散
と
集
中
と
い
う
､
あ
る
種
の

｢運
動
｣
を
も

っ
て
文
明
進
化
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る

｡

｢集
中
｣
と
は
､
た
と
え
ば
三
種
の
イ
デ
ー
の
う
ち
で
､
ど
れ
か

一
つ
が
優
位
に
立
つ
こ
と
を
表
し
て
い
る
｡
他
の
二
つ
は
そ
れ
に
従

属
さ
れ
る
が
､
決
し
て
消
え
去
る
わ
け
で
は
な
く
､
次
の
段
階
に
お
い
て
､
そ
れ
ま
で
優
越
的
で
あ
っ
た
イ
デ
ー
と
比
肩
す
る
地
位
に
立

つ
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
が
イ
デ
ー
の

｢分
散
｣
で
あ
る
｡
神
学
的

･
形
而
上
学
的

･
実
証
的
な
三
つ
の
社
会
に
つ
い
て
も
同
様
に
､
｢集

中
と
分
散
｣
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
､
イ
デ
ー
の
集
中

･
分
散
と
､
社
会
の
そ
れ
と
の
相
関
関
係
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
オ
ー
リ
ウ
は
､
｢中
世
期
｣
と

｢
ル
ネ
サ
ン
ス
期
｣
と
い
う
二
つ
の

｢時
代
｣
こ
そ
､
右
の
相
関
関
係
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

〔四
〕
オ
ー
リ
ウ
は
中
世
期
に
つ
い
て
､
｢そ
こ
に
は
す
べ
て
の

(宗
教
的
､
形
而
上
学
的
､
実
証
的
)
イ
デ
ー
の
集
中
が
､
宗
教
的
イ

デ
ー
の
支
配
の
下
､
し
た
が
っ
て
信
仰
心
の
優
位
の
下
で
存
在
し
､
同
時
に
､
国
家
の
弱
体
化
に
よ
っ
て
三
つ
の
社
会

(宗
教
的
社
会
'

(12
)

国
家
的
社
会
､
実
証
的
社
会
)
の
分
散
が
生
じ
た
｣
と
規
定
す

る

｡

中
世
期
は
､
宗
教
的
理
念
が
他
を
圧
倒
､
凌
駕
し
､
優
位
に
立
つ
時
代

(三
つ
の
イ
デ
ー
の
集
中
)
で
あ
る
と
同
時
に
､
政
治
的
社
会

に
つ
い
て
い
え
ば
三
者
は
分
散
状
態
に
あ

っ
た
｡
｢イ
デ
ー
の

『集
中
』
と
政
治
的
社
会
の

『分
散
』｣
と
い
う
状
態
が
､
オ
ー
リ
ウ
の
指
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摘
す
る

｢
中
世
期
｣
の
典
型
な
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
の
イ
デ
ー
の
集
中
に
つ
い
て
､
オ
ー
リ
ウ
は
次
の
よ
う
に
詳
説
す
る
｡

自治体と住民組織

一自治体法の基礎的研究-

｢キ
リ
ス
-
教
中
世
期
に
お
い
て
は
､
す
べ
て
の
イ
デ
ー
は
宗
教
的
イ
デ
ー
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
下
に
集
約
さ
れ
る
｡
ス
コ
ラ
哲
学
は
神

学
の
延
長
で
し
か
な
-
'
教
義
に
よ
-
同
化

･
合
体
せ
ら
れ
､
ア
リ
ス
-
テ
レ
ス
の
権
威
の
下
に
お
か
れ
た
古
典
科
学
の
方
法
か
ら
脱

却
で
き
な
か

っ
た
科
学
は
､
同
じ
-
神
学
の
権
威
に
従
属
し
て
い
た
｡

･

す
べ

て
の
教
育

は
教
会

の
手
中
に
あ

っ

(
13

)

た
｡
そ
し
て
人
々
に
お
い
て
は
､
す
べ
て
の
精
神
が
宗
教
と
超
自
然
性

へ
向
け
ら
れ
｣
て

い
た
｡

中
世
､
と
-
わ
け

二

世
紀
か
ら

二
二
世
紀
に
か
け
て
の
キ
リ
ス
-
敦
最
盛
期
に
お
け
る
､
キ
リ
ス
ー
教
義
の
学
問

へ
の
影
響
に
つ
い

て
は
､
こ
こ
で
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
｡
キ
リ
ス
-
教
神
学
を
中
心
と
す
る
ス
コ
ラ
哲
学
は
､
ア
リ
ス
ー
テ
レ
ス
哲
学
で
神
学
を
基

(14
)

礎
､づ
け
､
諸
科
学
に
わ
た
-
隆
盛
し

た

｡

中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
ド
グ
マ
は
､
形
而
上
学
的
､
実
証
的
イ
デ
ー
を
包
含

･
支
配
す
る
地
位
に

あ
-
､
諸
科
学
の
み
な
ら
ず
､
人
々
=

信
徒
の
内
面
に
強
-
働
き
か
け
､
重
要
な
生
活
規
範
を
な
し
て
い
た
｡

他
方
で
'
政
治
的
社
会
の
分
散
に
つ
い
て
は
､
｢社
会
組
織
網
は
際
立

っ
た
か
た
ち
で
分
離
さ
れ
､
政
治
的
に
独
立
す
る
傾
向
に
あ

っ

た
｣
と
し
て
､
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

71

｢教
会
は
完
全
な
政
治
的
社
会
を
形
成
し
､
独
自
の
政
府
､
法
､
裁
判
所
を
所
有
し
た
｣
｡
そ
し
て
信
徒
を
裁
き
､
同
時
に
､
他
の
裁

判
所
か
ら
彼
ら
を
保
護
し
た
の
で
あ

っ
た
｡
ま
た
'
教
会
の
下
で
国
王
が
代
表
す
る
社
会
た
る
国
家
も
､
｢独
自
の
法
と
裁
判
権
を
有

L
t
保
護
す
べ
き
臣
民
と
､
国
王
に
の
み
留
保
さ
れ
た
国
王
裁
判
所
に
お
い
て
裁
か
れ
る
犯
罪
が
存
在
し
た
｣
｡
最
後
に
'
実
証
的
社



72

会
た
る
封
建
社
会
が
あ
-
､
｢
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
的
役
務
'
法
､
裁
判
所
お
よ
び
課
税
権
を
有
し
て
い
た
｣
｡
こ
れ
ら
三
つ
の
社
会
の
な

か
で
､
｢最
も
弱
い
の
が
国
家
で
あ
-
､
最
も
強
力
で
強
固
な
の
が
実
証
的
社
会
す
な
わ
ち
封
建
社
会
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
封
建
社

(15
)

会
は
教
会
さ
え
も
抑
圧
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
三
つ
の
社
会
は
絶
え
間
な
い
紛
争
状
態
の
う
ち
に
分
離
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る

｡
｣
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オ
ー
リ
ウ
は
右
の
よ
う
に
'
三
つ
の
政
治
的
社
会
の
優
劣
に
つ
い
て
語
-
'
封
建
的
社
会
-
宗
教
的
社
会
-

国
家
と
い
う
序
列
を
示

す
｡
も
と
よ
-
こ
れ
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
､
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
封
建
社
会
が
優
位
に
あ

っ

た
か
ら
と
い
っ
て
'
実
証
的
社
会
が
他
の
二
つ
の
社
会
を
完
全
支
配
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
三
つ
の
社
会
は
､
そ
れ

ぞ
れ
に
お
い
て

｢法
と
裁
判
所
｣
を
有
し
､
そ
れ
ぞ
れ
が
自
律
性
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
オ
ー
リ
ウ
に
よ
れ
ば
､
こ
の
よ
う
な

｢
イ
デ
ー
の
集
中
と
政
治
的
社
会
の
分
散
｣
と
い
う
形
態
は
､
｢
キ
リ
ス
ー
教
的
｣
中
世

期
に
だ
け
特
有
の
形
態
で
は
な
-
､
ギ
リ
シ
ャ
=

ロ
ー
マ
文
明
の
黍
明
期

(オ
ー
リ
ウ
は
こ
の
時
代
を

｢
古
代
中
世

M

oyen
･A
g
e

a
n
tiqueJ
あ
る
い
は

｢
上
古

haute
antiqu
it6
J
な
ど
と
呼
称
し
て
い
る
｡
本
稿
で
は
便
宜
上
､
こ
の
期
を

｢
上
古
時
代
｣
と
表
現
す

る
)
に
遡

っ
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
と
指
摘
す
る
｡
そ
こ
で
の

｢
イ
デ
ー
の
集
中
｣
に
つ
い
て
オ
ー
リ
ウ
は
､
｢
知
的
教
養
は
神
殿
の
聖

域
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
｣
と
表
現
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
そ
れ
は
神
話
､
と
-
わ
け
宇
宙
進
化
論
的
な
神
話
の
宗
教
的
イ
デ
ー
が
'
他
の

理
論
的
イ
デ
ー
を
圧
倒
し
､
そ
し
て
政
治
的
傾
向
を
帯
び
た
､
多
神
教
の
構
成
す
る
国
際
的
宗
教
社
会
'
そ
の
下
に
あ

っ
た
国
家
的
社

(16
)

会
､
そ
し
て
領
主
層
が
支
配
し
た
封
建
社
会
と
い
う
､
三
つ
の
政
治
的
社
会
の
分
散
が
あ

っ
た
と
指
摘
す
る
の
で
あ

る

｡

〔
五
〕
他
方
で
オ
ー
リ
ウ
は
､
ル
ネ
サ
ン
ス
期
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

｢
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
は
'
批
判
精
神
の
優
位
に
よ
り
､
三
つ
の
イ
デ
ー

(宗
教
的
､
形
而
上
学
的
､
実
証
的
)
の
分
離
が
あ
-
'
そ
れ

と
同
時
に
､
三
つ
の
社
会

(宗
教
的
､
国
家
的
､
実
証
的
)
の
集
中
が
'
国
家
の
膨
張
的
支
配
の
下
で
存
在
し
た
｣
と
述
べ
､
イ
デ
ー
の
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-自治体法の基礎的研究-

分
散
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
｡

｢
一
五
､
六
世
紀
の
近
代
ル
ネ
サ
ン
ス
が
批
判
精
神
の
覚
醒
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ

う
｡
科
学
､
哲
学
､
そ
し
て
宗
教
思
想
自
体
も
､
神
学
的
権
威
か
ら
解
放
さ
れ
た
｡
ま
さ
に
こ
の
解
放
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
は
分
離
し
た

の
で
あ
る
｡

二
ア
カ
ル
ー
と
カ
ン
I
に
よ

っ
て
形
而
上
学
は
主
観
主
義
の
な
か
に
閉
ざ
さ
れ
た
｡
観
察
と
い
う
方

法
を
持

っ
た
実
証
科
学
は
外
的
世
界
に
挑
み
､
そ
れ
ら
が
獲
得
し
た
実
証
的
な
結
果
は
､
少
な
-
と
も
部
分
的
に
､
実
証
科
学
が
認
識

へ
の
道
に
至

っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
｡
哲
学
と
科
学
は
､
仝
-
重
要
な
二
つ
の
業
績
と
な

っ
た
｡

一
八
世
紀
は
哲
学
的
百
科
全
書
を
､

(17
)

一
九
世
紀
は
科
学
的
百
科
全
書
を
志
向
し
､
そ
れ
ら
は
宗
教
的
百
科
全
書
の
横
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

｡
｣

オ
ー
リ
ウ
の

｢
ル
ネ
サ
ン
ス
｣
は
､
右
の
よ
う
に
イ
デ
ー
が
分
散
状
態
に
あ
る
こ
と
I
と
-
わ
け
近
代
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
い
て
は
'

宗
教
的
イ
デ
ー
に
よ
る
支
配
の
終
幕
に
よ
る
ー
が
条
件
な
の
で
あ

っ
て
､
｢
ル
ネ
サ
ン
ス
｣
と

｢絶
対
王
政
｣
は
､
オ
ー
リ
ウ
の
う
ち
に

お
い
て
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
､
以
下
の
政
治
的
社
会
の
状
態
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
｡

73

｢
国
家
の
優
越
の
下
に
､
三
つ
の
政
治
的
社
会
の
集
中
が
行
わ
れ
た
｡
拡
大
す
る
王
権
は
､
中
世
に
お
い
て
実
証
的
社
会
の
政
治
形

態
で
あ

っ
た
封
建
社
会
を
完
全
に
従
属
せ
し
め
た
｡
ま
た
'
王
権
は
宗
教
的
社
会
を
侵
害
し
た
｡
中
世
に
お
い
て
皇
帝
と
国
王
は
､
教

皇
の
侵
害
を
防
御
す
る
た
め
に
教
皇
と
闘

っ
た
｡

一
四
世
紀
に
な
る
と
､
彼
ら
は
挑
戦
に
出
で
､
宗
教
を
国
有
化
し
ょ
う
と
し
た
｡
宗

教
改
革
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
に
お
い
て
そ
の
試
み
を
達
成
し
た
の
で
あ

っ
た
｡
カ
ー
リ
ッ
ク
諸
国
に
お
い
て
そ
の
試
み
は
失
敗
し

た
が
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
徐
々
に
宗
教
的
社
会
を
滅
ぼ
し
て
い
-
非
宗
教
化
の
運
動
を
生
み
だ
L
t
そ
の
裁
判
権
'
婚
姻
に
関
す

る
立
法
権
､
戸
籍
'
公
教
育
'
公
的
扶
助
､
聖
職
者
の
財
産
､
礼
拝
に
係
わ
る
建
造
物
の
処
分
権
を
剥
奪
し
､
ガ
リ
ア
主
義
の
ご
と
-
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(
18
)

半
教
会
分
裂
的
状
況
を
引
き
起
こ
し
た

｡
｣

か
-
し
て
'
近
代
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
い
て
は
国
家
が
教
会
と
封
建
社
会
を
従
属
せ
し
め
'
そ
の
優
越
的
地
位
を
獲
得
し
た
｡

こ
の
イ
デ
ー
の
分
散
と
国
家
に
よ
る
政
治
的
社
会
の
優
越
的
支
配
と
い
う
現
象
は
､
中
世
期
の
そ
れ
と
同
様
に
､
古
代
の
ル
ネ
サ
ン
ス

期
に
当
た
る
古
典
古
代
期
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
､
と
い
う
の
が
オ
ー
リ
ウ
の
主
張
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
有
罪
判
決

は
古
代
に
お
け
る
宗
教
的
イ
デ
ー
支
配
の
締
め
-
-
-
で
あ
-
､
そ
の
後
の
キ
リ
ス
-
教
の
登
場
が
イ
デ
ー
の
分
散
を
際
立
た
せ
た
｡
他

方
'
政
治
的
社
会
に
つ
い
て
は
､
国
家
が
古
い
封
建
的
組
織
を
破
壊
し
､
そ
し
て
古
典
期
の
ロ
ー
マ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
宗
教
を
制
御

(19
)

し
て
い
た
と
指
摘
す

る

｡

〔六
〕
以
上
の
よ
う
に
オ
ー
リ
ウ
は
､
中
世
期
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
け
る
､
イ
デ
ー
と
政
治
的
社
会
の
集
中

･
分
散
の
姿
を
通
し
て
､

両
時
代
の
特
質
を
措
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
コ
ン
I
の
三
段
階
の
法
則
に
よ
れ
ば
､
人
間
の
観
念
'
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
社
会
形

態
は
'
神
学
的
局
面
か
ら
形
而
上
学
的
局
面

へ
'
そ
し
て
最
高
度
か
つ
最
終
的
な
実
証
的
局
面
へ
至
る
こ
と
に
な
る
が
､
こ
れ
は
そ
の
過

程
に
お
い
て
､
神
学
的

･
形
而
上
学
的
観
念
が
消
滅
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
他
方
オ
ー
リ
ウ
の
理
論
は
こ
れ
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ

ー
ゼ
と
し
て
､
神
学
的
､
形
而
上
学
的
､
実
証
的
観
念
の

｢持
続
｣
を
認
め
､
こ
れ
ら
の

｢衰
退
と
復
活
｣
に
よ
る
円
環
を
も

っ
て
説
明

(20
)

す
る
も
の
で
あ

る

｡

論
文

｢中
世
期
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
円
環
｣
に
お
け
る
オ
ー
リ
ウ
の
主
目
的
は
､
三
段
階
の
法
則
に
対
し
て
ま
さ
に
右
の
批
判
を
提
出

す
る
こ
と
に
あ

っ
た
わ
け
あ
る
が
､
オ
ー
リ
ウ
の
コ
ン
-
批
判
に
関
す
る
当
否
に
つ
い
て
は
こ
の
小
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
｡

以
下
､
オ
ー
リ
ウ
の

｢円
環
の
理
論
｣
に
つ
い
て
の
詳
細
を
､
紙
幅
の
許
す
範
囲
で
紹
介
し
た
い
｡

〔七
〕
｢中
世
期
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
｣
の
円
環
が
'
上
古
時
代
-
古
典
古
代
-
キ
リ
ス
ト
教
的
中
世
-
近
代
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
壮
大
な

文
明
史
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
と
し
て
､
か
か
る
円
環
が
な
ぜ
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
｡
オ
ー
リ
ウ
は
こ
れ
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一自治体法の基礎的研究-

75

を
'
｢イ
デ
ー
と
社
会
形
態
の
周
期
的
な
集
中
と
分
散

(la
con
centratio
n
et
la
dissociation
alt
ernativ
es)｣
'
そ
し
て

｢対
立
状
態

の
同
調

(le
synchron
ism
e
d
es
6tats
contrair
es)｣
の
概
念
を
も
っ
て
解
説
す
る
｡

イ
デ
ー
と
政
治
的
社
会
が
集
中

･
分
散
を
周
期
的
に
繰
-
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
右
の
と
お
-
で
あ
る
が
､
イ
デ
ー
の
集

中

･
分
散
は
､
｢信
仰
の
精
神
｣
か
ら

｢批
判
精
神
｣
へ
の
リ
ズ
ミ
ッ
ク
な
移
行
に
帰
し
､
他
方
で
､
社
会
形
態
の
周
期
的
な
集
中

･
分

散
に
つ
い
て
い
え
ば
､
｢国
家
の
優
越
と
衰
弱
｣
に
帰
着
す
る
と
し
て
い
る
｡
そ
し
て
か
か
る
両
者
の
移
行
に
お
け
る
動
因
を
､
｢世
論
の

疲
弊

(fatig
u
e

deropin
io
n
)｣
に
見
る
｡
す
な
わ
ち
､
イ
デ
ー
の
局
面
に
つ
い
て
見
る
と
､
例
え
ば
キ
リ
ス
-
教
的
中
世
と
い
う

｢信

仰
の
時
代
｣
に
お
け
る

｢
不
寛
容
｣
､
近
代
ル
ネ
サ
ン
ス
期
と
い
う

｢批
判
の
時
代
｣
に
お
け
る

｢安
易
な
唯
物
論
｣
は
､
そ
れ
ぞ
れ
同

時
代
の
人
々
に
よ
る
集
団
的
意
見
と
し
て
の
世
論

(な
い
し
は
世
評
)
を
疲
弊
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢反
作
用
｣
(r
eaction)
を
産
み

出
し
､
次
の
時
代
へ
移
行
し
て
い
-
こ
と
と
な
る
｡
ま
た
､
政
治
的
社
会
の
局
面
に
お
い
て
は
､
例
え
ば
封
建
制
の
抑
圧
に
よ
っ
て
疲
弊

し
た
世
論
は
､
解
放
者
た
る
国
家
を
待
望
す
る
｡
そ
し
て
国
家
が
封
建
組
織
を
破
壊
し
､
そ
の
役
務
と
権
力
が
過
度
に
発
展
す
る
と
､
世

論
は
重
税
や
集
産
主
義
の
波

(v
a
g
ue
collectivism
e
)
を
嫌
悪
し
､
国
家
か
ら
離
れ
て
対
立
的
な
他
の
組
織
へ
と
向
か
っ
て
い
-
｡
｢周

期
運
動
､
リ
ズ
ム
は
､
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
存
在
の
根
本
で
あ
-
､
作
用
と
反
作
用
に
よ
る
そ
の
運
動
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
､
あ
る

(21
)

種
の
静
止

(repos)
の
追
求
で
あ
る
｡
｣

そ
し
て
､
｢村
立
状
態
の
同
調
｣
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
対
立
と
は

｢集
中
｣
と

｢分
散
｣
を
指
し
､
か

か
る
対
立
の
状
態
が
同
時
に
存
在
す
る
要
因
と
し
て
､
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
批
判
的
精
神
の
お
か
げ
で
イ
デ
ー
が
分
散
し
､
国
家
の
下
で
政

治
的
社
会
の
集
中
が
あ
っ
た
の
は

｢批
判
精
神
｣
と

｢合
理
的
社
会
た
る
国
家
｣
の
間
に
明
確
な

｢類
似
性
｣
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
っ

て
､
中
世
期
に
お
い
て
イ
デ
ー
が
集
中
化
さ
れ
政
治
的
社
会
が
分
散
し
て
い
た
の
は
､
｢信
仰
の
精
神
｣
と

｢服
従
の
精
神
｣
の
類
似
性

に
よ
る
-
信
者
た
ち
の
権
威
へ
の
服
従
精
神
の
お
か
げ
で
､
政
治
権
力
を
生
成
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
も
の

(組
織
)
が
発
展
し
た
-

の
で
あ
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る
と
し
て
い

る

｡

右
に
見
る
よ
う
に
､
オ
ー
リ
ウ
は
そ
の
叙
述
の
な
か
で

｢周
期
運
動
｣
'
｢作
用

･
反
作
用
｣
と
い
っ
た
､
物
理
学
で
用
い
ら
れ
る
概
念

(23
)

を
多
用
す
る
｡
ち
な
み
に
オ
ー
リ
ウ
は
こ
の
論
文
の
後
に
著
し
た

｢社
会
運
動

論

｣

に
お
い
て
､
熱
力
学
理
論
を
用
い
､
社
会
科
学
と
物

理
学
の
類
比
を
通
し
た
研
究
を
行

っ
て
い
る
｡
自
然
科
学
理
論
と
の
類
比
は
､
当
時
の
社
会
科
学
研
究
の
手
法
で
は
あ
る
が
､
現
代
的
感

覚
か
ら
す
れ
ば
難
解
な
面
が
あ
る
の
も
否
め
な
い
｡
だ
が
､
｢
イ
デ
ー
と
社
会
形
態
の
周
期
的
な
集
中
と
分
散
｣
の
動
因
を

｢
世
論
の
疲

弊
｣
と
し
て
い
る
点
､
そ
し
て

｢対
立
状
態
の
同
調
｣
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
批
判
精
神
=

合
理
性
､
信
仰
心
=

服
従
と
い
う
図
式
の
提

示
は
､
そ
れ
自
体
納
得
の
い
-
説
明
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

オ
ー
リ
ウ
は
右
の
検
討
を
通
し
て
､
中
世
期
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
円
環
は
､
究
極
的
に
は

｢信
仰
の
精
神
と
自
由
検
討

(libre
exa
m
e
n
)

(:T3)

の
精
神
の
円
環
｣
の
な
か
に
要
約
さ
れ
る
と
し
て
い
る

｡

〔
八
〕
と
こ
ろ
で
､
中
世
期
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
は
と
も
に

｢組
織
さ
れ
た
時
代
｣
で
あ
る
が
､
そ
の
組
織
の
あ
り
方
が
異
な
る
こ
と
に

つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
｡
中
世
期
は
騎
士
団
､
修
道
会
'
ギ
ル
ド
､
農
奴

の
共
同
体
と
い

っ
た
｢

制
度
｣
に
よ
る
組
織
で
あ

っ
た
｡
他
方

(25
)

で
ル
ネ

サ
ン

ス
期

の
そ
れ
は
､
国
家
に
よ
る
政
治
的

･
行
政
的
組
織
で
あ

っ
た

｡

こ
の
よ
う
な
差
異
は
､
中
世
期
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
特
質
の
違
い
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
オ
ー
リ
ウ
は
上
古
時

代
の
中
世
期
と
キ
リ
ス
ー
教
中
世
期
の
間
､
そ
し
て
古
代
ル
ネ
サ
ン
ス
期
と
近
代
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
間
に
お
い
て
も
､
明
確
な
差
異
が
存

在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡

す
な
わ
ち
'
キ
リ
ス
ト
教
中
世
期
に
お
け
る
思
想
は
'
確
か
に
ド
グ
マ
に
よ

っ
て
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
が
､
上
古
時
代
の
よ
う

に
神
殿
の
中
に
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
｡
上
古
時
代
の
多
神
教
に
お
い
て
は
､
大
衆
は
た
だ
祭
式
を
知

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
-
､

教
義
は
用
心
深
-
秘
所
に
隠
さ
れ
て
い
た
｡
反
対
に
キ
リ
ス
-
教
中
世
期
に
お
い
て
は
､
｢
屋
根
の
上
で
言
い
広
め
よ
｣

(
マ
タ
イ
に
よ
る
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77

(26
)

福
音

書

)

と
さ
れ
､
公
開
性
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
公
開
性
は
議
論
を
産
み
出
し
､
ド
グ
マ
を
問
題
と
す
る
論
争
が
行
わ
れ
た
｡
要
す
る

に
､
キ
リ
ス
ー
教
中
世
期
の
不
寛
容
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
T
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
確
か
に
'
破
門
の
乱
用
や
異
端
審
問

所
の
行
き
過
ぎ
は
事
実
で
あ
る
が
､
不
寛
容
は
反
論
を
前
提
と
し
､
異
端
審
問
も
異
端
の
存
在
を
前
提
と
す
る
｡
つ
ま
り
こ
れ
ら
は
､
あ

る
種
の

｢思
想
の
自
由
｣
の
証
で
あ

っ
て
､
上
古
時
代
に
は
反
論
も
異
端
も
存
在
せ
ず
､
す
べ
て
は
寺
院
の
内
部
で
逼
塞
し
て
い
た
､
と

(27
)

す

る

｡

そ
し
て
両
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
つ
い
て
は
､
古
代
国
家
と
近
代
国
家
の
比
較
を
通
し
､
古
代
国
家
は
近
代
国
家
と
比
べ
権
力
的
で
あ
っ
た
点

を
示
唆
し
て
い
る
｡
古
代
国
家
に
お
い
て
は
信
仰
の
自
由
な
い
し
公
の
自
由
は
な
-
､
財
産
権
は
参
政
権
と
同
様
､
国
家
の
移
譲
で
あ
っ
た

L
t
婚
姻
法
制
も
個
人
の
自
由
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
古
代
国
家
に
お
い
て
は
憲
法
､
す
な
わ
ち
国
家
の
法
的
な
制
限
は
決
し
て

(28
)

問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ

る

｡

要
す
る
に
オ
ー
リ
ウ
は
､
中
世
期
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
特
質
で
あ
る
､
前
者
に
お
け
る

｢宗
教
的
イ
デ
ー
の
支
配
｣
と
後
者
に
お
け
る

｢国
家
に
よ
る
支
配
｣
は
､

1
回
目
の
そ
れ
と
二
回
目
の
そ
れ
と
で
は
中
味
が
異
な
る
-
特
質
が
よ
-
薄
め
ら
れ
た
か
た
ち
で
現
れ
る
-

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
れ
は
､
中
世
期
-
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
交
替
そ
の
も
の
に
お
い
て
影
響
し
､
｢両
時
代
の
特

質
が
和
ら
ぐ
｣
こ
と
に
な
る
｡

オ
ー
リ
ウ
は
こ
れ
を
､
｢中
世
期
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
漸
進
的
減
衰
｣
と
し
､
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る

｢減
衰
の
法
則
｣
を
説
-
｡
減
衰

(a
tte
n
u
ation
)
と
は
物
理
学
の
用
語
で
､
振
動
の
振
幅
が
､
時
間
的
な
い
し
空
間
的
関
数
と
し
て
､
減
少
す
る
こ
と
意
味
す
る
｡
つ

ま

り
'
文
明
期
の
交
替
を
繰
り
返
す
に
つ
れ
､
時
代

(歴
史
)
間
の
動
揺
､
振
幅
が
小
さ
-
な
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
｡

そ
し
て
こ
の
法
則
の
結
果
､
イ
デ
ー
と
政
治
形
態
が
同
時
か
つ
調
和
的
に
分
散
さ
れ
た
'
｢中
間
的
社
会
状
態
｣
が
到
来
す
る
こ
と
に
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な
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
.
か
か
る
文
明
期
は
､
中
世
期
で
も
ル
ネ
サ
ン
ス
期
で
も
な
-
､
｢均
衡
の
時
代

(a
g
e

de1.6

quilibre)｣
で
あ
-
､

そ
れ
は
絶
対
的
な
静
止
状
態
で
は
な
-
､
｢
ひ
と
つ
の
時
代
か
ら
他
の
時
代
へ
向
け
た
軽
微
な
揺
れ
を
伴
う
｣
も
の
で
あ
る
と
い
う
｡
こ

の
よ
う
な
状
態
は
長
期
に
涯
-
持
続
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
永
遠
に
続
-
わ
け
で
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
こ
の
世
界
は

｢進
化
｣
に
服

す
る
か
ら
で
あ
り
､
か
か
る
時
代
は
､

1
つ
の
文
明
の
終
末
で
あ
る
と
同
時
に
､
あ
た
ら
し
い
サ
イ
ク
ル
の
出
発
点
と
な
ろ
う
'
と
指
摘

(29
)

し
て
い

る

｡

こ
の
よ
う
に
､
オ
ー
リ
ウ
の
措
-

｢円
環
｣
は
､
上
古
時
代
中
世
期
-
古
典
古
代
ル
ネ
サ
ン
ス
期
-
キ
リ
ス
ー
教
的
中
世
期
-
近
代
ル

ネ
サ
ン
ス
期
の

｢大
い
な
る
円
環
｣
だ
け
で
そ
の
説
明
を
終
え
る
の
で
は
な
い
｡
右
に
示
さ
れ
た

｢均
衡
の
時
代
｣
の
存
在
は
､
彼
に
よ

る
進
化
の
法
則
の
複
雑
さ
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
が
､
複
雑
さ
は
そ
れ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
｡
た
と
え
ば
オ
ー
リ
ウ
は
､
大
ル

ネ
サ
ン
ス
期
途
中
の

1
七
世
紀
に
お
け
る
フ
ロ
ン
ド
の
乱
と
ヤ
ン
セ
ニ
ズ
ム
を
と
ら
え
て
､
｢小
中
世

(p
e
tit
M
oyen･

A
g
e
)｣
と
呼
称

し
て
い
る
｡
大
き
な
時
代
の
円
環
の
内
部
に
は
ほ
か
に
も
同
様
の
事
象
､
た
と
え
ば
非
宗
教
化
の
後
に
次
ぐ
小
さ
な
宗
教
化
の
時
代
､
道

徳
的
秩
序
の
回
復
の
後
に
来
る
小
さ
な
風
俗
壊
乱
に
よ
る
危
機
､
政
治
レ
ベ
ル
で
の
保
守
主
義
と
自
由
主
義
､
文
学
界
に
お
け
る
古
典
主

義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
円
環
な
ど
が
見
ら
れ
る
と
し
､
こ
れ
ら

｢小
さ
な
ゆ
ら
ぎ

(p
e
tites
o
n
d
u
la
tion
s)｣
が
'
｢大
き
な
カ
ー
ブ
を
複

(30
)

椎
に
す
る
｣
と
述
べ
て
い

る

｡

オ
ー
リ
ウ
の
抱
-
社
会
進
化
の
イ
メ
ー
ジ
は
､
決
し
て

｢直
線
的
進
歩
｣
で
な
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た

が
'
そ
の
示
す

｢円
環
｣
の
姿
も
､
｢
ゆ
ら
ぎ
｣
を
も
っ
て
複
雑
に
措
か
れ
た
曲
線
で
構
成
さ
れ
る

｢繰
-
返
し
｣
の
連
続
な
の
で
あ
る
｡

〔九
〕
い
ず
れ
に
せ
よ
オ
ー
リ
ウ
は
以
上
に
見
た
と
お
り
､
｢組
織
さ
れ
た
時
代
｣
と
し
て
の

｢中
世
期
｣
と

｢
ル
ネ
サ
ン
ス
期
｣
の
ほ

か
'
両
時
代
の
円
環
に
よ
っ
て
生
じ
る

｢中
間
的
社
会
状
態
｣
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
｡

｢組
織
さ
れ
た
時
代
｣
の
対
概
念
は
､
｢危
機
の
時
代
｣
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
｡
危
機
の
時
代
は
､

一
面
で
は
個
人
が
組
織
か
ら

解
放
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
が
､
そ
れ
は

｢耐
え
難
い
苦
痛
の
時
代
｣
で
あ
-
､
紛
争
と
流
血
を
引
き
起
こ
す
の
が
通
常
で
あ
る
と
す
る
｡
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オ
ー
リ
ウ
は
こ
こ
で
､
ロ
ー
マ
帝
国
の
香
廃
期
末
期
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
百
年
戦
争
の
時
代
を
例
に
挙
げ
､
外
国
人
は
国
内
の
紛
争
状

態
な
ど
と
い
っ
た
社
会
の
弱
体
期
を
利
用
し
て
侵
入
す
る
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
｡
危
機
の
時
代
は
､
も
は
や
個
人
を
十
分
に
保
護
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
ま
で
社
会
を
破
壊
し
､
人
々
は

｢社
会
が
後
見
人
で
あ
る
｣
な
ど
と
は
決
し
て
思
わ
な
-
な
る
｡

し
た
が
っ
て
理
想
的
な
の
は
､
最
小
限
の
動
揺
に
よ
っ
て
平
和
の
う
ち
に
危
機
の
時
代
に
到
達
し
､
権
力
の
濫
用
､
内
部
的
紛
争
や
外

国
か
ら
の
侵
入
も
な
く
､
社
会
的
組
織
に
緩
み
が
生
じ
､
い
た
る
と
こ
ろ
に
分
散
が
見
ら
れ
る
が
､
同
時
に
､
安
全
と
調
和
が
あ
-
､
個

人
の
自
由
が
十
分
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
を
迎
え
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
｡
そ
し
て
､
｢我
々
は
､
イ
デ
ー
と
政
治
形
態
の
調
和
的

分
散
が
同
時
に
存
在
す
る
､
か
か
る
社
会
的
な
和
ら
ぎ
の
時
代
の
到
来
を
､
加
速
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
し
､
こ
の
論
文
の
執
筆

(31
)

当
時

(
一
九
世
紀
末
)
の
社
会
状
態
を
対
象
と
し
て
議
論
を
展
開
す

る

｡

オ
ー

リ
ウ
の
時
代
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
状
況
は
､
丁
度
'
彼
の
示
唆
す
る

｢中
間
的
社
会
状
態
｣
な
い
し

｢均
衡
の
時
代
｣
へ

と
向
か
う
時
期
で
あ
-
､
イ
デ
ー
の
分
散
と
政
治
的
社
会
の
分
散
が
同
時
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
時
代
で
あ

っ
た
｡
そ
こ
で
オ
ー
リ
ウ
は
､

以
下
の
よ
う
に
当
時
の
現
状
分
析
と
あ
る
べ
き
姿
を
示
唆
す
る
に
至
る
｡

79

イ
デ
ー
の
分
散
は
十
分
に
存
在
す
る
が
､
そ
れ
は
調
和
的
で
は
な
-
､
信
仰
の
精
神
と
批
判
的
精
神
は
対
立
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の

間
に
は
論
理
的
意
味
に
お
け
る
和
解
は
ま

っ
た
-
成
-
立
た
な
い
の
で
あ
る
が
､
実
質
的
な
意
味
で
の
和
解
は
可
能
で
あ
-
､
そ
れ
は

寛
容

(tolera
n
ce)
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
我
々
は
寛
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
､
信
者
は
科
学
の
正
当
性
を

認
め
､
か
つ
科
学
者
た
-
う
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
科
学
者
は
信
仰
の
正
当
性
を
認
め
､
そ
し
て
信
者
た
-
う
る
存
在
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡
か
か
る
実
質
的
な
意
味
で
の
和
解
は
､
信
仰
の
精
神
と
自
由
検
討
の
精
神
と
の
間
に
お
い
て
も
不
可
能
な
こ
と
で
は

(32
)

な

い

｡



80

対
立
的
分
離
状
態
を
否
定
し
､
イ
デ
ー
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
の
分
散

(調
和
的
分
散
)
の
あ
-
方
を
右
の
よ
う
に
示
し
た
後
で
､
政

治
的
社
会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
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政
治
的
社
会
の
分
散
は
十
分
に
実
現
し
て
い
る
わ
け
で
な
-
､
ま
た
調
和
的
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
｡
国
家
は
宗
教
的
社
会
と
実
証

的
社
会
を
吸
収
し
す
ぎ
て
い
る
｡
政
治
的
形
態
の
調
和
的
分
散
は
､
国
家
の
仕
事
は
法

へ
の
奉
仕
と
い
う
点
に
限
定
さ
れ
､
政
治
的
制

約
は
こ
れ
を
確
保
す
る
た
め
に
の
み
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
､
そ
し
て
国
家
は
法
の
限
界
ま
で
､
宗
教
的
社
会
や
政
治
的
社
会
に

(33
)

対
し
て
､
活
動
の
自
由
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

る

｡

そ
し
て
､
と
-
わ
け
可
能
な
限
-
完
全
な
か
た
ち
で
の
分
離
が
必
要
な
の
が
'
実
証
的
社
会
と
国
家
で
あ
る
と
し
て
､
以
下
の
よ
う
に

述
べ
る
｡

国
家
は
行
政
を
す
べ
き
で
は
な
い
｡
行
政
を
す
る
と
い
う
こ
と
'
そ
れ
は
'
な
お
具
体
的
な
存
在
で
あ
る
集
団
の
利
益
を
充
た
す
こ

と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
本
質
的
に
抽
象
的
な
組
織
で
あ
る
国
家
の
役
割
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
､
国
家
の
下
で
そ
の
統
制
を
受
け
つ
つ
組

(34
)

織
さ
れ
､
そ
し
て
国
家
と
は
区
別
さ
れ
た
実
証
的
社
会
の
任
務
で
あ
ろ
う

｡

(423)

オ
ー
リ
ウ
は
こ
こ
で
､
公
施
設

(6tab
lisse
m
ent
public)､
お
よ
び
協
調
団
体

(同
業
者
団
体

(corp
oration
)
な
い
し
職
業
組
合

(s
y
n
d
ica
t))
を
､
右
の
意
味
に
お
け
る
実
証
的
社
会
と
し
て
掲
げ
る
｡

公
施
設
は
､
公
役
務
の
管
理
運
営
を
担
う
施
設
も
し
-
は
機
関
で
あ
-
､
独
自
の
財
産
を
管
理
し
権
利
義
務
の
帰
属
主
体
と
な
る
､
公
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(
35
)

法
上
の
法
人
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ

て

､

国
家
を
構
成
す
る

〓
貝
で
は
あ
る
が
､
政
治
権
力
か
ら
は
可
能
な
限
-
に
お
い
て
距
離
を
置

-
｡
オ
ー
リ
ウ
は
､
か
か
る
公
施
設
を
多
様
化
し
､
国
､
県
お
よ
び
市
町
村
の
役
務
を
段
階
的
に
下
す
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
と
説

く
0オ

ー
リ
ウ
の
主
張
は
こ
こ
に
お
い
て
､
行
政
的
地
方
分
権

(d
6
cen
tr
a
tis
a
tio
n
a
d
m
inistrative
)

の
課
題
に
踏
み
込
む
｡
す
な
わ

ち
､
こ
れ
ま
で

(オ
ー
リ
ウ
の
論
考
執
筆
当
時
ま
で
)
の
行
政
的
地
方
分
権
は
､
政
治
権
力
を
散
在
さ
せ
､
地
方
権
力
に
対
し
､
国
の
権

力
に
対
す
る
の
と
同
じ
政
治
的
起
源
を
与
え
る
こ
と
に
よ
-
､
地
方
行
政
に
関
す
る
国
の
統
制
を
弱
ら
せ
て
き
た
が
､
こ
れ
は
行
政
的
地

方
分
権
の
大
い
な
る
誤
解
で
あ
っ
て
､
分
権
化
は
､
国
家

(少
な
-
と
も
政
治
)
と
は
十
分
に
距
離
を
置
い
た
存
在
で
あ
る
施
設

(機
関
)

に
対
し
て
事
業
を
託
す
場
合
に
限
-
､
国
家
の
統
制
が
有
効
に
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
し
､
そ
れ
と
し
て
確
か
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
と

二苧
つ
の
で
あ
る
｡
他
方
で
､
な
お
国
家
の
構
成
員
た
る
､
か
か
る
公
施
設
が
す
べ
て
の
行
政
を
担
う
べ
き
で
は
な
-
､
公
益
認
定
施
設
の

中
に
､
行
政
の
公
認
を
も

っ
て
設
立
さ
れ
た
組
合
な
い
し
協
調
団
体
を
参
加
さ
せ
る
ほ
う
が
好
ま
し
い
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
に
至
る
｡

オ
ー
リ
ウ
は
こ
の
よ
う
に
､
こ
れ
ら
実
証
的
組
織
に
よ
る
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
統
治
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
協
働
す
る
こ
と
で
､

｢均
衡
の
時
代
｣
の
形
成
が
促
進
さ
れ
る
も
の
と
見
て
い
る
｡
要
す
る
に
､
形
而
上
学
的
存
在
で
あ
る
国
家
と
宗
教
的
社
会
を
代
表
す
る

教
会
､
そ
し
て
､
右
の
ご
と
-
現
代
的
な
実
証
的
社
会
の
調
和
的
分
散
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
､
国
家
と
教
会
の
分
離
に
よ
っ
て

信
仰
の
自
由
の
確
保
を
､
国
家
と
実
証
的
社
会
の
分
離
を
も

っ
て
政
治
的
自
由
の
確
保
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ

(36
)

る

｡二

〇
〕
以
上
､
相
当
な
紙
幅
を
消
費
し
て
オ
ー
リ
ウ
の

｢中
世
期
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
円
環
｣

理
論
を
紹
介
し
て
き
た
が
､
こ
れ
を

端
的
に
要
約
す
る
な
ら
ば
､
オ
ー

リ
ウ
は
こ
の
論
稿
に
お
い
て
､
社
会
学
的
見
地
か
ら
政
治
的
社
会
の
生
成
を
描
き
'
文
明
進
化
の
法
則

81

を
解
き
明
か
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
そ
の
法
則
に
つ
き
､
中
世
期
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の

｢振
-
子
運
動
｣
を
も

っ
て
説
明
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す
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
コ
ン
-
理
論
と
の
比
較
を
通
し
て
簡
単
に
総
括
す
る
と
､
コ
ン
-
が
直
線
的
な
発
展
法
則
を
説
い
た
の
に
比
し
､

オ
ー
リ
ウ
の
そ
れ
は
'
円
環
の
運
動
に
よ
る
歴
史
的
継
続
性
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
｡

と
こ
ろ
で
､
私
が
オ
ー
リ
ウ
理
論
の
な
か
で
興
味
を
抱
い
た
の
は
､
イ
デ
ー
の
集
中
と
政
治
的
社
会
の
分
散
､
あ
る
い
は
逆
に
イ
デ
ー

の
分
散
と
政
治
的
社
会
の
集
中
と
い
う
状
態
が
､
な
ぜ

一
つ
の
組
織
さ
れ
た
時
代
を
創
出
し
う
る
の
か
t
と
い
う
点
に
あ
る
｡
オ
ー
リ
ウ

は
こ
こ
で

｢対
立
状
態
の
同
調
｣
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
わ
け
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
先
に
も
説
示
し
た
と
お
-
､
中
世
期
に
お

け
る

｢イ
デ
ー
の
集
中
に
よ
る
信
仰
の
精
神
と
権
威

へ
の
服
従
精
神
｣
､
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
け
る

｢イ
デ
ー
の
分
散
に
よ
る
批
判
精
神

の
台
頭
と
国
家
の
合
理
性
｣
が
､
そ
れ
ぞ
れ

｢同
期
｣
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
｡
他
方
で
こ
の
よ
う
な
現
象
は
､
社
会
が
そ
の
生
理
現

象
と
し
て
'
安
定
化
-
組
織
さ
れ
た
状
態
を
欲
す
る
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
分
散
と
集
中
の
状
態
に

ょ
っ
て
､
あ
る
種
の
均
衡
状
態
を
確
保
し
､
安
定
化
す
る
の
で
あ
る
｡
中
間
的
社
会
状
態
=
均
衡
の
時
代
を
含
む
こ
の
よ
う
な
現
象
は
､

そ
の
意
味
で
普
遍
的
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

オ
ー
リ
ウ
の
理
論
は
､
西
洋
史
の
展
開
を
中
心
に
論
理
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
本
稿
の
課
題
は
､
こ
こ
で
示
さ
れ
た
イ
デ
ー
と

政
治
的
社
会
と
の
連
関
が
､
近
代
化
以
降
の
わ
が
国
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
点
に
あ
る
｡

(425)

三

近
代
化
以
降
の
わ
が
国
に
お
け
る
展
開
と
現
状
-

｢
地
方
自
治
体
=
住
民
自
治
体
｣
論

へ

〓

〕
周
知
の
と
お
-
､
わ
が
明
治
国
家
は
欧
米
よ
-
各
種
の
思
想
や
制
度
を
取
-
入
れ
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
｡
国
家
体
制
に
つ
い

て
言
え
ば
'
オ
ー
リ
ウ
の
示
唆
し
た
円
環
に
よ
る
歴
史
的
継
続
の
所
産
で
あ
る
制
度
を
､
無
自
覚
的
に
導
入
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

ま
ず
は
イ
デ
ー
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡



426)自治体と住民組織

一自治体法の基礎的研究-

83

明
治
期
の
わ
が
国
に
お
い
て
は
､
イ
デ
ー
の
集
中
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
を
､
ま
ず
は
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
わ
が
国
に
お

け
る
伝
統
的
か
つ
7
般
的
な
宗
教
観
は
､
神
仏
信
仰
の
そ
れ
で
あ

っ
た
｡
い
わ
ゆ
る
神
仏
習
合
的
宗
教
観
が
､
人
々
の
な
か
に
あ

っ
た
わ

け
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
明
治
新
政
府
は
国
家
神
道
政
策
を
と
-
､
右
の
伝
統
的
宗
教
観
を
強
制
的
に
覆
す

｢神
仏
分
離
｣

と
､
さ
ら

に
は

｢政
教
分
離
｣
を
推
進
す
る
｡
明
治
新
政
府
は
､
神
道
儀
礼
を

｢万
世

一
系
の
天
皇
｣
の
観
念
に
結
び
付
け
､
新
国
家
の
基
盤
を
支

え
る
精
神
原
理
に
据
え
よ
う
と
し
た
｡
だ
が
､
そ
れ
が

｢政
教
分
離
｣
の
原
理
に
反
す
る
と
い
う
､
内
外
か
ら
の
批
判
を
か
わ
す
必
要
が

生
じ
た
｡
そ
の
た
め
､
神
道
に
お
い
て

｢祭
配
儀
礼
｣
と

｢宗
教
性
｣
を
分
離
さ
せ
､
形
式
的
な
意
味
で
の
政
教
分
離
を
行

っ
た
の
で
あ

(38
)

る

｡こ
の
明
治
初
期
の
国
家
神
道
政
策
の
推
進
'
と
り
わ
け
神
道
の
国
家
的
精
神
原
理
化
作
用

(神
道
儀
礼
と
皇
室
の
万
世

一
系
性
の
接
合
)

に
つ
き
､
山
折
哲
雄
教
授
は
､
西
欧
社
会
に
お
け
る
キ
リ
ス
-
教
の
威
力
に
匹
敵
す
る
シ
ス
テ
ム
を
人
工
的
に
作
-
出
す
も
の
で
あ

っ
て
､

(39
)

そ
こ
に

｢伝
統
神
道
の
キ
リ
ス
ー
教
化
の
あ
と
｣
-
神
道
の
西
欧
化

･
神
道
の

一
神
教
化
の
試
み
I
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る

｡

明
治
国
家
成
立
か
ら
太
平
洋
戦
争
終
結
に
至
る
ま
の
で
時
代
に
あ
っ
て
､
神
道
と
い
う

｢宗
教
的
イ
デ
ー
｣
に
よ
る

｢イ
デ
ー
の
集
中
｣

を
提
示
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
､
か
か
る
国
家
神
道
政
策
の
結
果
､
そ
の
宗
教
性
は
薄
め
ら
れ
た
｡
そ
こ
で
差
し
当
た
-
本

稿
に
お
い
て
は
'
神
道
祭
紀
儀
礼
と
結
び
つ
き
､
身
分
制
秩
序
を
含
め
､
広
-
人
民
の
社
会
生
活
を
支
配
し
た
観
念
で
あ
る
と
こ
ろ
の

｢天
皇
制
｣
を
､
支
配
的
な
イ
デ
ー
と
し
て
掲
げ
て
お
-
こ
と
に
し
た
い
｡
イ
デ
ー
な
る
概
念
を
､
｢わ
れ
わ
れ
の
社
会
生
活
を
規
律
す
る

理
念
｣
と
し
て
把
握
す
れ
ば
､
明
治
維
新
を
経
て
確
立
さ
れ
､
日
清
戦
争
後
に
国
民
中
に

｢定
着
｣
し
た
天
皇
制
こ
そ
'
以
降
し
ば
し
の

間
わ
が
国
に
お
い
て
人
心
を
律
す
る
集
中
的
イ
デ
ー
と
し
て
働
い
た
､
唯

一
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
､

日
本
の
人
民
の
う
ち
に
お
い
て
､
あ
る
種
の

｢信
仰
｣
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
｡

そ
の
意
味
で
こ
れ
は
､
宗
教
的
イ
デ
ー
に

比
肩
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

(な
お
'
天
皇
制
イ
デ
ー
に
よ
る

｢科
学
の
支
配
｣
と
い
う
意
味
で
は
､
後
年
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の

｢
天
皇
機
関
説
事
件
｣
に
お
け
る
美
濃
部
達
吉
へ
の
排
撃
が
象
徴
的
で
あ
る
)
0

〔
二
〕
他
方
､
政
治
的
社
会
に
つ
い
て
は
､
地
縁
と
村
持
林
野
に
よ
っ
て
強
固
に
結
ば
れ
た
､
実
証
的
社
会
と
し
て
の

｢村
｣
の
存
在

を
取
-
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

徳
川
時
代
を
経
て
明
治
近
代
国
家
の
成
立
'
そ
し
て
現
代
に
至
る
過
程
に
お
い
て
､
わ
が
国
の

｢村
｣
は
大
き
-
変
容
し
た
｡
徳
川
時

代
か
ら
明
治
初
年
に
わ
た
る

｢村
｣
の
人
格
に
つ
き
､
そ
の
変
遷
を
描
い
た
中
田
薫
教
授
に
よ
れ
ば
､
徳
川
時
代
に
お
い
て
､
後
年
の
地

方
自
治
体
に
お
け
る
理
事
機
関
に
当
た
る
村
役
人
は
'
外
部
に
対
し
て
村
を
代
表
す
る
機
関
で
あ
-
､
幕
府
領
主
地
頭
等
に
任
免
権
の
あ

る

｢村
を
支
配
す
る
村
の
吏
員
｣
で
あ
っ
た
が
'
彼
ら
は
同
時
に

｢村
民
の
惣
代
｣
と
し
て
の
性
格
を
も
有
し
､
任
免
権
者
に
対
し
て
も

村
を
代
表
す
る
立
場
に
あ

っ
た
こ
と
か
ら
､
当
時
の
村
役
人
は
純
然
た
る
地
方
行
政
官
吏
で
は
な
-
､
｢抽
象
的
単

1
体
た
る
村
自
身
の

純
然
た
る
代
表
機
関
よ
-
も
､
寧
ろ
複
多
的
総
合
体
た
る
組
合
体

(G
eロOSSenSChaft)
の
共
同
受
任
者

(総
代
)
に
近
き
者
で
あ
る
｣

と
述
べ
て
い
る
｡

ま
た
､
村
の
重
大
事
に
つ
い
て
の
協
議

･
決
定
機
関
で
あ
-
､
議
決
機
関
に
相
当
す
る
村
民
の
寄
合
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
が

｢単

一
体

と
し
て
の
村
の
'
単

一
的
意
思
を
作
成
す
る
村
自
身
の
決
議
機
関
で
あ
る
と
の
思
想
は
｣
当
時
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
､
｢寧

ろ
此
寄
合
は
其
本
質
に
於
い
て
は
複
多
的
総
体
と
し
て
の
組
合
体
の
総
会
に
近
さ
性
質
を
有
し
､
従
ひ
て
其
議
決
も
亦
其
本
質
に
於
い
て

は
､
総
村
民
の
共
同
意
思

(G
e
m
ein
sh
afts
wille)
と
見
る
べ
き
も
の
で
｣
あ
る
と
す
る
｡
つ
ま
-
こ
れ
ら
は
､
｢単

1
体
と
し
て
の
村

自
身
の
機
関
｣
で
あ
る
と
同
時
に
､
｢複
多
体
と
し
て
の
村
民
の
惣
代
で
あ
-
､
総
会
｣
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
'
｢複
多

的
総
体
と
し
て
の
村
に
内
在
す
る
単

一
性
の
抽
象
程
度
が
'
尚
薄
弱
で
あ
っ
た
｣
と
い
う

｡

中
田
教
授
に
よ
れ
ば
､
か
か
る
実
在
的
総
合
人
と
し
て
の
村
の
性
格
は
､
明
治
維
新
後
も
し
ば
ら
く
の
間
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た

が
､
明
治
六
､
七
年
頃
よ
-
､
村
役
人
の
転
じ
た

｢
戸
長
｣
が
､
次
第
に
村
を
外
部
に
代
表
す
る
権
限
を
失
い
､
｢地
方
行
政
官
化
｣
を
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強
め
た
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
教
授
は
こ
の
現
象
を
も

っ
て
､
単

t
的
組
織
全
体
た
る
町
村
の

｢解
体
作
用
｣
(法
人
以
前
の
組
合
体
へ
の

(42
)

復
帰
)
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ

る

｡

他
方
で
中
田
教
授
は
'
町
村
の

｢議
決
機
関
の
発
達
｣
に
､
そ
の
正
反
対
の
現
象
を
見
出
し
て
い
る
｡
町
村
会
を
設
置
す
る
地
方
が
増

え
､
明
治

二

一年
太
政
官
布
告
二
二
号
に
お
い
て
'
土
木
超
功
共
有
物
の
取
扱
を
は
じ
め

一
村
公
借
の
議
決
権
を
町
村
会
の
議
決
権
に
委

ね
て
以
後
'
町
村
会
は
次
第
に
町
村
自
身
の
議
決
機
関
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
り
､
明
治

一
三
年
の
区
町
村
会
法
に
お
い

て
は
全
国
の
町
村
に
町
村
会
の
開
設
を
強
制
し
'
｢区
町
村
会
ハ
其
区
町
村
ノ
公
共
二
関
ス
ル
事
件
及
ヒ
其
経
費
ノ
支
出
徴
収
方
法
ヲ
議

定
ス
｣
と
定
め
た

二

条
)
｡
中
田
教
授
に
よ
れ
ば
､
右
の
展
開
は
町
村
寄
合
が

｢公
共
団
体
た
る
町
村
自
身
の
議
決
機
関
｣

へ
と
至
る

進
化
の
過
程
で
あ
る
と
し
､
村
の
解
体
作
用
を
表
象
す
る
戸
長
の
地
方
行
政
官
化
に
比
し
､
｢村
の
成
体
作
用
｣
を
示
す
現
象
で
あ
る
と

(42
)

す

る

｡

こ
の
解
体
に
対
す
る
成
体
の
反
作
用
を
も

っ
て
'
当
時
の
町
村
は
な
お
総
合
人
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
え
た
の
で
あ
る
が
､
中
田
教

授
は
町
村
会
の
発
達
を
誘
導
し
町
村
人
格
の
完
成
を
助
長
し
た
そ
の
決
定
的
要
因
を
'
当
時
の
町
村
が
自
治
団
体
と
し
て

｢自
主
自
存
の

目
的
｣
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
に
求
め
て
い
る
｡
戸
長
の
実
施
す
る
地
方
行
政
事
務
を
列
記
す
る
明
治

二

年
太
政
官
第
三
二
号
達

は
そ
の
ほ
か
に
､
町
村
人
民
の
協
議
に
基
づ
き
そ
の
共
同
負
担
に
属
す

｢町
村
協
議
費
｣
を
も
っ
て
支
弁
す
る
水
利
土
功
等
に
つ
い
て
も
'

戸
長
の
幹
理
す
る
事
業
と
し
て
認
め
て
い
る
｡
教
授
は
､
地
方
行
政
か
ら
独
立
し
､
町
村
寄
合
の
議
に
委
ね
ら
れ
た
か
か
る
事
務
を

｢町

村
固
有
の
事
務
｣
と
し
て
位
置
づ
け
､
当
該
事
務
の
存
在
こ
そ
'
町
村
の

｢自
主
自
存
の
目
的
｣
で
あ

っ
て
､
こ
の
目
的
が
厳
存
す
れ
ば

こ
そ
'
｢町
村
会
は
町
村
自
身
の
議
決
機
関
と
し
て
の
存
在
を
有
し
､
戸
長
は
地
方
行
政
官
た
る
以
外
に
､
町
村
の
理
事
機
関
と
し
て
の

資
格
を
保
有
し
て
｣
い
た
の
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
､
法
律
に
根
拠
を
有
す
る
こ
れ
ら
町
村
固
有
事
務
は
､
徳
川
時
代
に
お
け
る

｢村
方

自
治
事
務
｣
の
歴
史
的
継
続
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る

｡
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以
上
に
見
た
中
田
教
授
の
論
旨
は
､
｢村
の
人
格
｣
に
つ
い
て
､
明
治
二

一
年
の
町
村
制
を
も

っ
て
新
た
に
付
与
さ
れ
た
の
で
は
な
-
､

徳
川
時
代
よ
-
継
受
さ
れ
た
る
固
有
の
人
格
を
'
同
法
は
明
確
に
認
識
し
た
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
も
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
他
方
で
､
こ
の
町
村
制
に
よ
-
町
村
の
本
質
が

一
大
変
化
を
受
け
た
点
に
つ
い
て
も
鋭
-
論
及
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
同
法
以
前

の
町
村
は
'
そ
の
訴
訟
は
同
時
に
町
村
民
の
共
同
訴
訟
で
あ
-
､
そ
の
権
利
義
務
は
町
村
民
の
共
同
権
利
義
務
で
あ
り
え
た
如
-
､
｢実

在
的
総
合
人

(単

一
性
の
側
に
な
お
複
多
性
を
存
在
せ
し
む
総
合
人
)｣
で
あ
-
､
そ
の
財
産
の
帰
属
も
､
町
村
が
実
在
的
総
合
人
た
る

本
質
に
相
応
し
､
町
村
の
町
村
民
と
の
総
有
=

｢町
村
共
有
｣
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
､
二

1
年
町
村
制
は
'
こ
の
財
産
を
し
て
町
村
自
身
に

専
属
す
る

｢町
村
有
財
産
｣
な
る
概
念
を
採
用
し
'
徳
川
時
代
よ
-
継
受
さ
れ
た
町
村
共
有
物
の
概
念
を

一
蹴
し
去

っ
て
し
ま

っ
た
と
す

る
｡
そ
し
て
こ
れ
に
表
象
さ
れ
る
よ
う
に
'
以
後
町
村
は
実
在
的
総
合
人
た
る
本
質
を
変
じ
､
｢純
抽
象
的
単

一
体
た
る
法
人
に
化
し
｣
､

い
わ
ゆ
る

｢羅
馬
法
的
擬
制
人
に
改
造
さ
れ
て
し
ま
っ
た
｣
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る

｡

す
な
わ
ち
'
村
の
構
成
員
給
有
の
財
産

(構
成
員
み
ん
な
の
財
産
)
か
ら
､
法
人
た
る
町
村
に
帰
属
す
る
財
産
に
転
じ
た
と
い
う
こ
と

は
'
町
村
法
人
格
が

｢純
抽
象
的
｣
な
も
の
と
な
っ
た
証
左
で
あ
-
､
町
村
自
治
体
は
そ
れ
自
体
抽
象
化
さ
れ
た
人
格
を
所
有
す
る
存
在

と
な
っ
た
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡
か
か
る
変
化
を
､
そ
れ
以
後
町
村
が

｢
国
家
化
｣
す
る
に
至
っ
た
重
要
な
契
機
と

し
て
､
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

周
知
の
と
お
-
､
近
代
的
地
方
自
治
制
度
の
導
入
で
あ
る
と
さ
れ
る
明
治
の
市
制
町
村
制
の
推
進
は
､
中
央
行
政
権
力
の

｢地
方
分
散

化
｣
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
よ
-
､
地
縁
と
財
産
に
よ
る
紐
帯
を
も

っ
て
い
た
実
証
的
社
会
た
る
村
が
､
形
而
上
学
的

存
在
で
あ
る

｢国
家
｣

へ
と
､
名
実
と
も
に
そ
の
姿
を
変
え
て
い
-
こ
と
と
な
る
｡

と
こ
ろ
で
､
オ
ー
リ
ウ
は
そ
の
論
稿
に
お
い
て
､
国
家
が
支
配
的
地
位
を
獲
得
し
､
公
行
政
組
織
を
独
占
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
行
政

組
織
に
つ
き
'
こ
れ
を

｢
理
性
的
か
つ
抽
象
的
｣
な
存
在
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
｢理
性
的
｣
で
あ
る
と
い
う
の
は
､
行
政
組
織
は
議
論
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に
付
さ
れ
､
理
性
的
関
心
を
も

っ
て
望
ま
れ
た
存
在
だ
か
ら
で
あ
-
､
｢抽
象
的
｣
で
あ
る
と
い
う
の
は
'
行
政
組
織
は
､
か
か

っ
て

一

般
の
利
益
の
観
点
か
ら
位
置
づ
け
ら
れ
､
宗
教
的
感
情
や
情
愛
､
家
族
の
利
益
と
い
っ
た
も
の
は
慮
外
に
あ
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
と
し

(45
)

て
い

る

｡

わ
が
国
明
治
政
府
は
'
中
央
集
権
体
制
の
構
築
を
目
指
し
'
国
家
に
よ
る
公
行
政
組
織
の
独
占
を
図
ろ
う
と
し
た
｡
こ
れ
を
推
進
す
る

た
め
に
は
､
町
村
法
人
格
の
抽
象
化
は
､
そ
の
前
提
条
件
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

〔≡
〕
し
か
し
､
｢町
村
の
国
家
化
｣
を
推
進
す
る
明
治
政
府
の
意
図
と
は
別
に
､
旧
来
の

｢村
｣
は
存
続
す
る
こ
と
と
な
る
｡

町
村
制
施
行
に
あ
た
-
全
国
で
行
わ
れ
た
町
村
大
合
併
に
よ
っ
て
､
そ
れ
ま
で
約
七
万
あ
ま
-
存
在
し
て
い
た
旧
町
村
が
､

一
万
六
千

弱
の
新
町
村
に
統
合
さ
れ
た
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
旧
町
村
の
多
-
は
新
町
村
に
吸
収

･
統
合
さ
れ
た
が
､
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る

｢部
落
｣
と

し
て
残
存
し
､
明
治
四
四
年
に
強
行
さ
れ
た

一
町
村

一
社
主
義
に
基
づ
-
神
社
の
統

一
と
部
落
有
林
野
の
町
村
有
林
野
へ
の
統

一
を
経
て

(46
)

も
な
お
､
部
落
は
確
固
た
る
存
在
で
あ
-
続
け
た
と
さ
れ
て
い

る

｡

明
治
政
府
は
'
か
か
る
強
固
な
存
在
で
あ
る
部
落
を
､
市
町
村
行
政
に
協
力
す
る
団
体
と
し
て
位
置
づ
け
'
広
域
行
政
町
村
内
に
行
政

区
を
定
め
､
そ
こ
に
区
長
を
置
き
､
協
力
体
制
を
整
備
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
'
こ
れ
は
法
律
上
の
自
治
の
単
位
で
は
な
-
､
町
村
長

の
事
務
の
補
助
執
行
に
あ
た
-
､
市
町
村
行
政
庁
に
隷
属
し
そ
の
指
揮
命
令
を
奉
じ
て
事
務
を
区
内
に
執
行
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
た
も

の
に
過
ぎ
な
か

っ
た

(こ
の
当
時
の
部
落
は
そ
の
意
味
で
､
半
官
半
民
的
団
体
で
あ

っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
)
｡
旧
町
村
が
こ
の
よ
う
な

か
た
ち
で
部
落
に
転
じ
て
か
ら
も
な
お
解
体

･
変
質
せ
ず
に
存
続
し
た
の
は
､
こ
れ
が
当
時
の
住
民
に
と

っ
て
の
'
｢藩
政
村
以
来
の
伝

統
を
持
つ
生
活

･
生
産
の
基
盤
｣
で
あ

っ
た
が
た
め
で
あ
る
t
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

｡

さ
て
､
こ
の
住
民
生
活
基
盤
で
あ
る
旧
町
村
-
部
落
の
存
続
に
つ
い
て
'
本
稿
の
視
点
か
ら
そ
の
要
素
を
挙
げ
る
な
ら
ば
､
当
時
の
､

と
り
わ
け
日
清
戦
争
以
降
に
お
い
て
集
中
し
た
イ
デ
ー
た
る
明
治

｢天
皇
制
｣
の
存
在
を
､
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
実
証
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的
な
政
治
的
社
会
と
し
て
機
能
し
た
部
落
は
'
地
域
社
会
の
階
級
的
､
政
治
的
構
造
に
規
定
さ
れ
た
支
配
秩
序
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
っ

て
､
決
し
て
自
由

･
平
等
な
住
民
自
治
組
織
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る

｡
オ
ー
リ
ウ
流
に
解
せ
ば
､
地
主

･
地
方
名
望
家
に
よ
る
部
落

支
配
秩
序
と
'
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
天
皇
制
の
本
質
貯
要
素
た
る
階
級
性
と
の

｢類
似
性
｣
に
よ
っ
て
､
国
家

(中
央
政
府
た
る
国
お

よ
び
地
方
自
治
体
)
と
は
別
に
､
部
落
が
政
治
的
社
会
と
し
て
存
続
し
え
た
も
の
と
言
え
よ
う
｡
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
に
お
け
る
わ
が

国
で
は
､
｢イ
デ
ー
の
集
中
と
政
治
的
社
会
の
分
散
｣
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
た
こ
と
と
な
る
｡

も

っ
と
も
､
当
時
の
わ
が
国
に
お
い
て
至
る
と
こ
ろ
に
'
自
然
村
の
伝
統
を
持
つ
住
民
組
織
が
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
確
固
た
る
基
盤

を
有
し
機
能
し
て
い
た
'
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
都
市
部
で
は
､
形
骸
化
し
た
組
織
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
だ
が
'
な
か
に
は
同
業

(胡
)

組
合
化
し
た
も
の
や
､
衛
生
組
合
と
い
っ
た
都
市
の
行
政
需
要
に
応
じ
て
再
編
さ
れ
た
も
の
が
あ

り

､

こ
の
よ
う
に
な
お
実
証
的
な
組
織

形
態
を
維
持
す
る
も
の
が
見
ら
れ
た
点
は
､
注
目
に
催
し
ょ
う
｡

〔四
〕
そ
の
後
､
こ
の
住
民
組
織
は
町
内
会

･
部
落
会
と
し
て
徐
々
に
整
備
さ
れ
､
｢行
政
末
端
機
関
と
し
て
の
実
質
｣
を
備
え
る
よ
う

に
な
る
｡
と
り
わ
け
昭
和
に
入
る
と
､
行
政
末
端
機
構
と
し
て
の
地
位
が
明
確
と
な
-
､
農
村
経
済
更
生
運
動
の
実
践
組
織
と
し
て
､
ま

た
､
選
挙
粛
清
運
動
の
実
行
組
織
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

こ
の
期
は
､
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
社
会
的
な
変
動
が
あ
-
､
普
通
選
挙
制
の
導
入
､
郡
制
廃
止
お
よ
び
市
町
村
会
に
よ
る
市
町

村
長
の
自
主
的
選
任
制
へ
の
移
行
な
ど
､
中
央
政
府
の
地
方
支
配
が
緩
め
ら
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ

っ
た
｡
民
主
主
義
の
世
論
が
勃
興

し
た
こ
と
で
､
集
中
さ
れ
た
イ
デ
ー
と
し
て
の
天
皇
制
は
､

一
時
後
退
を
見
せ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
､
政

治
的
社
会
は
む
し
ろ
集
中
の
傾
向
を
帯
び
る
こ
と
と
な
-
､
住
民
組
織
の
国
家
に
よ
る
吸
収
は
そ
の
反
映
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
｡

さ
ら
に
日
中
戟
争
の
勃
発

･
拡
大
に
至
る
と
､
政
府
は
部
落
会
町
内
会
等
整
備
要
領

(昭
和

l
五
年
九
月

1
1
日
内
務
省
訓
令

1
七

号
)
を
発
L
t
｢隣
保
団
結
の
精
神
に
基
き
市
町
村
内
住
民
を
組
織
結
合
し
万
民
翼
賛
の
本
旨
に
則
り
地
方
共
同
の
任
務
を
遂
行
せ
し
む
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89

る
こ
と
｣
等
を
目
的
に
､
町
内
会

･
部
落
会
を
本
格
的
に
整
備
し
た
｡
こ
れ
を
機
に
､
本
質
的
に
自
律
的
社
会
で
あ

っ
た
部
落
は
そ
の
姿

(50
)

を
変
え
､
市
町
村
の
下
部
組
織
と
な
-
､
国
家
に
よ
る
統
制
が
強
化
さ
れ
る

(国
家
行
政
の
末
端
機
関
化
す
る
)
こ
と
と
な

る

｡

戦
争
状
態
の
継
続
と
い
う
危
機
的
状
況
と
相
侯
っ
て
'
イ
デ
ー
は
再
び
天
皇
制
へ
と
集
中
す
る
｡
同
時
に
'
政
治
的
社
会
も
国
家
に
吸

収
さ
れ
る
こ
と
で
集
中
し
た
｡
か
か
る
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
状
態
の
ま
ま
､
終
戦
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
｡

そ
し
て
周
知
の
ご
と
く
､
戦
後
わ
が
国
憲
法
の
も
と
イ
デ
ー
は
分
散
し
'
自
治
体
の
自
治
権
が
確
立
さ
れ
た
｡
同
時
に
､
国
家
行
政
末

端
機
関
と
し
て
の
町
内
会

･
部
落
会
は
昭
和
二
二
年
に
廃
せ
ら
れ
た
｡
し
か
し
､
こ
の
組
織
が
仝
-
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
-
､
多
-
の

(51
)

地
域
で
は
直
ち
に
､
地
縁
に
基
づ
-
任
意
団
体
と
し
て
自
主
的
に
再
組
織
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る

｡

他
方
で
､
新
憲
法
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た

｢地
方
自
治
の
本
旨
｣
に
合
意
さ
れ
る
､
団
体
自
治
と
住
民
自
治
を
基
本
原
理
と
し
た
新
地

方
自
治
体
制
が
布
か
れ
た
が
､
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
れ
た
機
関
委
任
事
務
を
も
っ
て
､
国
の
行
政
中
央
集
権
的
体
制
は
維
持
さ

れ
た
の
で
あ

っ
た
｡

か
か
る
体
制
の
も
と
'
自
治
庁
の
指
導
に
よ
っ
て
､
任
意
団
体
と
し
て
再
組
織
さ
れ
た
住
民
組
織
の
長

(町
内
会
長
等
)
を
'
特
別
職

の
地
方
公
務
員
と
し
て
委
嘱
し
､
当
該
組
織
に
行
政
の
末
端
業
務
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
｡
中
田
実
教
授
に
よ
れ
ば
､
こ
の
よ
う
に
行
政

と
住
民
組
織
の
長
と
の
関
係
が
強
め
ら
れ
る
反
面
､
組
織
の
構
成
員
と
の
関
係
は
う
す
れ
て
い
き
､
｢
や
が
て
続
発
す
る
住
民
運
動
に
よ
っ

(52
)

て
､
町
内
会
長
の
意
見
が
町
内
会
構
成
員
の
合
意
と
は
い
い
が
た
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
-
の
で
あ
る
｣
と
す

る

｡

結
局
､
住
民
組
織
に
よ
る
自
律
的
な
地
域
社
会
の
経
営
は
十
分
に
機
能
せ
ず
､
国
主
導
に
よ
る
地
方
自
治
が
存
続
す
る
こ
と
と
な
る
｡

つ
ま
り
こ
の
期
は
､
｢イ
デ
ー
の
分
散
と
政
治
的
社
会
の
集
中
｣
の
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

〔
五
〕
平
成

1
1
の
地
方
分
権
改
革
は
､
そ
れ
ま
で
の
状
況
に

1
大
変
革
を
も
た
ら
し
た
｡
分
権
改
革
が
中
央
政
府
か
ら
の
大
幅
な
権

限
委
譲
で
あ
-
､
機
関
委
任
事
務
の
全
廃
は
そ
の
た
め
の
方
途
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
こ
の
権
限
の
委
譲
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先
は
､
形
式
的
に
は
地
方
行
政
主
体
で
あ
る
都
道
府
県
と
市
区
町
村
で
は
あ
る
が
､
実
質
的
な
担
い
手
な
い
し
受
け
皿
と
し
て
は
､
住
民

(住
民
組
織
)
が
想
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

実
は
'
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
大
改
正
さ
れ
た

｢新
｣
地
方
自
治
法
に
は
､
｢地
域
に
お
け
る
行
政
｣
あ
る
い
は

｢地
域
に
お
け
る
事
務
｣

と
規
定
さ
れ
､
新
し
-

｢地
域
｣
の
概
念
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
従
来
､
こ
れ
に
類
す
る
用
語
と
し
て

｢地
方
｣
が
あ
-
､
法

的
な
意
味
合
い
に
お
い
て
も
重
要
な
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
｡

地
方
は
､
国
-
中
央
政
府
の
対
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
､
そ
の
意
味
で

｢
団
体
自
治
｣
を
強
調
す
る
用
語
で
あ
っ
た
｡
｢地
方
｣
に
せ

神奈川法学第40巻第2号 2007年(433

よ

｢地
域
｣
に
せ
よ
､
単
に

｢言
葉
の
違
い
｣
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
べ
き
で
は
な
-
､
新
し
-
法
定
さ
れ
た

｢地
域
｣
は
､
空
間
を
構
成

す
る
人
と
物
と
を
含
ん
だ
'
よ
-
実
体
的
な
概
念
で
あ
っ
て
､
法
が
こ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
-
､
か
か
る
空
間
の
自
治
権
が
明
確
に

さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
｡
こ
の
地
域
概
念
の
採
用
に
よ
っ
て
､
平
成

二

年
改
革
の
目
指
す
中
央
政
府
か
ら
の
権
限
委
譲
は
､
各

｢地

域
｣
自
治
の
た
め
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
鮮
明
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
今
次
の
改
革
に
よ
っ
て
､
端
的
に
団
体
自
治
が
拡
充
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
ー
権
限
の
主
体
性
-
拡
充
さ
れ
た
権
限
を
当
該
の
地
域
に
お
い
て
誰
が
担
う
の
か
-
と
い
う
問
題

が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
点
を
鋭
-
説
か
れ
た
の
が
､
兼
子
仁
教
授
で
あ
る
｡
教
授
は
､
こ
の
新
自
治
法
に
よ
る

｢地
域
｣
概
念
が
新
法
に
定
め
ら
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
直
ち
に
反
応
さ
れ
､
こ
れ
は

一
九
七
〇
年
以
来
の
日
本
の
社
会
科
学
に
お
け
る
"
地
域
主
義
"
が
､
立
法
を
と
お
し
て
公
認

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
､
新
自
治
法
下
の
地
方
自
治
は
､
｢た
ん
に
国
と
の
役
割
分
担
に
と
も
な
う
自
治
体
行
政
の
自
主
性
を
こ
え
て
､
各

『地
域
』
が
求
め
る
自
主

･
自
立
性
を
自
治
体
と
住
民
と
が
実
現
す
る
働
き
だ
と
考
え
る
の
が
､
法
的
に
も
正
し
い
で
あ
ろ
う
｡｣
と
述
べ

(54
)

ら
れ
て
い

る

｡

と
こ
ろ
で
､
兼
子
教
授
に
よ
れ
ば
､
日
本
国
憲
法
は
自
治
体
の
首
長
公
選
制
に
裏
づ
け
ら
れ
た

｢行
政
直
接
民
主
主
義
｣
を
採
用
し
て



(434)自治体と住民組織

一 自治体法の基礎的研究-

お
-
､
こ
れ
が
ま
さ
に
国
政
と
自
治
体
と
の
間
に
お
け
る
民
主
主
義
の
特
質
の
違
い
で
あ
っ
て
'
住
民
自
治
の
憲
法
原
理
が
成
-
立
つ
と

こ
ろ
で
あ
る
と
主
張
す
る
｡
そ
し
て
地
方
分
権
は
か
か
る
住
民
主
体
の
地
方
自
治
で
あ
る
と
こ
ろ
の

｢住
民
自
治
体
｣
づ
-
-
を
い
っ
そ

う
刺
激
し
て
い
る
も
の
で
あ
-
､
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
増
加
し
た
地
方
自
治
権
は
､
｢各
自
治
体
に
あ

っ
て

『住
民
自
治
』
的
に
は
た
ら

か
さ
れ
住
民
自
治
の
拡
充
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
｣
と
主
張
さ
れ
る

｡

こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
､
｢自
治
体
｣
と

｢住
民
｣
は
決
し
て
二
元
的
な
関
係
に
立
脚
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
-
､
住
民

の
自
治
体
行
政
へ
の
参
加
と
協
働
を
と
お
し
､
行
政
当
局
の
み
が
自
治
体
行
政
主
体
で
は
な
い
と
い
う
体
制
-
行
政
当
局
と
住
民
の

二
九

的
な
関
係
性
-
を
､
分
権
改
革
を
通
し
て
構
築
す
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
｡
こ
の
点
､
兼
子
教
授
が

｢自
治
体
が
法
制
度
的
に
地
域

〝統
治

主
体
"
で
あ
っ
て
も
､
住
民
は
そ
の
客
体
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
は
な
-
､
自
治
体
行
政
の
相
手
方
で
あ
る
と
と
も
に
'
地
域
自
治
の

〝
原

(55
)

理
的
主
体
〟
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
明
瞭
で
あ

る

｡

こ
れ
が
､
か
ね
て
教
授
の
主
張
す
る

｢住
民
自
治
体
｣

と
い
う
観
念
で
あ
り
､
分
権
改
革
と
い
う
地
方
制
度
の
大
変
革
が
な
さ
れ
た
後
の
自
治
体
の
姿
は
､
ま
さ
し
-
住
民
自
治
体
の
そ
れ
で
あ

る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
｡

戟
後
地
方
自
治
制
度
の
下
､
住
民
自
治
は
確
か
に
意
識
さ
れ
'
直
接
請
求
制
度
や
住
民
訴
訟
も
大
い
に
機
能
し
て
き
た
が
､
そ
の
本
質

は
､
住
民
が
自
ら
の
生
活
権
な
い
し
環
境
権
を
自
治
体
行
政
か
ら
防
衛
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
､
い
わ
ゆ
る

｢国
家
行
政
｣
へ
の
対
抗
措

置
で
あ
-
､
自
治
体
行
政
当
局
に
対
す
る

｢敵
対
的
住
民
自
治
｣
で
あ

っ
た
｡
そ
こ
で
は
､
｢自
治
体
｣
と

｢住
民
｣
は
-
統
治
者
と
被

治
者
と
い
う
-
二
元
的
関
係
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
'
説
明
の
つ
か
な
い
こ
と
も
多
-
あ
-
え
た
で
あ
ろ
う
｡

〔六
〕
分
権
改
革
の
果
実
は
､
右
の
行
政
直
接
民
主
主
義
の
充
実
に
反
映
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
､
い
よ
い
よ
そ
れ
が
現
実

味
を
帯
び
て
き
た
｡
住
民
の
参
加

･
協
働
の
重
要
性
は
そ
れ
自
体
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
が
､
住
民
が
さ
ま
ざ
ま
な
住
民
組
織

(N
P
O
､

91

自
治
会

･
町
内
会
お
よ
び
事
業
者
住
民
)
を
通
し
'
直
接
的
に
行
政
へ
参
与
す
る
場
面
が
現
実
に
も
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
｡
そ
れ
を
特
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に
表
象
し
て
い
る
の
が
､
｢指
定
管
理
者
制
度
｣
の
創
設
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
元
来
､
自
治
体
行
政
当
局
の
み
が
行
使
し
え
た
行
政
処
分

権
限
を
'
非
行
政
機
関
で
あ
る
指
定
管
理
者
に
委
ね
て
い
る
点
で
､
き
わ
め
て
大
き
な
意
義
を
持
つ
｡
こ
の
ほ
か
に
も
'
最
近
の
地
方
自

治
法
改
正
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
地
域
自
治
区

･
地
域
協
議
会
の
制
度
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
拡
充
し
た
自
治
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
､

住
民
組
織
の
存
在
を
抜
き
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
現
状
が
あ
る
｡

そ
の
原
因
と
し
て
､
自
治
体
行
政
職
員
の
マ
ン
パ
ワ
ー
の
限
界
や
財
政
の
逼
迫
等
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
､
｢具
体
的
な
共
通

の
目
的
を
有
し
志
を
同
じ
-
す
る
集
団
､
あ
る
い
は
地
縁
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
集
団
で
あ
-
､
独
自
の
財
産
と
規
約
を
有
す
る
組
織
｣

と
い
う
､
｢抽
象
的
存
在
で
あ
る
国
家
か
ら
距
離
を
置
い
た
実
証
的
な
組
織
｣
が
､
権
力
行
政
に
参
与
し
っ
つ
あ
る
と
い
う
現
状
を
､
ま

ず
は
認
識
す
べ
き
で
は
な
い
か
｡

行
政
直
接
民
主
主
義
の
特
質
を
持
つ
自
治
体
民
主
主
義
が
､
首
長
公
選
制
を
超
え
て
､
住
民
組
織
を
し
て
行
政
権
行
使
主
体
の

一
分
枝

に
ま
で
至
ら
し
め
る
と
､
お
そ
ら
-
は
自
治
体
を
抽
象
的

･
形
而
上
学
的
存
在
と
し
て
の
国
家
と
同

一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
-
な
る
で

あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
の
自
治
体
像
は
右
に
示
し
た
よ
う
に
､
住
民
と
行
政
当
局
と
の

二
九
的
関
係
に
よ
る
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
自
治

体
像
は
､
中
田
薫
教
授
の
示
す
､
徳
川
藩
政
期
以
来
の

｢村
｣
-
実
在
的
総
合
人
た
る
人
格
を
有
す
る
組
織
体

へ
の
回
帰
と
し
て
把
握
で

(56
)

き
る
か
も
し
れ
な

い

｡

〔七
〕
戦
後

〓
具
し
て
分
散
状
態
に
あ
る
イ
デ
ー
に
比
し
､
政
治
的
社
会
は
国
家
に
よ
る
集
中
の
傾
向
が
窺
わ
れ
た
が
､
こ
こ
に
至

っ

て
､
そ
の
政
治
的
社
会
も
同
様
に
分
散
状
態
に
入
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｢住
民
自
治
体
｣
が
具
体
性
を
も

っ
て
現
れ
て
い

る
昨
今
の
状
態
は
､
市
町
村
自
治
体
が
国
家
化
す
る

一
方
で
､
な
お
住
民
組
織
が
政
治
的
社
会
と
し
て
存
立
し
た
時
代
'
国
家
た
る
自
治

体
が
住
民
組
織
を
支
配

･
吸
収
し
た
太
平
洋
戟
争
終
結
前
の
体
制
か
ら
､
両
者
の
対
立
の
時
代
を
経
て
き
て
い
る
｡
現
在
の
両
者
の
関
係

は
､
先
に

｢
二
刀
的
な
関
係
｣
と
指
摘
し
た
が
､
同
時
に
'
住
民
組
織
は
自
治
体
行
政
の
相
手
方
で
も
あ
る
｡
す
な
わ
ち
住
民
組
織
は
､



(436)自治体と住民組織

一自治体法の基礎的研究-

統
治
主
体
と
し
て
の
自
治
体
に
対
し
て
､
あ
る
時
に
は
参
加
し
､
ま
た
あ
る
時
に
は
行
政
の
客
体
と
な
る
わ
け
で
あ
る
｡
か
か
る
局
面
に

フ
ォ
ー
カ
ス
す
れ
ば
､
両
者
は
緊
張
関
係
を
保
ち
な
が
ら
存
在
す
る
政
治
的
社
会
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

こ
れ
は
､
オ
ー
リ
ウ
の
言
う

｢均
衡
の
時
代
｣
に
お
け
る
状
況
と
同
じ
-
す
る
も
の
と
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
形
而
上

学
的
組
織
で
あ
る
国
家
と
実
証
的
組
織
た
る
自
治
体
､
住
民
組
織
は
､
イ
デ
ー
と
同
様
に
分
散
状
態
に
あ
る
｡
た
だ
し
'
こ
こ
で
の
分
散

は
､
あ
-
ま
で
も

｢調
和
的
｣
な
も
の
で
あ

っ
て
､
国
家
の
存
在
と
極
端
に
切
-
離
さ
れ
た
各
政
治
的
社
会
の
独
立
と
い
う
こ
と
は
あ
り

え
な
い
｡
そ
れ
ま
で
国
家
の
手
に
集
約
さ
れ
て
い
た
､
人
民
の
生
活
に
必
要
な
作
用
を
､
自
己
の
決
定
権
の
行
使
を
も

っ
て
な
し
う
る
状

態
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

お
そ
ら
-
は
将
来
的
に
も
'
地
域
に
広
が
る
社
会
組
織
網
が
そ
れ
ぞ
れ
分
散
さ
れ
た
政
治
的
社
会
と
し
て
'
自
治
の
担
い
手
に
な
っ
て

い
-
傾
向
は
続
-
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
例
え
ば
､
N
P
O
は
そ
の
組
織
体
の
有
す
る
具
体
の
目
的
を
追
求
し
､
地
縁
的
住
民
組
織
は
地
域

自
治
活
動
の
推
進
を

1
層
探
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
現
代
の
分
散
化
さ
れ
た
イ
デ
ー
の
も
と
で

｢組
織
さ
れ
た
時
代
｣
の
安

定
化
を
図
る
に
は
'
国
家
優
位
に
よ
る
政
治
的
社
会
の
集
中
か
､
も
し
-
は
そ
れ
が
調
和
的
に
分
散
さ
れ
た
状
態
が
指
向
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
｡
現
在
は
後
者
の
状
態
に
向
か

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
ま
で
の

一
連
の
動
き
は
､
イ
デ
ー
と
政
治
的
社
会
の
集
中

･
分
散
運

動
に
よ
る
帰
結
と
し
て
'
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
｡

そ
う
す
る
と
､
オ
ー
リ
ウ
の
示
し
た

｢均
衡
の
時
代
｣
に
お
け
る
国
､
自
治
体
お
よ
び
実
証
的
社
会
と
の
関
係
性
と
比
較
す
る
と
､
色

合
い
の
異
な
る
部
分
が
明
ら
か
と
な
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
'
わ
が
国
戦
後
の
地
方
自
治
体
制
が
､
本
質
的
に

｢住
民
自
治
体
｣
を
予
定
し

て
い
た
か
ら
で
あ

っ
て
､
現
在
そ
れ
が
実
質
を
伴

っ
て
現
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
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四

結

語

〔
こ

以
上
､
オ
ー
リ
ウ
が

｢中
世
期
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
円
環
｣
に
示
し
た
'
イ
デ
ー
と
政
治
的
社
会
の
集
中

･
分
散
と
い
う
リ
ズ

ミ
ッ
ク
な
運
動
に
､
わ
が
国
の
明
治
以
降
の
展
開
を
あ
と
づ
け
て
み
た
わ
け
で
あ
る
が
､
結
論
と
し
て
は
'
戦
後
地
方
自
治
法
に
お
い
て

原
理
的
な
自
治
の
主
体
で
あ

っ
た
住
民
が
､
今
後
よ
り
実
質
を
備
え
た
主
体
と
し
て
､
住
民
自
治
体
を
構
成
し
て
い
-
傾
向
を
､
こ
れ
ま

で
の
歴
史
の
流
れ
の
な
か
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
､
個
人
と
し
て
の
住
民
と
い
う
よ
-
は
､
組
織

に
よ
る

｢住
民
｣
が
､
当
面
は
主
役
と
な

っ
て
い
-
で
あ
ろ
う
｡

も

っ
と
も
､
本
稿
の
冒
頭
で
示
し
た
よ
う
に
'
オ
ー
リ
ウ
の

｢円
環
｣
の
理
論
は
そ
れ
自
体
､
現
代
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
実
証
的
な
内

容
を
有
す
る
も
の
と
は
言
い
難
い
｡
た
だ
し
､
社
会
を
構
成
す
る
人
々
の
精
神

･
生
活
､
行
動
様
式
等
を
律
す
る
道
徳
的
規
範
と
し
て
の

イ
デ
ー
が
分
散
状
態
に
あ
る
と
き
に
は
､
政
治
的
社
会
の
集
中
を
も

っ
て
'
逆
に
政
治
的
社
会
の
分
散
が
あ
る
と
き
に
イ
デ
ー
の
集
中
を

も

っ
て
､
組
織
さ
れ
た
時
代
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
､
そ
し
て
､
イ
デ
ー
な
い
し
政
治
的
社
会
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
確
立
し
な
い
場
合
に
お
い

て
は
､
均
衡
の
と
れ
た
分
散
の
う
ち
に
安
定
化
を
見
出
す
と
い
う
指
摘
は
､
少
な
-
と
も
､
わ
れ
わ
れ
の
社
会
組
織
は
安
定
化
の
た
め
に
､

何
ら
か
の
バ
ラ
ン
ス
的
な
要
素
を
欲
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
'
そ
の
こ
と
自
体
は
十
分

納
得
の
い
-
指
摘
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

そ
の
意
味
で
､
現
今
の
わ
が
国
を
取
-
巻
-
状
況
は
､
調
和
的
な
分
散
が
必
要
と
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
｡
し
た
が
っ
て
､
現
在
進
行
し
て
い
る
住
民
組
織
に
よ
る
自
治
体
行
政
へ
の
参
加

･
参
画

･
協
働
は
必
然
的
な
流
れ
で
あ

-
､
国
家
と
の
緊
張
関
係
を
保
ち
つ
つ
､
こ
れ
を
促
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
｡

〔
二
〕
と
こ
ろ
で
､
オ
ー
リ
ウ
が
右
の
論
考
で
主
に
描
い
た
の
は
'
大
き
な
文
明
史
的
区
分
に
基
づ
-
運
動
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
明
治
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-自治体法の基礎的研究-

以
降
の
日
本
の
状
態
は
そ
の
よ
う
な
巨
大
な
転
換
期
を
画
す
よ
う
な
も
の
で
な
-
､
大
き
な
流
れ
の
な
か
に
お
け
る

｢
ゆ
ら
ぎ
｣
で
あ
る
､

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡

な
お
､
わ
が
国
の
宗
教
的
イ
デ
ー
と
そ
の
政
治
的
社
会
の
展
開
に
つ
い
て
は
､
本
稿
で
十
分
に
取
-
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡

も

っ
と
も
､
キ
リ
ス
-
教
の
存
在
が
文
明
史
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
西
欧
諸
国
と
は
大
き
-
異
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
､

オ
ー
リ
ウ
の
-
レ
ー
ス
し
た
展
開
に
ぴ
た
り
と
符
合
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
明
治
以
降
の
わ
が
国
で
は
､
天
皇
制
､
自
然
村
､
国

家
お
よ
び
住
民
組
織
の
趨
勢
が
､
現
代

へ
と
至
る
時
の
流
れ
の
な
か
で
大
き
-
影
響
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

最
後
に
､
本
稿
で
紹
介
し
た
オ
ー
リ
ウ
理
論
に
つ
い
て
は
､
当
時
に
お
け
る
他
の
社
会
学
理
論
と
の
比
較
研
究
等
を
通
し
､
さ
ら
に
追

究
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡

(-
)
原
文
に
つ
い
て
は

A
u
g
u
ste
C
om
te.P
hitos
op
hie
d
e
s
scie
n
ces
.G

a
llim
a
r
d
,)996.p
.235
を
参
照
し
た
.
邦
訳
版
と
し
て
､
清
水
幾
太
郎
編
訳

『
コ
ン

5 4 3 29 8 7 6

95

-
'
ス
ペ
ン
サ
ー
』
(世
界
の
名
著
三
六
巻
)
中
央
公
論
社
､

一
九
七

〇
年
四
七
頁
以

下
が
あ
る
｡

ib
id
.,p
.235
･2
50.

ib
id
"p
1272
･27
3
.

ibid

.,p.
27
8
et
s.以
上
に
つ
き
､
清
水
幾
太
郎

｢
コ
ン
-
と
ス
ペ
ン
サ
ー
｣
(前
掲
註
-
『
コ
ン
-
､
ス
ペ
ン
サ
ー
』
所
収
)

1
六
頁
以
下
を
参
照
.

M
au
rice
H
a
u
rio
u,L
'alte
rn
an
ce
d
e
s
m
o
y
e
n
･a
ges
et
d
e
s
renaissa
n
ces
e
t
se
s
co
n
s
b
q
u
en
ces
s
ociales,Re
v
ue
d
e
m
e
taph
ysiq
u
e
e
t
d
e

m
orale,)8
9
4
.p
.527･549

M
au
ric
e
H
a
u
riou
,L
a
sc
ien
ce
sociate
tra
dition
n
etle,18
9
6

H
au
ri
ou.L
'a
ltb
rn
an
ce
.,p
1527･528.

ib
i
d..p
.528
-5
2
9

.

オ
ー
リ
ウ
は

後
年
に
著
し
た

『行
政
法
精
義

第
三
版
』
の
冒
頭
､
｢国
家
論
｣
な
か
で
'
三
つ
の
社
会
に
つ
い
て
論
じ
､
こ
れ
ら
社
会

へ
の
人
民
の
帰

属
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
三
つ
の
社
会
の
構
成
員
は
､
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
属
し
､
三
つ
の
社
会
は
各
々
仝
-
分
離
独
立
の



96神奈川法学第40巻第2号 2007年

(
12
)

(
13
)

(14
)

(15
)

(
16
)

(
17
)

(18
)

(
19
)

(
20

)

(
21
)

(
22
)

(23
)

(439)

制
度
を
所
有
す
る
わ
け
で
な
い
と
す
る
｡
例
え
ば
､
宗
教
的
社
会
と
国
家
的
社
会
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
制
度
を
持
つ
も
の
の
'
実
証
的
社
会
は
､
国
家
的
､

宗
教
的
制
度
で
も
あ
る
｡
本
質
的
に
は
実
証
的
社
会
で
あ
る
家
族
の
制
度
は
'
婚
姻
や
離
婚
の
制
度
等
の
面
で
は
国
家
的
な
そ
れ
で
あ
り
'
司
祭
が
結
婚

を
司
式
し
夫
婦
に
義
務
を
課
す
と
す
る

(M
a
u
ric
e
H
auriou
,P
r
e
c
is
d
e
d
roit
ad
mi

n.istra
tif
et
d
e
d
roit
p
u
b
lic
g
t
n
t
rat,3
e
d
.,18
9
7
,p
.2
.)
.

H
au
rio
u
.L
'a
lt
e
r
n
an
ceJ
p
.52
9

制
度

理
論
を
は
じ

め
オ
ー
リ
ウ
の
法
理
論
の
な
か
に
は
'
オ
ー
リ
ウ
特
有
の

｢時
間
の
観
念
｣
が
伏
在
し
て
い
る
｡
本
文
中
に
見
ら
れ
る
思
考
は
'
そ

の
時
間
論
を
読
み
解
-
う
え
で
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
.
こ
の
点
に
つ
い
て
､
以
下
の
文
献
を
参
照
｡

Pier
re
H
e
b
ra
ud
.La
n

otion
d
e
tem
ps

da
n
s

l'a
u
v
r
e

du

D
o
y
e
n

M
a

u
rice
H
a
u

rio
u
in

Jo
u
rn
b
es
H
a
u
r
io
u
,p
.)8
2
.

H

a

u
r
iou
.o
p
.c
it
..p
.5
2
9
･5
30
.

ibid
"
p
.530
.

秀
村
欣
二
編

『西
洋
史
概
説

〔第
四
版
〕』
東
京
大
学
出
版
会
､

一
九
八
八
年
､

二
二
五
頁
参
照
｡

I･(a
u
rio
u
.op
.cit.,p
.53
0･5
3
).

ibid
"
p
.53
)･5
3
2
.

ib
id
.,p
.532･533
1

ib
id
.,p
15
33
1

ib
id
..p
15
33
･5

34
.

ibi
d

.,p
15
4
2
.

ib
id
.,p
15
36
･5
37
.

ib
id
..p
15
37･
5

38
.

L
eSo
n
s
s

ur
le
m
ouvem
ent
soc
i
al,P
aris,)899.オ
ー
リ
ウ
は
同
書
に
お
い
て
､
社
会
運
動
と
物
理
運
動
と
の
類
比
､
社
会
科
学
と
理
論
力
学

･
熱
力

学

と
の比
較

研
究

を
行
う
｡
オ
ー
リ
ウ

は

'
社
会
科
学
の
草
創
期
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た

｢類
比
｣
は
最
大
の
遺
産
で
あ
っ
た
と
し
た
う
え
で
'
生
物
学

の
分
析
を
行

っ
た
機
械
論
者
に
と
っ
て
は
､
社
会
は
活
き
活
き
と
し
た
有
機
体
に
匹
敵
す
る
も
の
と
し
て
映
り
､
他
方
自
由
論
に
傾
斜
し
た
者
は
､
論
理

学
と
法
学
の
類
比
を
発
見
す
る
こ
と
で
'
社
会
的
合
意
は
三
段
論
法
に
匹
敵
し
最
終
的
に
は
法
契
約
に
匹
敵
す
る
も
の
と
し
て
写
る
が
､
双
方
と
も
真
理

の

1
部
を
含
む
と
し
て
も
､
完
全
な
も
の
と
は
い
え
な
い
､
と
す
る
｡
そ
こ
で
オ
ー
リ
ウ
は
､
こ
れ
ら
二
つ
の
理
論
を
結
合
さ
せ
る
第
三
の
理
論
を
樹
立



(440)自治体と住民組織

一自治体法の基礎的研究-

35 34333231 30 2928 272625 24

す
べ
き
で
あ
る
と
し
'
｢科
学
的
類
比
｣
に
よ
る
検
討
は
､
か
か
る
第
三
の
理
論
を

一
層
強
固
に
す
る
と
主
張
す
る
｡
要
す
る
に
本
書
に
お
け
る
オ
ー
リ
ウ

の
目
的
は
､
科
学
的
類
比
を
通
し
た

｢機
械
論
｣
と

｢自
由
｣
と
の
調
整
で
あ
-
､
そ
の
手
段
と
し
て
熱
力
学
理
論
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

H
a
u
rio
u
,L
'a
ltt
rn
a
n
c
e
..p
15
3
8
.

ib
id
..p
15
3
4
･5
3
5
.

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
第

一
〇
章
二
七

(日
本
聖
書
協
会
'

一
九
八
〇
年
)
0

H
a
u
r

io
u
.o
p
.cit.,p
.5
3
9･5
4
0.

i
bid
.,p
154
0
･54
)
.

ibi
d

.,p15
4).

H
a
u
ri
o
u
,L
a
sc
ie
n
c
e
so
c
ia
Le
.,p12
5
4
1

H
a
u

rio
u
,L
.alte
rn
a
n
c
e
"
p
.5
4
5
･5
4
6
1

ib
id
.,p.54
6
･54
7
.

ibid.,p
.54
7
.

ibid
.,
p.54
7
.

A
n
dre
d
e
L
au
ba
d
a
re
,J
e
a
n
･C
la
u
d
e
V
e
n
e
zia
et
Y
ve
G
a
u
d
e
m
e
t,T
rait6
d
e
d
r
oit
a
d

m
in
istra
tif.t.),)
S
id
..L
.G
ID
J
,)9
9
9
,p
.365
et
s.
わ
が

国
の
論
説

で
フ
ラ
ン
ス
の
公
施
設
を
扱

っ
た
も
の
と
し
て
､
神
谷
昭

｢
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
L
'i

tabtis
sem
e
nt
pu
b
tic
の
制
度
に
つ
い
て
-
行
政
に
よ
る

役
務
管
理
の

一
態
様
の
考
察
-
｣
同

『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
研
究
』
有
斐
閣
､

一
九
六
五
年
､
二
八

一
頁
が
あ

る｡

な

お
､
公
施
設
に
関
す
る

一
般
的
解

説
と
し
て
､
山
口
俊
夫
編

『

フラ
ン
ス
法
辞
典
』
東
京
大
学
出
版
会
､
二
〇
〇
二
年
､
二

二

頁
が
参
考
に
な
る
｡
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(
36
)

H
a
urio
u
op
.°it.,p
.5
4
8
.

(
37
)

山
折
哲
雄

『さ
ま
よ
え
る
日
本
宗
教

〔第
五
版
〕
』
中
央
公
論
社
､
二
〇
〇
五
年
に
よ
れ
ば
､
神
仏
分
離
は
､
神
か
仏
の
ど
ち
ら
か
の
選
択
を
せ
ま
る
､

心
の
世
界
に
対
す
る
理
不
尽
な
強
制
で
あ
-
'
こ
れ
ま
で
日
本
の
民
の
な
か
に
あ

っ
た
神
仏
共
存
の
伝
統
的
観
念
が
'
西
欧
基
準
の

｢あ
れ
か
こ
れ
か
｣

の
二
者
択

一
の
理
念
に
と
っ
て
代
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
'
｢千
年
に
わ
た
る
日
本
列
島
人
の
信
仰
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら
覆
え
そ
う
と
す
る
､
上
か
ら

の
改
革
で
あ

っ
た
｣
と
し
て
い
る

(
1
0
〇

二

〇

1
頁
参
照
)
｡

(38
)
以
上
に
つ
き
､
山
折

･
同
右
書
九
九

二

〇
二
頁
参
照
｡
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(39
)

(40
)

(41
)

(42
)

(43
)

(44
)

(45
)

(46
)

(47
)

(胡
)

(49
)

(50
)

(
51
)

(441)

山
新

･
同
右
書

一
〇

1
頁
参
照
｡

中
田
薫

｢明
治
初
年
に
於
け
る
村
の
人
格
｣
国
家
学
会
雑
誌
四

一
巻

l
〇
号
～
二

言
Lh
'
同

『法
制
史
論
集
第
二
巻
』
岩
波
書
店
､

1
九
三
八
年
所
収
'

一
〇
八
〇
頁
-

一
〇
八
四
頁
参
照
.

中
田

(薫
)
･
同
右
書

一
〇
九
〇
頁
参
照
｡

中
田

(莱
)
･
同
右
書

l
〇
九
二
I

1
〇
九
四
頁
参
照
.

中
田

(義
)
･
同
右
書

l
〇
九
七
I

l
〇
九
八
頁
参
照
｡

中
田

(薫
)
･
同
右
書

一
一
〇
二
-

二

〇
四
頁
参
照
｡

H
au
r
io
u
,
La
s

c
ie
n
c
e
s
o
cial
e
"
p.22
8
.

自
治

大
学

校
研

究

部
監

･
地
方
自
治

研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
編

F戦
後
自
治
史
第

l
巻
』
文
生
書
院
､

一
九
七
七
年
､

l
頁
､
中
田

(実
)
『地
域
共
同
管

理
の
社
会
学
』
東
信
堂
､

一
九
九
三
年
､
五
九
頁
参
照
｡

以
上
に
つ
き
､
中
田

(実
)
･
同
右
書
五
九
-
六
〇
頁
参
照
｡

中
田

(実
)
･
同
右
書
六
〇
頁
参
照
.

中
田

(実
)
･
同
右
書
六

一
頁
参
照
｡

『戦
後
自
治
史
第

一
巻
』
(前
掲
)

一
頁
以
下
参
照
｡
な
お
､
中
田
実

･
同
右
書
六
二
頁
以
下
参
照
｡

中
田

(莱
)
･
同
右
書
六
九
頁
参
照
｡
戦
前

･
戟
後
を
通
し
た
地
域
住
民
組
織
の
変
容
過
程
に
つ
い
て
は
'
中
田
実
の
右
書
に
詳
し
い
｡
こ
れ
に
よ
る

と
､
終
戦
後
の
G
H
Q
に
よ
る
町
内
会

･
部
落
会
の
解
体
指
導
は
徹
底
し
て
お
-
､
罰
則
付
き
ポ
ツ
ダ
ム
政
令

一
五
号
を
も
っ
て
'
旧
町
内
会
等
の
役
職

員
は
以
後
四
年
の
間
､
同
地
区
で
同
種
の
仕
事
に
つ
け
な
い
こ
と
､
町
内
会
等
の
財
産
は
処
分
す
る
こ
と
､
官
公
吏
や
旧
町
内
会
等
の
役
員
が
こ
の
組
織

を
利
用
す
る
目
的
で
構
成
員
に
命
令
を
出
す
こ
と
等
の
禁
止
を
走
め
た
が
､
｢そ
の
実
効
は
あ
ま
-
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
ろ
う
｣
と
述
べ
る
｡

戦
争
に
よ
る
国
土
の
荒
廃
や
地
域
社
会
の
混
乱
の
な
か
､
住
民
が
地
域
生
活
を
守
-
戦
災
復
興
を
す
す
め
て
い
-
に
は
何
ら
か
の
住
民
組
織
が
不
可
欠
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
､
こ
の
組
織
自
体
の
存
在
は
避
け
ら
れ
ず
､
政
令
を
も
っ
て
し
て
も
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
し
て
い

る

(六
八
1
六
九
頁
参
照
).

中
田

(実
)
･
同
右
書
七
〇
頁
参
照
｡

兼
子
仁

『自
治
体

･
住
民
の
法
律
問
題

〔岩
波
新
書
赤
版
〕』
岩
波
書
店
､
二
〇
〇

一
年
､
二
三
-
二
四
頁
'
同

『自
治
体
行
政
法
入
門
』
北
樹
出
版
､
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二
〇
〇
六
年
､
二
九
-
三
〇
頁
を
参
照
｡
な
お
､
兼
子
教
授
は
こ
こ
で
､
｢
〓
疋
の
地
域
に
は
､
歴
史
と
自
然
条
件
に
刻
印
さ
れ
た
社
会
､
経
済
､
政
治
､

文
化
の
そ
れ
な
り
に
独
自
の
営
み
が
あ
る
｡
こ
の
地
域
的
個
性
こ
そ
､
中
央

(国
)
か
ら
の
統
治
に
還
元
し
っ
-
せ
な
い
自
主
的
な
決
定
権
を
も
つ

『地

方
政
府
』
の
存
在
理
由
で
あ
る
｡｣
と
す
る
大
森
珊
教
授
の
指
摘

(大
森
禰

r自
治
体
行
政
学
入
門
』
良
書
普
及
会
､

一
九
八
七
年
'
八
頁
参
照
)
を
引

用
さ
れ
て
い
る
｡

兼
子
仁

･
村
上
順

『地
方
分
権
』
弘
文
堂
､

一
九
九
五
年
'
九
四
1
九
九
頁
参
照
0

兼
子

F自
治
体

･
住
民
の
法
律
問
題
』
三
八
頁
参
照
｡

中
田
薫
教
授
は
昭
和
二
三
年
の
論
稿
の
な
か
で
'
戦
後
地
方
自
治
法
の
制
定
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
日
-
､
こ
の
新
法
が
選
挙
参
与
権

の
み
な
ら
ず
'
直
接
請
求
権
を
村
民
に
付
与
し
た
結
果
'
｢村
民
の
村
自
治
に
対
す
る
参
与
の
範
囲
は
､
従
前
に
比
し
て
飛
躍
的
に
拡
大
さ
れ
'
村
民
の
総

意
が
村
政
の
上
に
反
映
さ
る
､
度
合
は
躍
進
的
に
強
化
さ
れ
た
｡｣
そ
れ
に
よ
っ
て

｢今
後
村
と
村
民
と
の
利
害
関
係
は
従
前
よ
-
も

一
層
緊
密
と
な
り
､

両
者
の
交
渉
は

1
層
親
密
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
も
し
も
将
来
に
於
て
此
種
の
参
政
権
が
益
々
増
加
し
､
例
え
ば
右
直
接
請
求
権
行
使
に
関
す
る
村
内
小
部

落
単
位
の
選
挙
民
総
会

(当
時
の
町
内
会
の
如
き
)
を
設
置
す
る
が
如
き
新
制
度
が
実
施
さ
れ
'
村
と
村
民
と
の
政
治
的
法
律
的
関
係
が

1
層
緊
密
の
度

を
加
え
て
己
ま
な
か
っ
た
な
ら
ば
､
そ
の
結
果
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
｡
単

一
体
た
る
村
と
複
多
体
た
る
村
民
と
は
､
独
-
政
治
面
に
於
て
の
み
な
ら
ず

法
律
面
に
於
い
て
も
'
二
に
し
て
l
'

1
に
し
て
こ
と
云
う
不
即
不
離
の
不
可
分
的
関
係
に
ま
で
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
.
こ
れ
こ
そ
徳
川
時
代
以
来
明
治

二
〇
年
ま
で
数
百
年
間
存
続
し
た
複
多
的
単

一
体
と
し
て
の
村
制
へ
の
'
実
質
的
復
帰
で
は
あ
る
ま
い
か
､
非
か
｡｣
(中
田
薫

『村
及
び
入
会
の
研
究
』

岩
波
書
店
､

一
九
四
九
年
'

一
四
-

一
五
頁
参
照
)
と
｡

現
在
の
自
治
体
に
お
け
る
諸
状
況
を
考
慮
す
る
と
､
自
治
体
と
住
民

(な
い
し
住
民
組
織
)
と
の
政
治
的

･
法
律
的
関
係
は
'
確
か
に
緊
密
の
度
を
増

し
て
お
-
､
両
者
の
間
に
は
不
即
不
離
の
不
可
分
的
関
係
の
実
体
が
見
出
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
｡
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