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は
じ
め
に

ジ
ャ
ン
＝
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ム
ニ
エ
（Jean-Joseph

M
O

U
N

IE
R

,
1758 -1806

）
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
初
期
に
第
三
身
分
選
出
議
員
の
な

か
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
。
革
命
の
前
年
の
一
七
八
八
年
、
高
等
法
院
の
権
限
を
大
幅
に
縮
小
し
よ
う

と
す
る
ラ
モ
ワ
ニ
ョ
ン
の
改
革
に
た
い
し
て
起
こ
っ
た
各
地
で
の
抵
抗
運
動
の
中
で
、
ド
フ
ィ
ネ
の
運
動
の
中
心
人
物
と
し
て
名
を
馳
せ

た
。
そ
し
て
、
一
七
八
九
年
に
開
催
さ
れ
た
三
部
会
で
も
、
冒
頭
か
ら
身
分
毎
の
資
格
確
認
手
続
に
抵
抗
す
る
第
三
身
分
の
中
で
、
実
践

的
に
も
理
論
的
に
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
。
そ
の
後
、
国
民
議
会
が
成
立
し
て
か
ら
も
憲
法
委
員
会
の
中
心
と
し
て
議
論
を
リ
ー

ド
し
て
い
た
ム
ニ
エ
の
考
え
方
は
、
し
か
し
、
次
第
に
議
会
の
主
流
か
ら
は
な
れ
て
ゆ
き
、
一
七
八
九
年
一
〇
月
五
日
―
六
日
の
ヴ
ェ
ル

ジ
ャ
ン
＝
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ム
ニ
エ
の
憲
法
論

波
多
野
　
　
　
敏

目
　
次

は
じ
め
に

第
一
章
　
三
部
会
の
歴
史
と
憲
法
の
不
在

第
二
章
　
憲
法
制
定
の
手
続

第
三
章
　
国
民
・
国
王
・
代
表

む
す
び

003　波多野先生　縦  14.3.17 0:54 PM  ページ 23



広島法学　37 巻１号（2013 年）－24

サ
イ
ユ
行
進
と
い
う
民
衆
の
実
力
行
使
を
見
た
ム
ニ
エ
は
、
八
日
に
議
員
を
辞
職
し
て
ド
フ
ィ
ネ
に
戻
っ
て
し
ま
う
。

ム
ニ
エ
は
、
革
命
初
期
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
議
会
に
お
け
る
報
告
や
発
言
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
研

究
で
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る（

１
）

。
例
え
ば
七
月
九
日
の
憲
法
委
員
会
の
代
表
と
し
て
ム
ニ
エ
が
行
っ
て
い
る
報
告
な
ど
か
ら
ム
ニ
エ
の
考

え
方
を
検
討
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
し
、
実
際
ム
ニ
エ
の
憲
法
論
と
し
て
こ
の
報
告
は
し
ば
し
ば
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
議
会
で
の
報
告
・
発
言
は
、
憲
法
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
発
言
で
あ
り
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
ム
ニ
エ
の
考
え
方
が
示
さ
れ

て
い
る
も
の
と
は
考
え
な
い
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
ム
ニ
エ
は
議
会
で
の
発
言
と
は
別
に
、
よ
り
体
系
的
な
考
え
方
を
そ
の
著
作

に
お
い
て
示
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
議
会
の
発
言
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
の
主
要
な
二
つ
の
著
作
一
七
八
九
年
二
月
に
出
版
さ
れ
た
『
フ

ラ
ン
ス
三
部
会
に
つ
い
て
の
新
た
な
考
察
』
お
よ
び
八
月
に
出
版
さ
れ
た
『
統
治
機
構
に
つ
い
て
の
考
察
』
に
注
目
し
て
、
ム
ニ
エ
の
憲

法
論
を
整
理
し
た
い（

２
）

。

ム
ニ
エ
の
憲
法
論
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伝
統
主
義
的
・
契
約
論
的
性
格
が
指
摘
さ
れ
る
一
方
で
、
す
べ
て
の
権
威
が
国
民
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
り
、
真
の
王
政
は
法
の
支
配
の
も
と
に
あ
る
王
政
で
あ
る
と
い
う
の
も
ま
た
そ
の
中
心
的
な
考
え
方
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
前
者
と
後
者
は
や
や
矛
盾
す
る
側
面
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

３
）

。
し
か
し
、
伝
統
主
義
的
性
格
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
ム
ニ
エ
は
、
革
命
初
期
に
歴
史
的
経
過
を
根
拠
と
し
て
三
部
会
の
手
続
き
を
正
当
化
し
、
既
存
の
憲
法
の
存
在
を
主
張
す

る
よ
う
な
第
二
身
分
の
議
論
に
対
抗
し
て
、
新
し
い
憲
法
の
制
定
を
求
め
て
お
り
、
単
純
に
伝
統
を
墨
守
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
契
約
論
的
性
格
と
し
て
国
王
と
国
民
と
の
契
約
と
い
う
面
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
王
政
派
の
中
心
人
物
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
ム
ニ
エ
は
、
実
は
憲
法
制
定
に
つ
い
て
は
国
王
の
拒
否
権
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
う
し
た
ム
ニ
エ
の
伝
統
主
義
的
、
契
約
的
と
い
わ
れ
る
憲
法
論
を
、
そ
の
著
作
に
即
し
て
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
議
会
に
対

す
る
国
王
の
絶
対
的
拒
否
権
を
主
張
し
た
王
政
派
の
中
心
人
物
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
ム
ニ
エ
の
憲
法
論
の
広
が
り
を
見
て
み
た
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い
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。

第
一
章
　
三
部
会
の
歴
史
と
憲
法
の
不
在

ム
ニ
エ
は
、『
フ
ラ
ン
ス
三
部
会
に
関
す
る
新
た
な
考
察

（
４
）

』
で
、
フ
ラ
ン
ス
三
部
会
の
歴
史
を
た
ど
り
、
そ
の
な
か
で
三
部
会
の
審
議

方
法
に
着
目
し
な
が
ら
憲
法
の
有
無
に
つ
い
て
論
じ
て
ゆ
く
。
ム
ニ
エ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
直
前
の
第
三
身
分
の
主
張
を
共
有
し
て
お
り
、

来
る
べ
き
三
部
会
で
は
三
身
分
合
同
で
審
議
を
行
い
、
代
表
一
人
一
票
で
議
決
を
す
べ
し
と
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
考
え
方

を
正
当
化
す
る
た
め
に
三
部
会
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
つ
か
ら
身
分
毎
の
審
議
お
よ
び
議
決
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
か
を
探
り
つ
つ
、
そ
れ
が
憲
法
と
い
え
る
よ
う
な
規
範
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
ゆ
く
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
点

で
は
書
名
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ム
ニ
エ
は
一
応
既
存
の
三
部
会
の
手
続
を
念
頭
に
議
論
し
て
い
る
。

ム
ニ
エ
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
憲
法
と
い
え
る
よ
う
な
確
か
な
規
範
は
な
く
、
ま
た
三
部
会
の
審
議
手
続
も
定
ま
っ
た
も
の
は
な
い
と
捉

え
、
中
世
以
来
の
三
部
会
で
は
、
身
分
毎
の
審
議
で
は
な
く
、
三
身
分
合
同
で
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の

方
が
三
部
会
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
結
論
を
正
当
化
す
る
た
め
に
詳
細
に
歴
史
的

事
実
を
検
討
し
て
ゆ
く
の
が
本
書
で
あ
る
。
以
下
、
特
に
三
部
会
の
審
議
手
続
に
つ
い
て
ム
ニ
エ
が
ど
の
よ
う
に
整
理
し
、
そ
れ
と
憲
法

と
の
関
係
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
、
こ
の
ム
ニ
エ
の
書
物
を
検
討
し
て
い
く
。

ム
ニ
エ
は
、
ゲ
ル
マ
ン
の
森
か
ら
議
論
を
起
こ
し
て
ゆ
く
が
、
初
期
の
国
民
集
会
は
必
ず
し
も
三
部
会
と
は
直
接
関
係
し
な
い
。
フ
ラ

ン
ス
で
初
め
て
三
部
会
が
開
催
さ
れ
る
の
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
・
ベ
ル
の
統
治
下
の
一
三
〇
二
年
四
月
の
三
部
会
で
あ
る
が
、
こ
れ
以

降
の
三
部
会
の
形
式
を
分
析
す
る
ム
ニ
エ
の
眼
目
は
「
一
六
世
紀
以
前
は
、
三
つ
の
身
分
は
合
同
で
審
議
し
、
た
だ
一
つ
の
団
体
を
構
成
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し
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る

（
５
）

。
ム
ニ
エ
の
歴
史
的
な
分
析
は
、
身
分
毎
の
審
議
と
い
う
形
は
一
六
世
紀
以
降
の
三

部
会
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
三
部
会
の
起
源
に
遡
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
、
三
部
会
は
身
分
毎
に
別
れ
て
審
議

し
、
身
分
毎
に
議
決
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
根
拠
を
崩
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
、
そ
の
う
え
で
来
る
べ
き
三
部
会
で
は

三
身
分
合
同
で
審
議
し
、
代
表
一
人
一
票
で
議
決
す
べ
し
と
い
う
第
三
身
分
の
主
張
を
裏
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

最
初
の
三
部
会
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
・
ベ
ル
が
ロ
ー
マ
法
王
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
八
世
の
圧
力
に
対
し
て
、
結
束
し
て
対
抗
し
て
ゆ

く
た
め
に
招
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
、
こ
の
三
部
会
で
は
、
聖
職
者
だ
け
が
別
に
審
議
し
、
貴
族
と
第
三
身
分
は
合
同
で
審

議
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
翌
年
に
開
か
れ
た
三
部
会
で
は
、
フ
ラ
ン
ド
ル
戦
争
の
た
め
の
資
金
提
供
を
申
し
出
て
い
る
。
こ
の
資
金

提
供
は
自
由
を
保
護
す
る
た
め
の
憲
章
を
得
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
が
、
貴
族
が
国
王
か
ら
大
き
な
特
権
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
第
三

身
分
と
連
携
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
、
各
地
方
の
慣
習
、
特
権
に
非
常
に
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
が
原
因
で
、

「
憲
法
の
成
立
」
は
な
ら
な
か
っ
た
と
ム
ニ
エ
は
言
う（

６
）

。

そ
の
後
の
、
ル
イ
・
ユ
タ
ン
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
・
ロ
ン
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ド
・
ヴ
ァ
ロ
ワ
の
時
期
の
三
部
会
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ

う
な
形
式
で
開
か
れ
た
か
の
記
録
は
な
く
、
十
分
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
と
す
る（

７
）

、
さ
ら
に
次
の
ジ
ャ
ン
二
世
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
議

会
の
構
成
に
つ
い
て
も
審
議
方
法
に
つ
い
て
も
、
明
確
な
ル
ー
ル
は
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
な
が
ら
も（

８
）

、
し
か
し
、
一
三
五
五
年
一
二

月
二
八
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
引
用
し
つ
つ
、
諸
身
分
が
集
ま
り
、
合
同
で
審
議
し
た
と
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
決
定
の

性
質
を
検
討
す
れ
ば
、
合
同
で
審
議
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
、
こ
の
時
期
の
三
部
会
も
必
ず
し
も
身
分
毎
に
審
議
決
定
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す
る

（
９
）

。
一
三
五
六
年
の
三
部
会
で
も
三
身
分
が
合
同
で
審
議
し
て
い
た
と
ム
ニ
エ
は
推
測
し
て
い
る

（
10
）

。

さ
ら
に
、
シ
ャ
ル
ル
五
世
の
下
で
一
三
六
九
年
に
開
催
さ
れ
た
三
部
会
に
つ
い
て
も
、
三
身
分
「
全
体
が
一
つ
の
合
意
に
達
し
た
」
こ
と

を
強
調
す
る（

11
）

。
一
五
世
紀
に
な
っ
て
、
シ
ャ
ル
ル
六
世
下
の
一
四
一
二
年
の
三
部
会
で
も
、「
一
つ
の
意
思
」
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
、
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三
つ
の
身
分
合
同
で
一
つ
の
意
思
を
形
成
し
た
と
い
う
こ
と
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る

（
12
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
ム
ニ
エ
は
、
こ
の
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
三
部
会
に
つ
い
て
、
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
や
年
代
記
な
ど

の
資
料
を
引
用
し
な
が
ら
、
明
確
な
形
で
は
断
定
で
き
な
い
も
の
の
、
三
部
会
は
身
分
毎
に
審
議
・
議
決
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
全
体

と
し
て
一
つ
の
意
思
決
定
を
行
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ム
ニ
エ
は
、
一
四
六
七
年

の
三
部
会
に
関
し
て
は
、
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
の
儀
典
書
に
基
づ
い
て
、
よ
り
明
確
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、「
注
目
す
べ
き
最

も
重
要
な
点
は
、
三
つ
の
身
分
が
合
同
で
審
議
し
、
常
に
統
合
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
、
は
っ
き
り
と
述
べ（

13
）

、
三
身
分
合

同
で
の
審
議
・
決
定
と
い
う
手
続
が
、
こ
の
三
部
会
に
関
し
て
は
、
資
料
に
基
づ
い
て
明
確
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ム
ニ
エ
が
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
し
て
注
目
す
る
の
は
、
一
四
八
四
年
の
シ
ャ
ル
ル
八
世
の
下
で
の
三
部
会
で
あ
る
。
ム

ニ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
三
部
会
で
は
、
国
王
の
名
で
、
す
べ
て
の
バ
イ
イ
と
セ
ネ
シ
ャ
ル
に
、
当
該
地
区
の
三
身
分
が
集
ま
っ
て
代
議
員

を
選
ぶ
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
手
続
は
相
当
以
前
か
ら
慣
習
的
に
定
ま
っ
た
や
り
方
で
あ
る
が
、
代
議
員
の
数
に
つ
い
て
は
明
確
な
ル

ー
ル
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る（

14
）

。
他
方
、
審
議
方
法
に
つ
い
て
は
、
三
部
会
が
開
催
さ
れ
る
た
び
毎
に
、
三
部
会
の
秩
序
を
維
持

し
、
容
易
に
賛
同
を
得
る
た
め
に
必
要
な
手
続
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
三
部
会
で
は
議
員
は
六
つ
の
部
会
に
別
れ
て

審
議
し
、
身
分
毎
に
は
別
れ
て
は
い
な
い
、
と
ム
ニ
エ
は
言
う（

15
）

。
ム
ニ
エ
は
こ
の
三
部
会
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
手
続
あ
ら
ゆ
る
決
定
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
最
初
の
三
部
会
で
あ
り
、
こ
の
三
部
会
で
取
ら
れ
た
手
続
の
大
半
は
、
大
原
則
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
お
り
、
今
日
で

も
従
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
う（

16
）

。「
も
し
人
が
団
体
の
精
神
や
、
他
の
個
別
利
害
に
よ
っ
て
眼
を
曇
ら
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

一
四
八
三
年
と
一
六
一
四
年
の
三
部
会
の
形
式
を
細
か
く
比
べ
て
も
、
前
者
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
躊
躇
無
く
言
え
る
」
と

述
べ

（
17
）

、
一
七
八
九
年
の
三
部
会
も
ま
た
こ
の
一
四
八
四
年
の
三
部
会
の
手
続
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る

（
18
）

。
し
か
し
、
こ
の
三
部
会
が
、

一
つ
の
モ
デ
ル
と
な
る
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
時
点
で
は
憲
法
は
成
立
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
ム
ニ
エ
の
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確
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
、
一
章
を
さ
い
て
、
こ
の
三
部
会
が
「
憲
法
を
制
定
で
き
な
か
っ
た
理
由
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る（
19
）

。以
上
の
よ
う
に
、
ム
ニ
エ
は
、
一
五
世
紀
ま
で
の
三
部
会
に
つ
い
て
は
、
審
議
・
決
定
は
三
身
分
が
別
れ
て
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
基
本
的
に
は
合
同
で
一
つ
の
決
定
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
、
こ
れ
が
三
部
会
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、
こ

れ
が
憲
法
と
し
て
定
め
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
が
ま
た
こ
の
後
の
手
続
の
混
乱
を
も
た

ら
し
、
最
終
的
に
は
専
制
を
招
き
自
由
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
一
四
八
四
年
の
三
部
会
の
あ

と
、
重
要
な
も
の
と
し
て
ム
ニ
エ
が
論
じ
る
の
は
一
五
六
〇
年
の
オ
ル
レ
ア
ン
の
三
部
会
で
あ
る
。
し
か
し
、
オ
ル
レ
ア
ン
の
三
部
会
以

降
、
身
分
毎
の
審
議
・
決
定
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
る
ム
ニ
エ
は
、
こ
れ
以
降
の
三
部
会
の
手
続
の
あ
り
方
を
批
判
し
、
こ
れ
は
従

う
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

オ
ル
レ
ア
ン
の
三
部
会
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
集
会
に
つ
い
て
、
ム
ニ
エ
は
、「
そ
の
手
続
は
ま
っ
た
く
間
違
っ
て
い
た
」
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
不
幸
な
こ
と
に
そ
の
後
の
ブ
ロ
ワ
や
パ
リ
の
三
部
会
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
り
、
こ
の
オ
ル
レ
ア
ン
の
三

部
会
も
、
そ
の
後
の
ブ
ロ
ワ
や
パ
リ
の
三
部
会
も
三
部
会
の
名
に
値
し
な
い
と
言
う
。
ム
ニ
エ
に
と
っ
て
は
、
オ
ル
レ
ア
ン
の
集
会
は
、

無
政
府
状
態
で
三
身
分
が
別
れ
た
忌
む
べ
き
結
果
し
か
見
い
だ
せ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
原
則
が
忘
却
さ
れ
、
王
権
の
威
厳
も
国
民
の
威
厳
も
同

じ
よ
う
に
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（

20
）

。
こ
の
時
期
の
宗
教
戦
争
の
厳
し
い
対
立
は
三
部
会
の
手
続
に
も
影
響
し
、
そ
れ
が
身
分

毎
の
審
議
や
決
定
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
原
則
と
は
異
な
っ
た
手
続
を
取
ら
せ
た
要
因
で
あ
る
。
こ
う
し
た
無
政
府
状
態
の
中
で
開
か
れ

た
変
則
的
な
三
部
会
の
手
続
は
、
本
来
は
そ
の
後
の
三
部
会
の
モ
デ
ル
と
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の
な
の
だ（

21
）

。

オ
ル
レ
ア
ン
の
三
部
会
で
は
、
代
表
た
ち
は
個
別
の
利
益
に
と
ら
わ
れ
て
、
公
共
善
を
忘
れ
、
こ
れ
ま
で
の
ル
ー
ル
や
古
く
か
ら
の
慣

習
を
無
視
し
た
。
自
分
た
ち
の
わ
が
ま
ま
だ
け
に
と
ら
わ
れ
、
全
体
の
意
見
の
た
め
に
個
々
の
考
え
を
譲
歩
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
せ
ず
、
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身
分
毎
に
別
れ
た
だ
け
で
な
く
、
身
分
の
中
で
も
党
派
を
作
り
、
身
分
毎
の
陳
情
書
す
ら
で
き
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
党
派
が
そ
れ
ぞ
れ
の
陳

情
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
三
部
会
の
名
に
値
し
な
い
と
ム
ニ
エ
は
言
う
。

三
部
会
と
い
う
も
の
は
王
国
の
三
身
分
の
代
表
が
集
ま
っ
た
も
の
を
言
う
。
も
し
身
分
毎
に
別
れ
、
共
通
の
一
つ
の
決
定
を
す
る
た
め
に
連
絡

を
取
り
合
っ
て
審
議
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
集
会
を
三
部
会
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
が
、
別
の

時
期
に
別
の
離
れ
た
場
所
に
集
ま
っ
て
い
る
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
、
聖
職
者
や
貴
族
・
第
三
身
分
の
個
別
の
集
会
が

行
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
し
た
が
っ
て
オ
ル
レ
ア
ン
の
集
会
や
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
を
三
部
会
と
呼
ぶ
こ
と
は

拒
否
す
る （

22
）

。

ム
ニ
エ
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
党
派
が
全
体
を
考
慮
せ
ず
に
個
別
利
害
だ
け
を
主
張
し
、
党
派
的
な
意
見
し
か
表
明
し
て
い
な
い

よ
う
な
集
会
は
三
部
会
の
名
に
値
し
な
い
。
三
部
会
は
、
最
終
的
に
は
全
体
の
利
益
を
考
え
、
全
体
で
一
つ
の
決
定
を
行
う
べ
き
も
の
な

の
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
、
こ
の
三
部
会
の
展
開
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
つ
つ
、
身
分
毎
の
審
議
・
決
定
が
い
か
に
誤
っ
た
決
定
に
つ
な

が
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
、
手
続
的
に
も
実
質
的
に
も
、
こ
う
し
た
や
り
方
の
弊
害
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
ム
ニ
エ
は
、
一
五
七
六
年
の
ブ
ロ
ワ
の
三
部
会
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、「
身
分
の
分
離
は
、
一
つ
の
国
民
代
表
の
中
に
対
立

を
生
み
出
す
。
同
胞
市
民
が
互
い
に
持
つ
べ
き
愛
情
を
弱
め
、
必
然
的
に
愛
国
心
を
弱
ら
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ロ
ワ
の
集
会
の
メ
ン

バ
ー
が
十
分
に
公
共
善
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
な
く
、
国
王
や
国
家
の
必
要
に
つ
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
拒
否
し
た
の
は
、

そ
れ
ほ
ど
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
」
と
言
う（

23
）

。
身
分
毎
の
審
議
・
決
定
と
い
う
手
続
が
、
結
局
、
国
が
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
へ
の
感

性
を
麻
痺
さ
せ
、
全
体
の
利
益
を
見
失
わ
せ
、
個
々
の
利
益
し
か
追
求
し
な
い
と
い
う
結
果
を
ま
ね
く
の
で
あ
る
。
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ま
た
一
般
的
に
三
部
会
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
一
五
八
八
年
、
一
五
九
三
年
の
三
部
会
に
つ
い
て
も
、
ム
ニ
エ
は
三
部
会
の
名
に
値
し

な
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る（

24
）

。
そ
し
て
、
一
六
一
四
年
の
三
部
会
に
つ
い
て
も
、「
い
わ
ゆ
るprétendu

」
と
い
う
形
容
詞
を
つ
け
て
議

論
し
、
こ
の
「
三
部
会
」
も
「
オ
ル
レ
ア
ン
や
ブ
ロ
ワ
で
従
わ
れ
た
の
と
同
じ
手
続
的
な
欠
陥
と
疑
わ
し
さ
を
持
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る

し
、
さ
ら
に
こ
の
手
続
的
な
問
題
は
よ
り
重
大
に
な
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
一
六
一
四
年
の
「
三
部
会
」
で
は
、
個
別
利
害
は
ま
す
ま

す
露
骨
に
な
り
、
身
分
毎
に
別
れ
る
手
続
が
間
違
っ
た
妄
想
に
駆
ら
れ
た
主
張
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
無
く
な
っ
て

し
ま
い
、
問
題
は
よ
り
深
刻
に
な
っ
て
い
る
と
ム
ニ
エ
は
言
う（

25
）

。

こ
の
「
三
部
会
」
の
経
過
に
つ
い
て
も
、
ム
ニ
エ
は
こ
れ
を
詳
細
に
検
討
し
、
こ
こ
で
は
、「
各
身
分
が
、
部
長
と
事
務
局
長
を
選
び
、

各
議
員
は
決
議
に
つ
い
て
秘
密
を
守
る
こ
と
を
誓
っ
た
」
と
し
て（

26
）

、
公
的
な
問
題
を
議
論
す
る
の
に
言
う
べ
き
こ
と
を
公
に
で
き
な
い
こ

と
の
ば
か
ば
か
し
さ
を
強
調
す
る
。
こ
う
し
た
審
議
方
法
を
改
善
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
「
オ
ル
レ
ア

ン
以
来
、
個
別
的
な
主
張
の
た
め
に
、
一
つ
の
団
体
を
作
り
、
同
じ
原
則
を
採
択
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
た
」
と（

27
）

、
各
身
分
、
各
団
体
の

個
別
利
益
の
追
求
が
、
全
体
で
の
議
論
を
妨
げ
、
全
体
の
利
益
を
考
え
る
こ
と
を
妨
げ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
主
張
を
繰
り
返
し
て
い

る
。「
お
互
い
の
意
見
に
不
満
が
あ
る
と
き
に
は
、
諸
身
分
は
別
々
の
団
体
を
作
り
、
簡
単
に
全
体
利
益
を
忘
れ
、
政
府
の
お
墨
付
き
の

下
、
自
分
た
ち
の
意
見
を
貫
く
た
め
の
方
法
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
、
ム
ニ
エ
は
論
じ
て
い
る（

28
）

。

こ
の
よ
う
に
、
三
部
会
の
歴
史
を
子
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ム
ニ
エ
は
一
五
世
紀
ま
で
の
三
部
会
で
は
身
分
毎
に
別
れ
た
審

議
・
決
定
の
手
続
は
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
、
一
五
世
紀
ま
で
の
手
続
が
本
来
的
に
三
部
会
の
従
う
べ
き
手
続
で

あ
る
と
主
張
す
る
。
身
分
毎
の
審
議
・
決
定
と
い
う
手
続
は
一
六
世
紀
の
宗
教
戦
争
の
混
乱
の
中
で
始
め
ら
れ
た
や
り
か
た
で
あ
り
、
こ

れ
に
従
う
べ
き
根
拠
は
な
い
ば
か
り
か
、
身
分
毎
の
審
議
・
決
定
と
い
う
手
続
の
た
め
に
、
各
団
体
が
全
体
の
利
益
を
考
え
ず
、
個
別
利

害
を
い
た
ず
ら
に
主
張
す
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
、
結
局
国
家
と
し
て
の
統
一
的
な
決
定
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
ム
ニ
エ
は
言
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う
。
こ
う
し
た
ム
ニ
エ
の
主
張
は
、
客
観
的
な
歴
史
研
究
と
い
う
よ
り
は
、
革
命
前
の
第
三
身
分
の
主
張
を
裏
付
け
る
た
め
の
政
治
的
な

目
的
を
持
っ
た
議
論
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
歴
史
的
な
資
料
を
再
構
成
し
つ
つ
主
張
を
裏
付
け
て
ゆ
く
手
法
は
一
定
の
説
得
力
を
持
っ

て
は
い
る
。

一
方
、
三
部
会
の
手
続
の
あ
る
べ
き
姿
は
、
明
確
に
憲
法
と
い
う
よ
う
な
形
で
は
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
ま
た
ム

ニ
エ
の
主
張
の
一
つ
の
核
心
で
も
あ
る
。
一
四
―
一
五
世
紀
に
重
要
な
三
部
会
が
あ
り
、
こ
う
し
た
三
部
会
の
開
催
の
際
に
あ
る
べ
き
手

続
を
憲
法
と
し
て
定
め
る
機
会
は
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の
よ
う
な
形
で
、
一
定
の
権
利
義
務
が
成

文
化
さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
が
憲
法
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
つ
い
に
こ
う
し
た
文
書
は
作
成
さ
れ
ず
、
こ
れ
が
一

六
世
紀
以
降
の
三
部
会
が
混
乱
す
る
原
因
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
革
命
直
前
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
憲
法
観
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

ム
ニ
エ
の
主
張
は
、
憲
法
は
い
ま
だ
存
在
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
来
る
べ
き
三
部
会
で
定
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
の
際
に
身
分

毎
の
審
議
な
ど
一
六
世
紀
以
降
の
三
部
会
で
取
ら
れ
た
手
続
に
従
う
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
六
一
四
年
の
三
部
会
の
経
過
を
詳
細
に
論
じ
た
あ
と
、
ム
ニ
エ
は
、
そ
の
手
続
の
問
題
点
は
十
分
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
三
部

会
の
手
続
を
定
め
る
法
律
も
慣
習
も
な
い
の
で
、
国
民
代
表
を
一
六
一
四
年
の
手
続
に
従
わ
せ
る
合
理
的
理
由
は
一
切
無
い
と
言
う
。

い
か
な
る
法
律
も
い
か
な
る
約
定
も
、
今
日
ま
で
三
部
会
の
手
続
を
定
め
て
い
な
い
。
慣
習
も
一
貫
し
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
慣
習
は
、
逆
の

慣
習
に
よ
っ
て
相
互
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
一
方
に
理
性
的
な
慣
習
が
あ
り
、
他
方
に
ば
か
げ
た
危
険
な
慣
習
が
あ
る
な
ら
、
選
択
す

べ
き
も
の
を
決
定
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

三
部
会
の
手
続
は
一
貫
し
て
い
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
一
五
六
〇
年
ま
で
は
国
王
に
対
し
て
三
身
分
は
協
働
の
審
議
結
果
を
提
出
し
て
い
た
。

一
五
六
〇
年
の
頃
の
対
立
が
、
も
っ
と
も
忌
む
べ
き
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
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オ
ル
レ
ア
ン
の
集
会
と
そ
の
後
の
集
会
は
、
諸
身
分
が
常
に
別
れ
て
い
る
。
も
は
や
国
民
的
な
審
議
は
行
わ
れ
ず
、
あ
る
の
は
各
身
分
の
陳

情
・
請
願
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
ま
っ
た
く
反
対
の
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
政
府
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
ら
の
意
向
を
表
明
す
る
。

諸
身
分
が
協
力
し
て
行
動
す
る
こ
と
は
な
く
、
同
じ
時
に
招
集
さ
れ
て
も
、
互
い
に
の
の
し
り
あ
い
、
反
対
し
合
い
、
互
い
に
傷
つ
け
あ
お
う

と
し
、
権
力
に
従
い
、
そ
の
歓
心
を
か
お
う
と
お
も
ね
る
ば
か
り
で
あ
る （

29
）

。

そ
し
て
、
来
る
べ
き
三
部
会
で
は
憲
法
が
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
憲
法
を
持
っ
て
い
な
い
。
君
主
と
臣
民
の
幸
福

の
た
め
に
憲
法
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
ム
ニ
エ
は
、
憲
法
の
定
義
を
示
す
。

憲
法
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
私
が
理
解
す
る
の
は
、
政
府
の
あ
ら
ゆ
る
権
限
の
基
礎
と
な
る
一
群
の
基
本
的
ル
ー
ル
で
あ
り
、
こ
の
ル
ー
ル
に

よ
っ
て
、
社
会
体
に
公
的
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
法
律
、
一
般
意
思
の
印
と
し
て
の
真
の
法
律
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
が
与
え
ら
れ

る
。
憲
法
に
よ
っ
て
、
国
民
の
服
従
の
根
拠
が
示
さ
れ
、
す
べ
て
の
権
力
の
代
理
人
は
し
か
る
べ
き
限
界
内
に
抑
え
ら
れ
る
。
憲
法
に
よ
っ
て

法
律
は
無
駄
に
援
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
法
律
が
恣
意
的
な
決
定
に
取
っ
て
代
わ
り
、
法
律
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
も
っ
と
も

無
名
の
市
民
も
自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
独
立
性
を
享
受
で
き
る
の
で
あ
る （

30
）

。

憲
法
と
い
う
言
葉
で
、
ム
ニ
エ
は
政
府
の
権
限
の
基
礎
と
な
る
諸
々
の
基
本
的
ル
ー
ル
を
意
味
し
て
い
る
。
市
民
は
、
こ
う
し
た
憲
法

が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
府
の
恣
意
的
な
決
定
に
代
わ
る
法
律
を
獲
得
し
、
こ
の
法
律
に
従
う
こ
と
で
自
主
性
・
自
律
性
を
享

受
で
き
る
の
で
あ
る
。

封
建
的
権
力
が
王
権
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
き
に
、
憲
法
が
作
ら
れ
た
国
も
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
長
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期
間
の
慣
習
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
は
あ
る
。
王
位
は
も
っ
と
も
年
長
の
男
子
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
、
国
民
は
同
意
無
し

に
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
は
王
国
の
憲
法
の
第
一
の
基
礎
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
大
臣
の
意
向
に
よ
っ
て
変
わ

っ
て
し
ま
う
一
時
的
な
決
定
が
あ
る
だ
け
で
は
、
こ
れ
は
法
律
の
名
に
も
値
し
な
い
。
宮
廷
か
ら
王
国
の
隅
々
ま
で
恣
意
的
な
権
力
が
広

が
っ
て
お
り
、
人
は
常
に
自
分
の
意
思
を
ル
ー
ル
に
し
よ
う
と
し
、
人
も
団
体
も
よ
り
大
き
な
権
力
を
奪
お
う
と
争
っ
て
い
る
。
憲
法
が

な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
が
生
じ
、
司
法
権
も
立
法
権
も
劣
化
し
、
国
民
に
と
っ
て
脅
威
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
詳
細
に

論
じ
ら
れ
て
ゆ
く
。
憲
法
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
国
王
が
諸
々
の
改
革
を
提
案
し
て

も
、
個
々
の
利
害
に
執
着
す
る
部
分
か
ら
の
抵
抗
が
起
こ
り
、
有
益
な
こ
と
で
も
新
し
い
こ
と
が
実
行
で
き
な
い
の
で
あ
る（

31
）

。

ム
ニ
エ
は
、
三
部
会
の
歴
史
を
詳
細
に
検
討
す
る
が
、
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
結
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
憲
法
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
中
世
以
来
の
三
部
会
の
歴
史
が
詳
細
に

検
討
さ
れ
、
一
六
世
紀
以
前
の
三
部
会
で
は
三
身
分
が
合
同
で
審
議
を
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
取
り
出
さ
れ
る
。
一
六
世
紀
以
降
三
部

会
は
身
分
別
の
審
議
方
法
を
取
り
入
れ
る
が
、
こ
れ
は
ム
ニ
エ
に
と
っ
て
は
、
憲
法
的
な
ル
ー
ル
と
し
て
定
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
い

わ
ば
宗
教
戦
争
の
混
乱
の
中
で
便
宜
的
に
取
ら
れ
た
手
続
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
歴
史
的
事
実
」
を
根
拠
と
し
て
、
三
部
会
の
手
続

に
定
ま
っ
た
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
憲
法
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
ム
ニ
エ

は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
ム
ニ
エ
は
、
一
六
世
紀
以
前
の
三
部
会
の
手
続
が
本
来
的
な
手
続
で
あ
り
、
一
六
世
紀
以
降
の
手
続
は
宗
教
戦
争
の
混
乱
の

中
で
取
ら
れ
た
新
し
い
方
法
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
本
来
の
一
五
世
紀
以
前
の
方
法
に
戻
る
べ
き
だ
と
い
う
主

張
を
根
拠
づ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
憲
法
は
存
在
し
な
い
、
歴
史
的
伝
統
か
ら
だ
け
で
は
明
確
な
内
容
の
ル
ー
ル
は
引
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き
出
せ
な
い
と
い
う
の
が
、
歴
史
的
な
検
討
か
ら
導
か
れ
た
ム
ニ
エ
の
主
張
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な
検
討
に
加
え
て
、
ム

ニ
エ
は
、
身
分
別
の
審
議
・
決
定
が
個
別
利
害
の
主
張
を
可
能
に
し
、
全
体
の
利
益
を
考
慮
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
と
述
べ
て
身
分
別

の
審
議
手
続
は
適
切
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
、
三
部
会
を
、
個
別
団
体
が
利
益
を
主
張
す
る
場
で
は
な
く
、
国
民
代
表
的
な
も
の

に
変
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
章
　
憲
法
制
定
の
手
続

フ
ラ
ン
ス
に
憲
法
は
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
、
憲
法
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
あ
と
、

ム
ニ
エ
は
、
憲
法
制
定
の
方
法
に
つ
い
て
論
じ
る
。

憲
法
を
作
る
こ
と
は
国
民
に
、
そ
し
て
君
主
に
属
し
て
い
る
。

人
民
全
体
が
集
ま
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
民
は
そ
の
権
限
を
委
託
す
る
代
表
を
通
じ
て
行
動
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
代
表

が
集
ま
る
際
に
は
、
代
表
は
国
民
が
持
つ
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
行
使
で
き
る
。
彼
ら
は
国
民
の
意
思
を
表
す
組
織
で
あ
る
か
ら
だ
。

こ
の
単
純
な
や
り
か
た
は
古
代
の
人
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
人
民
が
政
府
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使
す
る
に
は
、
不
安
定
な

民
主
政
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
民
主
政
の
下
で
は
、
安
寧
も
安
全
も
、
真
の
自
由
も
存
在
せ
ず
、
法
律
は
力
も
な
く
、
多
数
者
の
意
思
を

縛
る
こ
と
も
で
き
ず
、
専
制
を
制
限
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た （

32
）

。

こ
こ
で
の
ム
ニ
エ
に
と
っ
て
は
、
憲
法
は
国
民
と
君
主
の
協
働
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
が
、
国
民
の
意
思
は
代
表
を
通
じ
て
の
み
表
明

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
直
接
民
主
制
は
、
ム
ニ
エ
に
と
っ
て
不
安
定
な
も
の
で
し
か
無
く
、
直
接
民
主
政
の
下
で
は
、
法
が
十
分
機
能
せ
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ず
、
自
由
の
保
障
も
で
き
ず
、
ま
た
権
力
を
統
制
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
代
表
の
構
成
の
仕
方
が
重
要
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
明
確
な
定
め
は
な
い
と
い
う
の
が
ム
ニ
エ
の
立
場

で
あ
る
。「
フ
ラ
ン
ス
人
民
は
、
聖
職
者
、
貴
族
、
単
な
る
市
民
の
三
つ
の
階
級
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
」
が
、
前
の
二
つ
の
ク
ラ
ス
は

同
じ
特
権
を
持
っ
て
お
り
、
一
つ
の
特
権
階
級
を
構
成
し
て
い
る
。
市
民
階
級
は
、
特
権
が
無
く
、
人
口
の
大
多
数
を
占
め
て
お
り
、
国

民
の
本
質
的
部
分
で
あ
る
と
ム
ニ
エ
は
言
う
。
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
構
成
を
説
明
す
る
際
に
は
ム
ニ
エ
は
「
階
級classe

」
と
い
う
が
、
三

部
会
の
代
議
員
に
つ
い
て
は
「
身
分ordre

」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、「
異
な
っ
た
身
分
の
代
表
間
で
尊
重
さ
れ
る
べ
き
割
合
は
い
か
な
る

法
律
に
よ
っ
て
も
定
め
ら
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
た
上
で
、
ム
ニ
エ
は
、
単
な
る
市
民
と
言
わ
れ
る
第
三
身
分
の
代
議
員
の
数
と
、
二
つ

の
特
権
階
級
の
代
議
員
数
と
を
同
じ
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る

（
33
）

。

さ
ら
に
、
ム
ニ
エ
は
、
代
議
員
は
国
民
の
一
部
の
代
表
で
は
な
く
、
全
体
の
代
表
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
点
が
、
代
議

員
の
選
出
方
法
と
関
わ
っ
て
く
る
。「
聖
職
者
、
貴
族
の
代
議
員
は
、
す
べ
て
の
身
分
に
よ
っ
て
選
ば
れ
れ
ば
、
選
ば
れ
た
地
方
の
人
民

全
体
の
代
表
で
あ
る
と
い
う
利
点
を
持
つ
。
代
議
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
な
ら
ば
、
彼
は
国
民
の
う
ち
非
常
に

小
さ
な
部
分
の
代
表
で
し
か
な
い
」
と
述
べ
る（

34
）

。
代
議
員
の
選
出
も
、
各
身
分
別
々
に
選
ば
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
こ
の
身
分
の
利

益
を
代
表
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
選
出
は
、
三
身
分
合
同
で
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
主
張
さ
れ
、
三
身
分
合
同
で
の
選
出
方
法
は
、
一
五

六
〇
年
の
三
部
会
で
も
と
ら
れ
た
方
法
で
あ
る
と
し
て
証
拠
と
な
る
文
書
も
あ
げ
ら
れ
る
。
議
員
は
、
地
域
や
団
体
な
ど
の
個
別
的
な
利

害
で
は
な
く
、
祖
国
全
体
の
善
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
個
別
的
な
身
分
に
よ
る
選
出
は
個
別
的
利
害
し
か
考
え
な
い
議
員
を
選

ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
三
身
分
合
同
で
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
で
全
体
の
利
害
を
考
え
る
議
員
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ム
ニ
エ
は
、

身
分
毎
の
代
議
員
の
選
出
は
古
来
の
憲
法
的
原
則
で
は
な
い
と
し
、
ま
た
、
合
同
で
の
選
出
は
三
部
会
に
お
け
る
三
身
分
合
同
で
の
審
議

に
当
然
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る（

35
）

。
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こ
う
し
て
選
出
さ
れ
た
代
議
員
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
ム
ニ
エ
は
、
歴
史
的
に
は
十
分
な
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
と
し
な
が
ら
も
、

一
四
八
三
年
の
三
部
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
決
定
か
ら
見
て
、
代
議
員
は
選
挙
人
か
ら
よ
り
大
き
な
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
全
般
的

で
制
限
の
な
い
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
一
五
六
〇
年
以
降
は
、
代
議
員
の
権
限
は
大
き
く
制
限
さ
れ
、
陳
情
書
を
提
出
す

る
だ
け
に
な
っ
て
い
る
と
推
測
し
て
い
る（

36
）

。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
や
り
か
た
は
、
恣
意
的
な
権
力
に
と
っ
て
都
合
が
良
い
も
の
で
あ
る
。

多
く
の
陳
情
書
が
、
互
い
に
矛
盾
し
た
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ
が
全
体
で
改
め
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
君
主
は
訴
え
を
受
け

る
だ
け
で
、
結
局
恣
意
的
な
決
定
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る（

37
）

。
ム
ニ
エ
は
、
来
る
べ
き
三
部
会
で
の
代
議
員
の
権
限
を
ど
う
考
え
る
べ
き

か
を
示
し
て
い
る
。

代
議
員
の
権
限
を
定
め
た
基
本
的
な
法
を
引
用
で
き
な
い
国
民
の
下
で
は
、
代
議
員
は
、
委
任
状
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
限
だ
け
を
持
つ
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
国
民
議
会
の
構
成
員
の
権
限
は
選
挙
人
の
明
示
・
黙
示
の
意
思
に
由
来
す
る
。
憲
法
が
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
定
め
て

い
る
な
ら
、
こ
の
意
思
は
黙
示
的
で
も
良
い
が
、
憲
法
が
明
示
的
に
示
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
選
挙
人
の
意
思
は
明
示
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

次
回
の
三
部
会
で
は
、
選
挙
人
は
代
議
員
に
具
体
的
な
権
限
、
委
任
状
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
代
理
権
に
よ
っ
て
、
人
民
の
代
議

員
に
属
す
べ
き
権
限
の
範
囲
が
将
来
に
わ
た
っ
て
定
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
代
議
員
を
選
ぶ
だ
け
で
十
分
と
な
り
、
具
体
的
な
委

任
は
無
用
と
な
る （

38
）

。

代
議
員
の
権
限
は
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
ム
ニ
エ
の
主
張
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
、
現
時
点
で
、

憲
法
は
存
在
し
な
い
の
で
、
代
議
員
の
権
限
は
選
挙
人
の
明
示
的
に
示
さ
れ
た
意
思
に
よ
っ
て
定
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
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し
て
、
代
議
員
の
権
限
を
陳
情
書
の
提
出
だ
け
に
限
定
し
、
各
地
方
・
各
都
市
が
三
部
会
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
決

定
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
代
議
員
の
行
動
を
制
限
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
こ
れ
は
専
制
君
主
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
こ

と
で
あ
っ
て
も
、
公
的
秩
序
確
立
の
た
め
に
は
有
害
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
選
挙
人
は
代
議
員
に
対
し
て
賢
明
な
憲
法
を
定
め

る
た
め
の
障
害
と
な
ら
な
い
よ
う
に
一
般
的
な
権
限
を
委
任
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
39
）

」

ム
ニ
エ
に
と
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
憲
法
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
一
六
一
四
年
の
三
部
会
で
取
ら
れ
た
手
続
に
拘
束
さ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
代
議
員
の
権
限
は
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
る
。
そ
し
て
、
憲
法
を
制
定
す
る
た
め
に
、
代
議
員

に
広
範
な
権
限
を
与
え
る
こ
と
も
、
国
民
の
意
思
が
明
示
的
に
示
さ
れ
れ
ば
可
能
で
あ
る
。
代
議
員
に
全
般
的
な
権
限
を
あ
た
え
れ
ば
、

陳
情
書
の
重
要
性
は
小
さ
く
な
り
、
代
議
員
を
こ
れ
に
よ
っ
て
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
こ
こ
で
ム
ニ
エ
は
、
代
議
員
に
全
般
的

な
権
限
を
与
え
、
代
議
員
の
権
限
を
命
令
的
委
任
に
基
づ
く
も
の
か
ら
、
国
民
代
表
的
な
も
の
に
再
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
個
別
利
害
か
ら
の
議
論
で
は
な
く
、
全
体
の
利
益
を
見
通
し
た
議
論
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
代
表
の
国
民
代
表
的
な
性
質
は
、
三
部
会
に
お
け
る
審
議
方
法
と
相
ま
っ
て
国
民
全
体
の
利
益
を
見
通
し
た
審
議
が
可
能
に
な
る
、

と
ム
ニ
エ
は
言
う
。
歴
史
的
な
検
討
を
通
じ
て
、
ム
ニ
エ
は
身
分
毎
に
別
れ
た
審
議
方
法
は
、
一
六
世
紀
の
混
乱
の
中
で
と
ら
れ
た
も
の

で
、
そ
れ
以
前
の
三
部
会
は
、
三
身
分
が
合
同
で
審
議
を
し
て
い
た
と
主
張
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
新
た
に
憲
法
を
制
定
す
る
に
は
、
や

は
り
三
身
分
が
合
同
で
、
代
議
員
一
人
が
一
票
の
投
票
権
を
持
っ
て
審
議
・
決
定
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
ム
ニ
エ
の

主
張
で
あ
る
。

来
る
べ
き
三
部
会
で
、
投
票
が
一
人
一
票
で
行
わ
れ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
憲
法
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
身
分
毎
に
審
議
を
す
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
を
待
っ
て
い
る
の
は
、
恐
ろ
し
い
混
乱
で
あ
り
、
一
人
の
人
間
に
よ
る
専
制
、
あ
る
い
は
貴
族
に
よ
る
専
制
だ
け
で
あ
る
。
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一
人
一
票
に
よ
る
審
議
を
採
用
す
る
と
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
全
体
に
と
っ
て
喜
び
の
日
と
な
る
。
す
べ
て
の
市
民
は
、
こ
の
時
か
ら
、
幸
福
を
も

た
ら
す
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う （

40
）

。

三
身
分
合
同
で
の
議
会
と
、
身
分
毎
に
個
別
に
審
議
が
行
わ
れ
る
議
会
で
は
、
そ
の
議
論
の
観
点
も
異
な
っ
て
く
る
、
と
ム
ニ
エ
は
考

え
る
。
身
分
毎
の
議
会
で
は
、
ま
ず
個
別
の
身
分
の
主
張
が
強
く
押
し
出
さ
れ
、
全
体
の
利
益
は
二
の
次
に
さ
れ
、
身
分
間
の
対
立
関
係

が
助
長
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
三
身
分
合
同
の
議
会
で
は
、
多
数
派
を
構
成
す
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
が
調
整
さ
れ
、
と
り
わ

け
公
的
利
益
を
視
野
に
入
れ
、
中
庸
の
精
神
や
愛
国
心
・
徳
に
訴
え
な
が
ら
、
公
的
利
益
を
実
現
す
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る（

41
）

。

代
議
員
の
性
格
を
国
民
代
表
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
、
全
体
の
利
益
を
志
向
し
た
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
三
身

分
合
同
で
審
議
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
の
個
別
利
害
の
主
張
を
抑
え
、
全
体
の
利
益
を
視
野
に
入
れ
た
議
論
が
展
開

さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
ム
ニ
エ
は
繰
り
返
す
。
三
身
分
合
同
の
審
議
・
決
定
に
よ
っ
て
全
体
利
益
を
見
据
え
た
議
論
が
可

能
に
な
る
と
い
う
理
由
の
ほ
か
に
、
ム
ニ
エ
は
、
歴
史
的
に
も
こ
れ
こ
そ
が
三
部
会
の
本
来
的
な
あ
り
方
で
あ
り
、
身
分
毎
の
審
議
は
社

会
が
混
乱
す
る
中
で
一
五
六
〇
年
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
こ
で
繰
り
返
し
て
主
張
さ
れ
る（

42
）

。

一
方
で
三
身
分
が
合
同
で
審
議
す
る
こ
と
の
実
質
的
な
利
点
が
挙
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
、
歴
史
的
な
経
緯
か
ら
も
こ
れ
が
三
部
会

の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
二
面
か
ら
ム
ニ
エ
の
主
張
は
裏
付
け
ら
れ
て
ゆ
く
。

ム
ニ
エ
は
、「
憲
法
を
持
た
な
い
人
民
が
、
憲
法
を
望
む
な
ら
ば
、
こ
れ
を
制
定
す
る
た
め
に
は
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
代
議
員
を
つ

う
じ
て
、
国
民
と
い
う
団
体
と
し
て
集
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い（

43
）

」
と
述
べ
、
最
終
的
に
は
三
部
会
を
憲
法
制
定
の
た
め
に
国
民
の
意
思
を
表

明
す
る
場
と
す
る
こ
と
を
考
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
は
三
部
会
が
諸
々
の
団
体
の
個
別
利
害
の
表
明
の
場
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。「
も
し
諸
身
分
が
別
れ
て
審
議
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
予
断
と
異
な
っ
た
主
張
に
導
か
れ
た
三
つ
の
団
体
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
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団
体
の
精
神
が
大
半
の
構
成
員
の
考
え
方
を
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。

（
44
）

」
こ
れ
で
は
、
現
状
の
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
を
改
善
す
る
こ
と
も
ま
ま

な
ら
な
い
。
ム
ニ
エ
は
、
身
分
毎
に
審
議
を
す
る
と
い
う
三
部
会
の
や
り
方
が
よ
い
結
果
を
生
ま
な
い
こ
と
を
、
ロ
ー
マ
以
来
の
歴
史
や

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
制
度
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
論
じ
て
い
く
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
国
民
代
表
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
三
部
会
を
招
集
す
る
の
が
国
王
で
あ
る
。
国
民
が
自
ら
集
ま
っ
て
議
会
を
開

く
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
招
集
す
る
の
は
国
王
で
あ
り
、
国
民
が
国
王
に
反
対
し
て
行
動
す
る
の
で
は
な
く
、
国
王
の
栄
光
を
再
構
築
し
、

よ
り
堅
固
な
基
礎
の
上
に
国
王
の
栄
光
と
国
民
の
幸
福
を
築
く
た
め
に
国
民
が
集
ま
る
の
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
、「
も
し
、
諸
身
分
が
集

ま
り
、
採
決
が
一
人
一
票
で
数
え
ら
れ
る
な
ら
、
国
民
代
表
に
つ
い
て
国
王
が
危
惧
す
る
こ
と
は
な
に
も
な
い（

45
）

」
と
述
べ
、
国
民
代
表
と

国
王
と
の
良
好
な
関
係
を
強
調
す
る
。
も
っ
と
も
、
国
王
と
国
民
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
、
こ
の
後
革
命
の
初
期
に
大
き

な
問
題
と
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
ム
ニ
エ
の
議
論
は
、
三
部
会
の
審
議
方
法
ほ
ど
緻
密
に
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
。

最
後
に
ム
ニ
エ
は
、
制
定
さ
れ
る
べ
き
憲
法
の
内
容
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。
ム
ニ
エ
は
、
巨
大
な
王
国
で
は
、
国
王
が
大

き
な
権
力
を
持
た
な
い
と
秩
序
と
平
和
は
維
持
で
き
な
い
と
し
て
、
国
王
の
手
に
法
律
を
執
行
す
る
権
限
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
、
王
権

の
協
働
が
な
け
れ
ば
法
律
は
制
定
で
き
ず
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
決
定
は
国
王
の
拒
否
に
よ
っ
て
無
効
と
な
る
と
い
う
大
き
な
権
限
を
国
王
に

与
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
大
臣
が
国
王
の
権
力
を
乱
用
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
議
会
は
二
院
制
と
し
、
国
民
代
表
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
下
院
と
最
高
の
官
職
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
上
院
か
ら
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
法
律
は
国
王
と
上
下
両
院
の
同
意
に
よ

っ
て
成
立
す
る
も
の
と
す
る（

46
）

。
上
院
は
、
王
権
を
支
え
、
同
時
に
専
制
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
王
か
ら
も
人
員
代
表
か
ら
も
独
立

性
を
持
つ（

47
）

。
こ
う
し
た
構
想
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
綿
密
に
練
り
上
げ
ら
得
た
も
の
で
は
な
い
が
、
革
命
が
始
ま
っ
て
後
に
、
憲
法
委
員
会

の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
る
ム
ニ
エ
が
憲
法
案
と
し
て
提
出
す
る
も
の
の
基
本
を
構
成
し
て
い
る
。
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ま
だ
革
命
が
始
ま
る
前
の
段
階
で
の
ム
ニ
エ
の
議
論
は
、
三
部
会
の
手
続
に
議
論
の
重
点
が
置
か
れ
お
り
、
憲
法
の
内
容
に
ま
で
は
そ

れ
ほ
ど
踏
み
込
ん
だ
議
論
と
な
っ
て
い
な
い
。
ム
ニ
エ
の
基
本
的
な
主
張
は
、
三
部
会
で
の
身
分
毎
の
審
議
を
止
め
、
議
員
一
人
一
票
で

議
決
す
べ
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
、
伝
統
主
義
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
単
純
に
三
部
会
の
伝
統
を
墨
守
す

る
こ
と
は
ム
ニ
エ
の
本
意
で
は
な
い
。
一
六
世
紀
以
後
の
三
部
会
は
、
身
分
毎
の
審
議
・
決
定
と
い
う
手
続
が
取
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を

変
え
る
と
い
う
の
が
ム
ニ
エ
の
主
張
の
眼
目
で
あ
る
。
単
純
に
伝
統
を
尊
重
す
べ
し
と
い
う
立
場
で
は
、
一
六
世
紀
以
来
の
三
部
会
の
手

続
き
を
変
更
す
る
と
い
う
主
張
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
ム
ニ
エ
は
歴
史
的
な
検
討
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
憲
法
と
い
え
る
よ
う
な
ル
ー
ル
は
存
在
し
て
い
な
い
こ
と

を
あ
き
ら
か
に
し
、
一
六
世
紀
以
降
の
三
部
会
で
取
ら
れ
て
い
る
身
分
別
の
審
議
・
決
定
方
法
は
、
憲
法
と
い
え
る
よ
う
な
ル
ー
ル
で
は

な
く
、
変
更
可
能
で
あ
る
と
ム
ニ
エ
は
言
う
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
憲
法
は
存
在
せ
ず
、
こ
れ
を
制
定
す
る
こ
と
が
来
た
る
べ
き
三

部
会
の
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
憲
法
制
定
の
た
め
に
は
身
分
毎
の
審
議
・
決
定
と
い
う
手
続
は
、
個
別
利
害
の
主
張
に
つ
な
が
る
も
の
で
、

全
体
利
益
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
な
い
の
で
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
三
身
分
合
同
で
審
議
し
、
議
員
一
人
一
票
で
決
定
を
す
る
こ
と
が
、
全
体

利
益
を
考
慮
し
憲
法
制
定
の
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
や
り
方
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ム
ニ
エ
の
主
張
で
あ
る
。

王
位
継
承
や
課
税
に
関
す
る
ル
ー
ル
な
ど
、
憲
法
と
し
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
ル
ー
ル
は
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
憲
法
と
し
て
は
ま
っ

た
く
不
十
分
で
あ
と
、
ム
ニ
エ
は
考
え
る
。
結
局
、
こ
こ
で
国
民
の
意
思
が
問
題
と
な
る
。
歴
史
的
伝
統
は
憲
法
と
し
て
は
き
わ
め
て
不

十
分
な
ル
ー
ル
し
か
提
供
し
て
く
れ
ず
、
結
局
、
憲
法
は
、
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
歴
史
的
伝
統
の

中
か
ら
、
憲
法
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
ル
ー
ル
を
取
捨
選
択
す
る
の
も
国
民
の
意
思
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
の
思
考
の
中
で
、
伝
統
で
は
な
く
、

国
民
の
意
思
が
新
し
い
国
制
の
あ
り
方
を
定
め
る
の
に
大
き
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
三
身
分
合
同
の
審
議
・
決
定
と
い
う
以
上
に
、
国
民
の
意
思
は
ど
う
す
れ
ば
あ
き
ら
か
に
で
き
る
の
か
、
国
民
と
国
王
の
関
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係
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
ム
ニ
エ
の
考
え
方
は
革
命
前
の
著
作
で
は
か
な
ら
ず
し
も
詳
細
な
議
論
は
展
開
さ
れ
て

い
な
い
。
国
王
と
国
民
の
協
働
に
よ
っ
て
法
律
を
定
め
る
こ
と
、
国
民
の
意
思
は
代
表
制
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
こ
と
、
議
会
は
二
院
制
で

あ
る
こ
と
な
ど
、
憲
法
の
内
容
に
つ
い
て
、
ム
ニ
エ
の
主
張
の
基
本
は
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
革
命
前
の
著
作
で
は
、
三
部
会
の
手
続

が
議
論
の
中
心
で
、
憲
法
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
緻
密
な
議
論
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
国
民
と
国
王
の
関
係
を
ど

う
捉
え
る
か
と
い
う
、
憲
法
制
定
の
前
提
と
も
な
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
明
確
な
議
論
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
が

詳
細
に
展
開
さ
れ
る
の
は
、
革
命
が
始
ま
っ
て
後
、
八
月
に
公
刊
さ
れ
た
『
統
治
機
構
に
つ
い
て
の
考
察
』
に
な
る
。

第
三
章
　
国
民
・
国
王
・
代
表

『
統
治
機
構
に
つ
い
て
の
考
察
』
に
お
い
て
ム
ニ
エ
は
、「
フ
ラ
ン
ス
人
民
は
自
由
を
望
ん
で
い
る
」
と
、
そ
の
議
論
の
出
発
点
を

「
自
由
」
に
置
く
が
、
こ
の
自
由
は
、
各
人
が
何
で
も
思
う
ま
ま
に
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
意
味
し
て
い
な
い
。
各
人

が
思
う
ま
ま
に
振
る
舞
え
ば
、
社
会
秩
序
は
維
持
で
き
ず
、
少
数
の
強
者
が
多
数
の
弱
者
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
永
遠
の
戦
争
状
態
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
の
人
が
同
じ
よ
う
に
自
由
を
享
受
で
き
る
た
め
に
は
、
自
由
は
法
律
に
よ
っ
て
規
制

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
に
と
っ
て
、
自
由
と
法
律
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
法
律
が
あ
っ
て
初
め
て
自
由
が
存
在
す

る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。

自
由
は
す
べ
て
の
人
に
属
す
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
人
が
自
由
を
享
受
す
る
た
め
に
、
他
人
の
自
由
を
侵
害
し
て
処
罰
さ
れ
ず
に
済
ま
さ
れ

る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
は
他
人
を
害
さ
な
い
す
べ
て
の
こ
と
を
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

一
人
の
市
民
が
他
人
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
す
べ
て
の
人
の
権
利
と
義
務
を
定
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
有
害
な
行
為
を
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禁
止
し
、
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
処
罰
を
定
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

権
利
と
義
務
を
定
め
る
た
め
に
、
市
民
が
承
認
し
、
従
う
こ
と
の
で
き
る
ル
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
は
、
法
律
と
呼
ば
れ
る
。
こ

の
法
律
が
、
社
会
の
構
成
員
す
べ
て
を
拘
束
し
義
務
づ
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
律
の
権
威
こ
そ
が
全
体
の
自
由
を
保
障
す
る

の
で
あ
り
、
法
律
こ
そ
が
実
力
の
支
配
を
打
ち
壊
し
、
法
律
こ
そ
が
す
べ
て
の
人
の
権
利
を
守
る
の
で
あ
る
。
法
律
無
し
に
自
由
は
存
在
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る （

48
）

。

し
か
し
、
こ
う
し
た
自
由
の
前
提
と
な
る
法
律
は
、
一
定
の
性
質
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
律
と
い
う
名
前
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
市
民
が
な
す
べ
き
こ
と
、
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
で
、
遡
及
的
な
効

果
や
、
以
前
の
行
為
に
対
し
て
執
行
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
冷
静
か
つ
熟
慮
さ
れ
た
意
思
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
あ
る
個
人
に
た
い

す
る
反
感
や
敵
意
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
あ
る
個
人
を
特
別
に
有
利
に
取
り
扱
お
う
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
法
律
は
以
下
の
特
質
を
持
つ
。
社
会
全
体
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
す
べ
て
の
市
民
に
共
通
の
義
務
を
課
す
、
個
別
の
事
例

に
つ
い
て
判
断
す
べ
き
時
に
は
、
判
断
が
公
平
に
な
る
よ
う
に
司
法
官
の
意
思
を
啓
蒙
し
拘
束
す
る
、
法
律
は
各
市
民
に
常
に
そ
の
義
務
を
知

ら
せ
、
弱
者
に
対
す
る
援
助
を
与
え
、
人
民
に
、
そ
の
長
が
、
そ
の
役
目
を
果
た
す
の
に
行
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
の
確
実

な
基
準
を
提
供
し
、
良
い
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
の
か
悪
い
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
の
か
を
教
え
る
の
で
あ
る （

49
）

。

す
べ
て
の
人
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
法
律
は
、
冷
静
で
熟
慮
さ
れ
た
意
思
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
特

定
の
個
人
を
有
利
に
あ
る
い
は
不
利
に
取
り
扱
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
全
体
に
対
し
て
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
も
の
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で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
個
別
の
司
法
判
断
や
行
政
上
の
行
為
も
法
律
に
照
ら
し
て
そ
の
良
し
悪
し
が
判
断
さ
れ
る
。
時
期
や

状
況
、
人
に
よ
っ
て
常
に
変
動
す
る
よ
う
な
刹
那
的
な
決
定
や
、
何
の
ル
ー
ル
に
も
従
わ
ず
、
特
定
の
人
に
対
す
る
敵
意
や
好
意
、
哀
れ

み
な
ど
そ
の
時
々
の
感
情
に
左
右
さ
れ
る
決
定
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
国
民
に
と
っ
て
は
、
法
律
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。「
こ
の
よ
う
に

何
の
ル
ー
ル
も
確
た
る
原
則
も
な
く
行
使
さ
れ
る
権
力
を
、
わ
れ
わ
れ
は
恣
意
的
な
権
力
と
呼
ぶ
。
こ
れ
が
、
誰
の
手
に
あ
ろ
う
と
も
、

市
民
は
自
由
で
は
な
い
。

（
50
）

」

こ
う
し
た
権
力
が
、
一
人
の
人
間
の
手
に
あ
ろ
う
と
も
、
少
数
の
あ
る
い
は
多
数
の
人
間
の
手
に
あ
っ
て
も
、
市
民
は
自
由
で
は
な
く
、

そ
の
生
命
は
常
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
無
実
の
者
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ム
ニ
エ
は
、
権
力
を
握
る
も
の
の
数
に
関
わ
ら
ず
、
恣

意
的
な
権
力
が
行
使
さ
れ
る
と
き
は
自
由
が
存
在
し
な
い
と
言
い
、
国
王
の
専
制
だ
け
で
な
く
、
多
数
者
が
恣
意
的
な
権
力
を
持
っ
て
行

動
す
る
と
き
も
、
や
は
り
人
は
自
由
を
享
受
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
ム
ニ
エ
に
と
っ
て
、
放
縦
と
無
政
府
状
態
は
自
由
の

も
っ
と
も
恐
ろ
し
い
敵
で
あ
り
、
一
人
の
人
間
の
放
縦
は
専
制
君
主
を
つ
く
り
、
多
数
の
人
間
の
放
縦
は
無
政
府
状
態
を
導
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
放
縦
、
無
政
府
状
態
を
防
ぐ
も
の
こ
そ
、
一
定
の
性
質
を
備
え
た
法
律
に
他
な
ら
な
い（

51
）

。

自
由
を
維
持
す
る
た
め
に
、
法
律
は
、
熟
慮
さ
れ
た
意
思
に
由
来
す
る
こ
と
や
、
特
定
の
個
人
を
特
別
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
一
般
性

を
持
つ
こ
と
と
い
っ
た
性
質
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
法
を
制
定
し
、
執
行
す
る
た
め
の
政
府
が
必
要
な
の
だ
が
、
こ
こ
で

立
法
権
と
執
行
権
が
分
離
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
た
と
え
法
律
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
本
来
備
え
る
べ
き
性
質
も
破
壊
さ
れ
て
し

ま
い
、
専
制
を
招
く
。

専
制
を
防
ぐ
た
め
に
絶
対
的
に
必
要
な
の
は
、
法
律
を
作
る
権
力
と
法
律
を
執
行
す
る
権
力
を
混
同
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
法
律
の
執
行
が
立

法
す
る
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
者
は
既
に
あ
る
法
律
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
だ
と
は
決
し
て
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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法
律
の
執
行
は
し
ば
し
ば
法
が
戦
っ
て
い
る
情
熱
の
衝
撃
に
よ
っ
て
止
め
ら
れ
る
。
法
律
を
遵
守
さ
せ
る
任
務
を
負
っ
た
者
の
情
熱
も
ま
た
い

ろ
い
ろ
な
反
応
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
を
す
る
。
も
し
、
個
々
の
意
思
を
聴
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
法
律
は
も
は
や
公
平
で
は
あ

り
得
な
い
し
、
法
の
名
を
乱
用
し
て
抑
圧
的
な
体
制
を
隠
蔽
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
く
な
る （

52
）

。

法
の
執
行
者
は
、
既
存
の
一
般
的
な
法
律
に
従
う
こ
と
で
、
個
々
の
感
情
・
意
思
な
ど
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
が
ち
な
特
殊
個
別
的
な
取

り
扱
い
を
防
ぎ
、
公
平
な
運
用
が
可
能
と
な
る
の
だ
が
、
執
行
と
立
法
が
一
体
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
法
律
は
た
ち
ま
ち
個
別
の
事
情
に
左

右
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
法
律
の
名
に
値
し
な
い
も
の
で
、
法
律
の
名
を
騙
っ
て
抑
圧
的
な
体
制
を
維
持
す
る
道
具
に
し
か
過
ぎ
な
く

な
る
。「
権
力
が
統
合
さ
れ
れ
ば
法
律
の
権
威
は
破
壊
さ
れ
専
制
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
異
論
の
余
地
の
な
い
真
理
で
あ
る（

53
）

」
と
ム

ニ
エ
は
断
定
す
る
。
権
力
の
集
中
は
、
法
律
が
本
来
備
え
て
い
る
べ
き
冷
静
な
意
思
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
一
般
的
な
ル
ー
ル
と
い
う
性

格
を
破
壊
し
、
法
律
の
執
行
と
言
い
な
が
ら
、
こ
れ
を
個
別
事
情
に
左
右
さ
れ
る
も
の
に
変
え
て
し
ま
う
。
ム
ニ
エ
に
と
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
法
律
は
た
と
え
法
律
の
形
を
取
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
法
律
の
名
に
値
し
な
い
専
制
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
立
法
権
と
執
行
権
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
べ
き
か
、
ム
ニ
エ
は
、
国
民
の
数
が
少
な
け
れ
ば
国
民
が
直
接
権
力
を
行
使
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
国
民
の
数
は
一
二
〇
〇
―
一
三
〇
〇
人
程
度
で
、
な
お
か
つ
国
民
の
間
に
貧
富
の
差
が
無
く
、

皆
が
祖
国
へ
の
愛
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
、
国
民
の
数
が
こ
れ
以
上
に
大
き
く
な
れ
ば
、
代
表
制
を
取
ら
ざ
る
を

得
な
い
と
言
う
。
ム
ニ
エ
は
、
す
べ
て
の
権
力
は
国
民
に
由
来
す
る
と
言
う
が
、
そ
れ
は
、
ど
ん
な
政
府
も
、
統
治
す
る
者
の
利
益
の
た

め
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
民
の
幸
福
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
権
力
を
持
っ
た
者
が
人
民
の
利

益
に
反
す
る
仕
方
で
権
力
を
使
う
こ
と
を
妨
げ
る
の
に
必
要
な
影
響
力
を
保
持
し
て
お
く
こ
と
な
の
で
あ
る（

54
）

。
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ム
ニ
エ
は
、
執
行
権
も
ま
た
、
国
民
の
数
に
よ
っ
て
そ
の
形
は
変
わ
っ
て
く
る
と
言
う
。
執
行
権
も
、
法
の
執
行
に
際
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
に
遭
遇
す
る
が
、
小
さ
な
国
で
は
処
罰
す
べ
き
犯
罪
も
少
な
く
、
諸
々
の
悪
し
き
行
為
も
比
較
的
容
易
に
認
識
で
き
る
。
し
か
し
、

大
き
な
国
で
は
、
法
律
違
反
も
よ
り
多
く
な
り
、
見
つ
け
る
の
も
容
易
で
は
な
く
、
よ
り
危
険
な
問
題
も
多
く
な
る
た
め
に
、
小
国
よ
り

も
よ
り
大
き
な
実
力
を
備
え
た
執
行
権
が
必
要
と
な
る
。
も
し
執
行
権
力
が
選
挙
で
時
間
を
限
っ
て
選
ば
れ
る
な
ら
こ
の
実
力
は
必
然
的

に
小
さ
く
な
る
し
、
任
期
の
終
期
が
近
づ
け
ば
そ
の
力
は
い
っ
そ
う
小
さ
く
な
る
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
一
定
の
任
期
を
限
っ
て
選
挙

で
執
行
権
者
を
選
ぶ
シ
ス
テ
ム
は
大
国
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い（

55
）

。
ま
た
、
大
き
な
国
を
い
く
つ
か
に
分
け
て
、
複
数
の
主
権
国
家
を
結
び

つ
け
る
ス
イ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
、
合
衆
国
な
ど
の
よ
う
な
連
邦
制
も
あ
り
得
る
が
、
こ
れ
も
戦
争
と
平
和
以
外
の
共
通
の
利
益
が
な
け
れ
ば
、

地
方
毎
の
利
害
が
対
立
し
、
公
的
精
神
が
失
わ
れ
解
体
し
か
ね
な
い

（
56
）

。

ム
ニ
エ
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
人
口
の
多
い
国
に
ふ
さ
わ
し
い
政
府
は
王
政
以
外
に
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
王
政
は
法
律
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
王
政
で
あ
る
。

私
は
、
王
政
と
い
う
名
の
下
に
、
人
が
む
や
み
や
た
ら
と
王
政
と
呼
ん
で
い
る
す
べ
て
の
統
治
形
態
を
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
君
主
の

意
思
が
法
律
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
専
制
と
呼
ば
ざ
る
を
得
な
い
。
私
が
王
政
と
呼
ぶ
の
は
、
一
人
の
人
間
が
法
に
従
っ
て
支
配
し
て

お
り
、
一
人
の
人
間
が
法
を
執
行
す
る
任
務
を
負
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
統
治
の
こ
と
で
あ
る
。
一
人
の
人
間
に
執
行
権
が
あ
る
と
き
に
は
、

複
数
の
人
間
に
執
行
権
が
与
え
ら
れ
、
行
動
す
る
こ
と
が
必
要
な
と
き
に
相
談
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
体
制
よ
り
も
、
よ
り
力
強
く
迅

速
に
動
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
人
が
知
っ
て
い
る
。

か
く
し
て
真
の
王
政
は
法
律
に
よ
る
統
治
で
あ
る
。
そ
し
て
、
真
の
王
政
に
賛
辞
を
与
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

法
律
が
あ
ら
ゆ
る
権
力
に
優
越
す
る
と
き
、
誰
一
人
と
し
て
自
由
で
な
い
市
民
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る （

57
）

。
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王
が
執
行
権
者
と
し
て
法
の
支
配
の
下
に
置
か
れ
る
と
き
に
、
強
力
な
執
行
権
の
下
に
市
民
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ム

ニ
エ
は
、
単
に
一
人
の
王
が
支
配
す
る
体
制
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
王
が
法
律
に
従
っ
て
支
配
す
る
体
制
を
求
め
、
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス

に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
体
制
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
強
力
な
権
限
を
持
っ
た
王
が
そ
の
権
限
を
乱
用
し
な
い
よ
う
に
、
国

民
議
会
を
恒
常
的
に
開
会
し
て
お
く
こ
と
、
少
な
く
と
も
毎
年
定
期
的
に
開
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
国
民
議
会
に
よ
っ
て
、
国
王
や
そ

の
大
臣
の
恣
意
的
な
行
動
や
権
限
の
乱
用
が
な
い
か
を
監
視
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る（

58
）

。

こ
の
立
法
府
に
つ
い
て
、
ム
ニ
エ
は
す
で
に
代
表
制
の
必
要
に
つ
い
て
強
調
し
て
き
た
。
ム
ニ
エ
は
、
法
律
は
常
に
公
的
利
益
に
よ
っ

て
導
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
期
間
を
定
め
て
人
民
に
よ
っ
て
自
由
に
選
ば
れ
た
代
表
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の
代
表
の
選
出
の
た
め
に
は
、「
家
の
な
い
者
や
極
端
な
貧
困
に
あ
る
者
」
に
選
挙
権
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
で
き
る
限
り
広
範
な
市
民
が
参
加
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
方
、
代
表
と
し
て
選
ば
れ
る
た
め
に
は
一
二
〇
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
の

資
産
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。
代
表
に
一
定
の
資
産
が
必
要
な
理
由
と
し
て
、
ム
ニ
エ
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

こ
れ
は
信
任
の
た
め
に
障
害
に
な
る
と
言
う
が
、
選
挙
人
は
自
分
た
ち
の
利
益
の
た
め
に
の
み
代
表
を
選
ぶ
の
で
は
な
い
。
国
民
全
体
の
利
益

の
た
め
に
選
ぶ
の
で
あ
る
。
代
表
の
選
出
を
明
確
な
ル
ー
ル
で
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
お
く
こ
と
は
良
い
こ
と
で
あ
る
。
立
法
府
の
メ
ン
バ
ー
に

な
る
に
は
日
々
の
生
活
に
追
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
は
だ
め
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
法
律
、
補
助
金
に
関
心
を
持
ち
、
公
的
秩
序
の
維
持
、

農
業
の
発
展
、
祖
国
の
繁
栄
に
関
心
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
財
産
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る （

59
）

。

ム
ニ
エ
は
、
代
表
の
選
出
に
は
で
き
る
だ
け
広
範
な
市
民
が
関
わ
る
べ
き
だ
と
考
え
る（

60
）

。
そ
の
一
方
で
、
代
表
に
一
定
の
財
産
が
必
要

な
の
は
、
あ
る
程
度
の
余
裕
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
全
体
の
利
益
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
代
表
は
常
に
国
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全
体
の
利
益
を
考
え
て
行
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
部
会
の
身
分
毎
の
審
議
・
決
定
に
反
対
す
る
際
に
も
同
じ

よ
う
な
議
論
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
も
ム
ニ
エ
は
全
体
の
利
益
を
考
え
る
こ
と
の
必
要
性
か
ら
、
代
表
に
一
定
の
資
産
が
必
要

で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
代
表
と
国
王
、
国
民
と
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
、
代
表
と
国
王
を
通
じ
て
国
民
の
意
思
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
と
考

え
る
か
と
い
う
問
題
が
、
国
王
の
裁
可
権
を
ど
う
考
え
る
か
、
議
会
を
一
院
制
と
す
る
か
二
院
制
と
す
る
か
と
い
う
問
題
の
根
底
に
あ
る
。

ム
ニ
エ
は
、「
国
王
は
自
ら
法
を
作
る
べ
き
で
は
な
い
。
国
王
が
で
き
る
こ
と
は
、
あ
る
問
題
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る

こ
と
だ
け
で
あ
る
」
と
言
う
。
国
王
に
法
案
の
提
出
権
を
認
め
れ
ば
、
国
王
は
容
易
に
そ
の
権
力
を
強
化
し
、
乱
用
す
る
こ
と
も
可
能
に

な
る
か
ら
で
あ
る（

61
）

。
一
方
で
ム
ニ
エ
は
、
代
議
員
も
国
王
の
裁
可
無
し
に
法
律
を
成
立
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
し
、
国
王
の
裁
可
は
絶
対
に

必
要
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の
陳
情
書
で
も
明
言
さ
れ
て
お
り
、
国
王
の
裁
可
権
を
否
定
す
る
こ
と
は
国
民
の
意
思
に
反

す
る
こ
と
で
あ
る
と
も
言
う
。
代
議
員
の
決
定
に
た
い
し
て
障
害
と
な
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
代
議
員
が
王
国
の
絶
対
的
主
人
と

な
っ
て
し
ま
う
。
国
王
に
も
代
議
員
に
も
、
も
う
一
方
の
意
思
を
無
視
し
て
そ
の
権
限
を
乱
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
力
を
与
え
る

べ
き
で
は
な
い（

62
）

。
ム
ニ
エ
は
、
国
王
の
裁
可
権
に
よ
っ
て
国
王
に
絶
対
的
な
権
限
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
方

で
国
王
か
ら
法
案
の
提
出
権
を
奪
い
、
他
方
で
裁
可
権
を
与
え
る
こ
と
で
、
代
議
員
と
国
王
の
権
限
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
、
国
王
だ
け
あ

る
い
は
代
議
員
だ
け
が
絶
対
的
な
権
限
を
持
ち
、
そ
の
権
限
を
乱
用
す
る
可
能
性
を
摘
も
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

主
権
者
た
る
国
民
は
、
直
接
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
ム
ニ
エ
は
考
え
る
。
国
民
が
代
表
と
国
王
の
間
で
直
接
判
断
を
す
る

に
は
、
両
者
よ
り
も
上
に
立
っ
て
こ
れ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
両
者
の
権
限
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
国
民
の
直
接
的
介
入
は
無
秩
序
、

反
乱
、
無
政
府
状
態
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い（

63
）

。
国
民
は
、
直
接
そ
の
権
力
を
行
使
せ
ず
、
ま
た
行
使
す
べ
き
で
も
な
い
が
、
国
王
も
代
議
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員
も
国
民
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
国
民
の
受
託
者
に
過
ぎ
な
い
。
国
民
の
意
思
は
、
そ
の
権
力
を
受
託
し
た
者
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
国
王

と
代
議
員
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
、
国
民
の
意
思
は
、
国
民
が
、
そ
の
意
思
を
ゆ
だ
ね
た
者
の
意
思

以
外
で
は
あ
り
得
な
い
と
し
、「
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
の
意
思
は
フ
ラ
ン
ス
の
王
と
フ
ラ
ン
ス
代
議
員
の
協
働
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る（

64
）

」
と
、

述
べ
る
。
主
権
の
原
理
は
国
民
に
由
来
す
る
が
、
国
民
は
直
接
権
力
を
行
使
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
受
託
者
を
通
じ
て
権
力
行
使
を
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
ム
ニ
エ
は
、
国
王
に
も
代
表
に
も
絶
対
的
な
権
力
を
与
え
ず
、
こ
の
二
つ
の
機
関
の
協
働
に
よ
っ
て
作
ら
れ

る
意
思
に
、
国
民
の
意
思
を
見
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
の
中
で
、
国
王
の
裁
可
権
も
、
国
王
と
代
表
と
い
う
二
つ
の
機
関
の
協
働
を
通
じ
て
国
民
の
意
思
を
適
切
に
形
成
す

る
た
め
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ム
ニ
エ
は
憲
法
制
定
に
際
し
て
は
、
国
王
に
こ
の
よ
う
な
裁
可
権
、

あ
る
い
は
拒
否
権
を
認
め
て
い
な
い
。
二
月
に
出
版
さ
れ
た
『
新
た
な
考
察
』
で
は
、
憲
法
を
作
る
権
限
は
、
国
王
と
国
民
に
属
し
て
い

る
と
も
読
め
る
が（

65
）

、
こ
の
八
月
の
時
点
で
は
、
ム
ニ
エ
は
、
憲
法
制
定
と
立
法
と
の
違
い
を
強
調
し
て
お
り
、
立
法
に
際
し
て
認
め
ら
れ

る
よ
う
な
裁
可
権
を
憲
法
制
定
に
つ
い
て
は
国
王
に
認
め
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

わ
た
し
は
、
憲
法
に
関
し
て
王
に
与
え
ら
れ
て
い
る
影
響
力
と
、
法
律
に
関
し
て
留
保
さ
れ
る
も
の
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
王

は
、
理
由
を
説
明
せ
ず
に
あ
る
法
律
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
に
た
い
し
て
、
王
が
、
自
分
は
憲
法
制
定
に
反
対
す
る
と
言
う
権
限
は
な

い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
臣
下
を
自
由
の
た
め
に
召
喚
し
て
お
き
な
が
ら
、
臣
下
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
と
は
言
う
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
だ
。
私
が
支
持
す
る
の
は
、
憲
法
に
関
心
を
持
ち
、
そ
れ
を
守
ら
せ
る
任
務
を
持
ち
、
憲
法
に
よ
っ
て
壊
さ
れ
る
の
で
は
な
く
規
制
さ

れ
る
べ
き
、
憲
法
に
先
立
つ
権
力
を
持
っ
て
い
る
国
王
が
、
憲
法
に
サ
イ
ン
し
批
准
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
も
し
国
王

が
、
あ
る
条
文
に
重
大
な
不
都
合
を
見
い
だ
し
た
と
き
、
そ
の
変
更
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
代
表
は
、
こ
の
変
更
が
公
的
な
自
由
を

003　波多野先生　縦  14.3.17 0:54 PM  ページ 48



49－ ジャン＝ジョゼフ・ムニエの憲法論（波多野）

損
な
う
こ
と
が
な
い
場
合
に
の
み
、
代
表
と
し
て
こ
れ
を
認
め
る
の
で
あ
る （

66
）

。

さ
ら
に
ム
ニ
エ
は
、
国
民
代
表
は
二
院
に
構
成
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
国
王
の
拒
否
権
だ
け
で
は
、
憲
法
を
保
障
す
る
十
分
な
手

段
で
は
な
い
。
ム
ニ
エ
に
と
っ
て
、
憲
法
は
、
確
か
に
永
久
不
滅
で
は
な
い
が
、
一
定
の
安
定
性
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
っ

た
ん
制
定
さ
れ
た
憲
法
は
、
明
ら
か
な
必
要
性
が
あ
っ
て
時
間
を
か
け
て
考
え
ら
れ
た
後
に
初
め
て
変
更
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る（
67
）

。
し
か
し
、
も
し
代
表
が
一
院
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
代
表
の
権
力
を
適
切
に
制
限
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
と
え
憲
法

で
規
定
さ
れ
て
い
て
も
、
一
院
の
議
会
は
そ
れ
を
無
視
し
、
状
況
が
必
要
と
し
て
い
る
と
し
て
、
別
の
も
の
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
可
能
性

が
あ
る
、
と
ム
ニ
エ
は
言
う
。

人
が
情
熱
に
駆
ら
れ
て
行
動
す
る
と
き
、
簡
単
に
幻
想
を
抱
き
、
法
律
違
反
に
も
あ
え
て
目
を
つ
ぶ
り
、
自
分
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
法
律
を

解
釈
し
、
法
の
網
を
か
い
く
ぐ
る
。
情
熱
は
た
と
え
公
共
善
へ
の
情
熱
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
結
果
を
も
た
ら
す
。
変
革
に
よ
っ
て
国
家
の
幸
福

を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
一
院
の
議
会
が
、
憲
法
が
議
会
に
対
し
て
求
め
て
い
る
障
害
物
を
破
壊
し
、
明
々
白
々
に
は
そ
れ
を
軽
視
す
る
こ
と
は

で
き
な
く
て
も
、
容
易
に
は
認
識
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
あ
ま
り
重
要
に
は
見
え
な
い
よ
う
な
間
接
的
な
違
反
を
す
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る

制
度
は
、
時
間
が
た
つ
に
つ
れ
、
そ
れ
を
作
り
出
し
た
目
的
か
ら
離
れ
、
す
べ
て
の
団
体
が
、
そ
う
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
ま
ま
、
規
定
に
定
め

ら
れ
た
体
制
を
変
え
て
し
ま
い
、
と
り
わ
け
状
況
が
必
要
と
す
る
と
い
う
言
い
訳
が
常
に
援
用
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る （

68
）

。

ム
ニ
エ
の
案
で
は
、
元
老
院
と
い
わ
れ
る
第
二
院
は
、
六
年
任
期
で
三
〇
〇
人
の
代
議
員
が
地
方
政
府
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。
元
老

院
議
員
は
三
五
歳
以
上
で
、
一
〇
〇
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
の
収
入
の
あ
る
不
動
産
の
所
有
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
収
入
の
条
件
は
相
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当
高
額
で
あ
る
が
、
富
裕
な
財
産
所
有
者
は
公
的
な
安
寧
に
よ
り
大
き
な
利
害
を
持
っ
て
お
り
、
新
し
い
こ
と
に
対
す
る
警
戒
心
が
あ
る

の
で
、
こ
う
し
た
議
員
を
選
ぶ
こ
と
で
、
理
由
の
な
い
変
化
に
抵
抗
し
、
憲
法
な
ど
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
老
院
は
、
法

案
に
対
す
る
拒
否
権
を
持
つ
と
同
時
に
、
一
方
で
元
老
院
に
法
案
の
発
議
権
も
認
め
る
こ
と
で
、
拒
否
権
に
い
っ
そ
う
の
責
任
を
持
た
そ

う
と
す
る
。
ム
ニ
エ
は
、
立
法
と
い
う
面
以
外
で
も
、
二
院
制
は
大
臣
の
犯
罪
を
追
求
す
る
に
も
適
切
な
場
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
が
、
二
院
制
の
基
本
的
な
眼
目
は
、
国
王
と
代
議
員
と
元
老
院
と
い
う
三
つ
で
立
法
府
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
合
理
的
で

適
切
な
立
法
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る（

69
）

。

ム
ニ
エ
は
、
国
民
の
意
思
を
直
接
民
主
主
義
的
な
形
で
形
成
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
国
民
の
受
託
者
と
し
て
国
民

の
意
思
形
成
を
に
な
う
べ
き
国
王
に
も
議
会
に
も
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
信
頼
は
置
い
て
い
な
い
。
国
王
も
議
会
も
常
に
憲
法
や
法
律
を
無
視

し
て
自
ら
の
権
力
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
互
い
に
牽
制
さ
せ
る
こ
と
で
、
一
機
関
の
暴
走
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
可
能
に

な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
を
適
切
に
行
使
す
る
こ
と
で
、
適
切
に
国
民
の
意
思
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た

め
に
は
、
国
王
に
は
発
議
権
を
認
め
ず
自
ら
の
権
力
拡
大
の
道
を
ふ
さ
ぐ
一
方
で
、
裁
可
権
を
認
め
る
こ
と
で
議
会
を
牽
制
し
、
さ
ら
に

国
民
代
表
の
議
会
は
国
民
議
会
と
元
老
院
の
二
院
制
と
し
て
、
互
い
に
牽
制
す
る
こ
と
で
一
院
の
暴
走
を
食
い
止
め
よ
う
と
、
ム
ニ
エ
は

考
え
る
の
で
あ
る
。む

す
び

ム
ニ
エ
は
、
一
七
八
九
年
二
月
に
出
版
さ
れ
た
『
フ
ラ
ン
ス
三
部
会
に
つ
い
て
の
新
た
な
考
察
』
に
お
い
て
は
、
仔
細
に
三
部
会
の
歴

史
を
検
討
し
て
ゆ
き
な
が
ら
、
憲
法
の
不
在
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
歴
史
的
伝
統
か
ら
は
明
確
な
憲
法
と
呼
べ
る
よ
う
な
ル
ー
ル
は
導

き
だ
せ
な
い
と
い
う
の
が
ム
ニ
エ
の
基
本
的
主
張
で
あ
る
。
三
部
会
で
は
身
分
毎
に
審
議
・
議
決
す
る
の
で
は
な
く
、
全
体
で
審
議
す
べ
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し
と
い
う
第
三
身
分
の
主
張
も
こ
う
し
た
歴
史
的
検
討
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
憲
法
制
定
の
た
め
に
は
、
身
分
毎
の

審
議
・
決
定
と
い
う
手
続
は
、
個
別
団
体
の
利
害
主
張
に
し
か
な
ら
ず
、
全
体
利
益
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
な
い
の
で
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、

三
身
分
合
同
で
審
議
し
、
議
員
一
人
一
票
で
決
定
を
す
る
こ
と
が
、
全
体
利
益
を
考
慮
し
憲
法
制
定
の
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
や
り
方
で
あ

る
、
と
い
う
の
が
ム
ニ
エ
の
主
張
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ム
ニ
エ
が
歴
史
的
伝
統
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
は
、
そ
こ
に
憲
法
が
存
在
せ

ず
新
た
な
憲
法
の
制
定
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
り
、
単
純
に
伝
統
を
墨
守
す
べ
し
と
い
う
意
味
で
の
伝
統
主

義
で
は
な
い
。

ま
た
、
ム
ニ
エ
は
、
国
王
の
絶
対
的
拒
否
権
の
主
張
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
憲
法
制
定
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
国
王
の
拒
否
権
を
認
め

て
い
な
い
。
国
政
の
中
で
の
国
王
の
位
置
づ
け
は
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
王
と
国
民
の
契
約
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ム
ニ
エ
は
、
過
去
に
王
政
を
選
択
し
た
国
民
の
意
思
を
想
定
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
王
政
を
正
当
化
し
よ
う
と

す
る
が
、
国
王
の
位
置
づ
け
は
国
民
が
新
た
な
決
定
を
す
れ
ば
、
国
王
が
必
ず
し
も
賛
成
し
な
く
と
も
変
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ム

ニ
エ
は
、
立
法
に
際
し
て
国
王
の
裁
可
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
が
、
憲
法
上
、
国
王
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
国
民
が
決
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
憲
法
制
定
に
際
し
て
の
国
王
の
拒
否
権
は
認
め
て
い
な
い
。
ム
ニ
エ
の
言
う
国
王
の
裁
可
権
、
一

般
に
言
わ
れ
る
拒
否
権
と
い
う
も
の
は
憲
法
の
定
め
に
従
っ
て
法
律
を
制
定
す
る
際
の
問
題
で
あ
る
。
憲
法
が
国
民
と
国
王
と
の
契
約
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
国
王
の
同
意
な
し
に
憲
法
は
制
定
で
き
な
い
が
、
最
終
的
に
は
ム
ニ
エ
は
国
民
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
が
憲
法
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
国
王
と
国
民
と
の
共
同
作
業
が
事
実
上
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
超
え
て
、
契
約
論
的
と
い
う
言
葉
が
国
王
の

同
意
な
し
に
憲
法
が
で
き
な
い
と
言
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
と
き
に
は
、
こ
れ
は
ム
ニ
エ
の
議
論
か
ら
は
乖
離
し
た
理
解
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う（

70
）

。

ム
ニ
エ
は
確
か
に
王
政
の
支
持
者
で
あ
る
が
、
ム
ニ
エ
が
議
員
と
し
て
活
動
し
て
い
た
時
期
に
、
王
政
を
倒
す
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
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な
政
治
的
プ
ラ
ン
と
し
て
考
え
て
い
た
者
は
い
な
い
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
ム
ニ
エ
が
国
王
に
大
き
な
権
限
を
認
め
よ
う
と
し
た
の

は
、
国
王
と
二
院
制
の
議
会
が
相
互
に
牽
制
し
合
う
こ
と
を
通
じ
て
国
民
の
意
思
を
適
切
に
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
ム
ニ
エ
が
国
王
の
裁
可
権
を
主
張
し
た
の
は
、
単
純
に
伝
統
的
な
絶
対
王
政
を
守
ろ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
、

王
政
支
持
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
直
ち
に
反
革
命
の
保
守
主
義
に
つ
な
が
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

（
１
）

ム
ニ
エ
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
、Jean

E
G

R
E

T
,La

révolution
des

notables
:

M
ounier

etm
onarchiens,Paris,A

rm
and

C
olin,1950

;

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
。E

G
R

E
T

の

研
究
は
、
一
七
八
九
年
の
革
命
の
時
期
に
限
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
ム
ニ
エ
の
研
究
と
し
て
は
現
在
で
も
な
お
ま
ず
参
照
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

岡
本
は
、
ム
ニ
エ
に
つ
い
て
、「
絶
対
的
拒
否
権
の
提
唱
者
す
な
わ
ち
反
革
命
派
」
と
し
て
片
付
け
る
に
は
重
厚
す
ぎ
る
存
在
で
あ
る
」（
一
頁
）
と
述
べ
、

一
方
で
シ
ェ
イ
エ
ス
の
議
論
と
も
、
ま
た
他
方
で
「
王
政
派
」
と
さ
れ
る
マ
ル
エ
ら
と
も
異
な
っ
た
考
え
を
持
ち
、
討
議
の
自
由
、
個
人
の
自
由
を
守
ろ
う

と
す
る
ム
ニ
エ
の
思
想
の
繊
細
さ
を
指
摘
す
る
（
一
九
頁
）。
こ
こ
で
は
、
単
純
な
王
政
派
の
首
領
と
し
て
の
ム
ニ
エ
像
を
超
え
た
ム
ニ
エ
の
思
想
的
側
面

が
、
革
命
期
の
政
治
状
況
と
の
関
わ
り
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
ム
ニ
エ
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
の
基
本
と
な
る
研
究
で
あ
る
。

（
１
）
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ム
ニ
エ
の
発
言
に
は
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
。
一
例
と
し
て
、
深
瀬
忠
一
「
一
七

八
九
年
人
権
宣
言
研
究
序
説
（
一
）
〜
（
四
）」（
北
大
法
学
論
集
、
一
四
巻
三
・
四
号
、
一
五
巻
一
号
、
一
八
巻
三
号
、
四
〇
巻
一
号
、
一
九
六
四
〜
一
九

八
九
）、
稲
本
洋
之
助
「
一
七
八
九
年
の
『
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣
言
』
―
そ
の
市
民
革
命
に
お
け
る
位
置
づ
け
―
」（
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編

『
基
本
的
人
権
三
　
歴
史
二
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
）、
澤
登
文
治
『
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
の
精
神
』
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、

一
七
八
九
年
五
月
の
三
部
会
招
集
か
ら
九
月
の
国
王
の
権
限
に
つ
い
て
の
議
論
を
ま
と
め
た
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
『
憲
法
』
と
そ
の
正
当
性
」

（
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
、
第
六
二
巻
四
号
、
二
〇
一
三
年
よ
り
連
載
中
）
も
あ
わ
せ
て
参
照
し
て
も
ら
え
る
と
幸
い
で
あ
る
。

（
２
）

N
ouvelles

observations
sur

les
É

tats-G
énéraux

de
F

rance
par

M
.

M
ounier,

Secrétaire
des

É
tats

de
la

P
rovince

de
D

auphiné,
1789

;

C
onsidérations

sur
les

gouvernem
ents,et

principalem
ent

sur
celui

qui
convient

à
la

F
rance

par
M

.M
ounier,V

ersailles,1789 .

二
つ
の
著
作
の
出
版

時
期
に
つ
い
て
は
、E

G
R

E
T

,
La

révolution
des

notables,
p.31 ,

p.122 ,
n.63

を
参
照
。
こ
の
間
、
政
治
状
況
も
ム
ニ
エ
の
お
か
れ
て
い
る
立
場
も
大
き
く

変
化
し
て
お
り
、
二
つ
の
著
作
を
読
み
解
い
て
ゆ
く
に
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
変
化
も
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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（
３
）

cf.
Paul

B
A

ST
ID

,
L'idée

de
C

onstitution,
Paris,

E
conom

ica,1985 ,
pp.146 -148

;
Pierre

D
U

C
L

O
S,

La
notion

de
constitution

dans
l'oeuvre

de

l'A
ssem

blée
C

onstituante
de

1789 ,Paris,D
alloz,1932 ,pp.40 -53 .D

U
C

L
O

S

は
理
論
家
ム
ニ
エ
と
政
治
家
ム
ニ
エ
と
の
齟
齬
を
指
摘
し
、
ま
たB

A
ST

ID
も
ム
ニ
エ
の
伝
統
主
義
的
・
契
約
論
的
側
面
と
法
の
支
配
と
い
う
観
点
を
異
な
っ
た
側
面
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
４
）

N
ouvelles

observations.

（
５
）

N
ouvelles

observations,p.45 .

（
６
）

N
ouvelles

observations,
pp.25 -26 .

ム
ニ
エ
はp.24

で
こ
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
・
ベ
ル
に
よ
る
最
初
の
三
部
会
の
開
催
を
一
三
〇
一
年
四
月
と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
一
三
〇
二
年
四
月
で
あ
ろ
う
。

（
７
）

N
ouvelles

observations,pp.28 -30 .

（
８
）

N
ouvelles

observations,p.30 .

（
９
）

N
ouvelles

observations,
pp.32 -33 .

こ
の
一
三
五
五
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
後
に
ラ
リ
ー
＝
ト
ラ
ン
ダ
ー
ル
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ

に
も
匹
敵
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
大
憲
章
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（cf.

Isam
bert

et
als.,

R
ecueil

général
des

anciennes
lois

françaises,
t.4 ,

p.734 .

）。

（
10
）

N
ouvelles

observations,pp.36 -37 .

（
11
）

N
ouvelles

observations,p.43 .

（
12
）

N
ouvelles

observations,p.45 .

（
13
）

N
ouvelles

observations,p.49 .

（
14
）

N
ouvelles

observations,pp.53 -54 .

（
15
）

N
ouvelles

observations,pp.57 -58 .

（
16
）

N
ouvelles

observations,p.69 .

（
17
）

N
ouvelles

observations,p.53 .

（
18
）

N
ouvelles

observations,p.61 .

（
19
）

N
ouvelles

observations,pp.69 -77 .

（
20
）

N
ouvelles

observations,pp.80 -81 .
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（
21
）

N
ouvelles

observations,
pp.81 -84 .

ガ
ル
ニ
エ
の
記
録
が
、
三
部
会
は
身
分
毎
に
審
議
す
る
の
が
当
然
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
ム
ニ
エ
は
、
こ

れ
は
一
四
八
三
年
の
三
部
会
で
部
会
毎
に
別
れ
て
審
議
し
た
こ
と
を
身
分
毎
に
別
れ
て
審
議
し
た
こ
と
と
混
同
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
直
接
的
に

は
こ
う
し
た
誤
解
が
誤
っ
た
手
続
き
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
て
い
る
が
、
ガ
ル
ニ
エ
も
ま
た
、
身
分
毎
の
審
議
よ
り
も
全
体
で
一
つ
の
決
定
を
す
る
必
要
を

感
じ
て
い
る
の
だ
と
も
主
張
す
る
。
ま
た
、
大
法
官
オ
ピ
タ
ル
も
、
開
会
式
の
翌
日
、
全
体
で
審
議
を
行
お
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
影
響
力
の
低
下
を

恐
れ
た
改
革
宗
教
の
一
派
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
た
の
だ
と
も
言
う
（N

ouvelles
observations,pp.85 -87

）。

（
22
）

N
ouvelles

observations,pp.87 -88 .

（
23
）

N
ouvelles

observations,p.139 .

（
24
）

N
ouvelles

observations,p.147 ,148 .

（
25
）

N
ouvelles

observations,pp.150 -151 .

（
26
）

N
ouvelles

observations,p.155 .

（
27
）

N
ouvelles

observations,p.156 .

（
28
）

N
ouvelles

observations,p.166 .

（
29
）

N
ouvelles

observations,p.178 .

（
30
）

N
ouvelles

observations,p.182 .

（
31
）

N
ouvelles

observations,
pp.184 -218 .

こ
こ
で
ム
ニ
エ
は
、
地
域
や
身
分
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
的
社
会
的
団
体
の
特
権
が
、
個
別
利
害
の
主
張
を
可

能
に
し
、
憲
法
制
定
を
阻
害
し
て
い
る
こ
と
を
、
地
域
的
団
体
と
社
会
的
団
体
の
持
つ
特
権
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
章
を
当
て
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
32
）

N
ouvelles

observations,
pp.218 -219 .

こ
こ
で
ム
ニ
エ
は
、
憲
法
が
国
民
と
君
主
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
箇
所
は
代
表
の
選
出

方
法
に
つ
い
て
論
じ
る
一
章
で
あ
り
、
国
王
の
具
体
的
な
権
限
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
国
王
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
八
月
に
出
版
さ
れ

る
『
考
察
』
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
箇
所
を
、
ム
ニ
エ
が
国
王
と
国
民
の
契
約
と
し
て
憲
法
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
に
す
る
の
は
、

根
拠
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。

（
33
）

N
ouvelles

observations,
p.219 .

周
知
の
よ
う
に
、
シ
ェ
イ
エ
ー
ス
は
「
第
三
身
分
と
は
何
か
」
に
お
い
て
、
第
三
身
分
こ
そ
が
す
べ
て
で
あ
る
と
言
い
、

特
権
身
分
は
特
権
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
共
通
の
法
に
従
わ
な
い
異
邦
人
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
ま
た
、
六
月
の
国
民
議
会
の
設
置
の
布
告
で
は
、

第
一
身
分
と
第
二
身
分
の
代
表
が
不
在
で
あ
る
こ
と
を
、
若
干
の
階
級
の
代
表
が
出
席
し
て
い
な
い
と
言
う
形
で
表
現
し
、
国
民
の
九
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
代
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表
が
出
席
し
て
い
る
と
し
て
国
民
議
会
の
設
置
を
宣
言
す
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
、
身
分
に
基
づ
く
三
部
会
か
ら
国
民
一
人
一
人
を
基
礎
と
す
る
国
民
議
会

へ
と
、
そ
の
性
格
の
原
理
的
な
変
更
を
表
現
す
る
者
で
あ
る
が
、
ム
ニ
エ
の
表
現
は
、
そ
こ
ま
で
の
根
本
的
な
変
更
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
三
部
会

を
論
じ
る
と
き
に
「
身
分
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
こ
れ
ま
で
の
三
部
会
の
基
本
的
な
あ
り
方
を
承
認
し
た
上
で
議
論
を
展
開
し
て

い
る
も
の
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

（
34
）

N
ouvelles

observations,pp.220 -221 .

（
35
）

N
ouvelles

observations,p.222 .

（
36
）

N
ouvelles

observations,pp.225 -226 .

（
37
）

N
ouvelles

observations,p.229 .

（
38
）

N
ouvelles

observations,pp.230 -231 .

（
39
）

N
ouvelles

observations,p.232 .

（
40
）

N
ouvelles

observations,pp.241 -242 .

（
41
）

N
ouvelles

observations,p.242 .

（
42
）

N
ouvelles

observations,pp.244 -245 .

（
43
）

N
ouvelles

observations,p.249 .

（
44
）

N
ouvelles

observations,p.251 .

（
45
）

N
ouvelles

observations,pp.264 -265 .

（
46
）

N
ouvelles

observations,pp.267 -268 .

（
47
）

N
ouvelles

observations,p.271 .

（
48
）

C
onsidérations,pp.5 -6 .

（
49
）

C
onsidérations,pp.6 -7 .

（
50
）

C
onsidérations,p.7 .

（
51
）

C
onsidérations,

pp.7 -10 .

こ
こ
で
ム
ニ
エ
は
、
一
人
の
専
制
よ
り
も
む
し
ろ
多
数
の
専
制
に
し
た
い
し
て
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
ム
ニ
エ
は
、

E
xpose

de
la

conduite
de

M
.M

ounier
dans

l'A
ssem

blée
nationale

etdes
m

otifs
de

son
retour

en
D

auphiné,Paris,1789 ,p.36

で
、C

onsidération

が
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民
主
派
の
怒
り
を
か
き
た
て
た
と
述
べ
て
お
り
、
多
数
派
の
専
制
と
い
う
見
方
に
は
こ
の
時
期
の
ム
ニ
エ
の
経
験
も
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
議
論
の
中
で
ム
ニ
エ
が
恐
れ
る
の
は
、
多
数
派
の
無
思
慮
で
感
情
的
な
意
思
で
あ
る
。
法
律
は
本
文
で
も
触
れ
た
よ
う
に
冷
静
で
熟
慮
さ
れ
た
意
思
に
よ

っ
て
作
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
多
数
は
考
え
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
情
熱
的
・
感
情
的
意
思
が
示
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
暴
力
的
な
党
派
だ
け
が
意
見
を

聞
い
て
も
ら
え
る
。
こ
う
し
た
無
思
慮
で
感
情
的
・
情
熱
的
な
多
数
が
動
い
て
い
る
と
き
に
は
誰
も
自
由
を
享
受
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
多
数
は
、
自
分
が

犠
牲
者
に
な
る
ま
で
専
制
権
力
を
支
持
し
続
け
、
多
数
の
専
制
が
、
最
終
的
に
は
一
人
の
人
間
の
専
制
に
帰
着
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
、
と
い
う
の
が
ム

ニ
エ
の
見
方
で
あ
る
。
ム
ニ
エ
の
多
数
の
専
制
と
い
う
見
方
は
、
し
か
し
こ
の
時
期
十
分
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
憲
法
を
め
ぐ
る
議
論
で
も
、
ム
ニ

エ
は
代
表
と
国
王
に
よ
る
国
民
意
思
の
形
成
を
考
え
、
直
接
民
主
制
的
な
考
え
方
に
は
反
対
す
る
が
、
そ
れ
は
議
会
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
ム
ニ
エ
は

代
表
制
に
よ
る
国
民
意
思
形
成
を
考
え
る
シ
ェ
イ
エ
ス
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
で
あ
る
が
、
直
接
民
主
制
的
な
制
度
に
は
反
対
す
る
と
い
う
点
で
シ
ェ
イ

エ
ス
と
も
共
通
の
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
国
民
議
会
で
は
ム
ニ
エ
も
シ
ェ
イ
エ
ス
も
、
と
も
に
支
持
さ
れ
ず
、
直
接
民
主
制
的
な
側
面
を
持
っ
た
議
論
が

主
流
と
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
後
の
恐
怖
政
治
を
準
備
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
52
）

C
onsidérations,

p.10 .

こ
こ
で
ム
ニ
エ
は
、「
情
熱
」
に
抗
す
る
も
の
と
し
て
法
律
を
考
え
て
お
り
、「
情
熱
」
に
よ
っ
て
法
の
執
行
が
左
右
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
法
律
は
法
律
の
名
に
値
し
な
い
抑
圧
的
な
も
の
に
な
る
と
言
う
。
こ
こ
で
の
「
情
熱
」
に
抗
す
る
も
の
と
し
て
の
法
律
と
い
う
見
方
も
、
無
思
慮
で

感
情
的
情
熱
的
な
多
数
の
専
制
へ
の
批
判
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
53
）

C
onsidérations,p.11 .

（
54
）

C
onsidérations,

pp.12 -16 .

こ
こ
で
ム
ニ
エ
は
、
直
接
民
主
制
が
不
可
能
な
理
由
と
し
て
、
人
数
が
多
く
な
れ
ば
、
決
定
も
混
乱
の
中
で
行
わ
れ
る
こ

と
が
多
く
な
り
、
議
論
を
し
て
も
問
題
点
が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
十
分
に
考
え
る
こ
と
も
さ
れ
な
い
こ
と
、
多
数
者
を
喜
ば
せ

る
よ
う
な
意
見
に
反
対
す
れ
ば
公
的
な
怒
り
を
買
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
こ
と
も
出
て
く
る
こ
と
、
貧
富
の
差
が
大
き
い
と
こ
ろ
で
は
、
貧
し
い
者

は
公
的
問
題
に
つ
い
て
関
心
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
公
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
政
府
は
豊
か
な
者
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ

か
ね
な
い
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
単
純
に
人
数
が
多
く
な
れ
ば
理
性
的
な
議
論
が
困
難
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
貧
富
の
差
が
大
き
い
と
こ
ろ

で
は
、
貧
し
い
者
が
十
分
に
影
響
力
を
行
使
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
直
接
民
主
制
に
反
対
す
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
代
表
制
は
、

貧
富
の
差
を
調
和
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
ム
ニ
エ
に
と
っ
て
は
、
立
法
権
は
財
産
の
な
い
人
間
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
の
は
財
産
の
な

い
人
間
は
十
分
な
時
間
が
無
く
啓
蒙
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
々
は
徳
の
価
値
は
わ
か
る
。
人
々
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
も
の
は
通
常
は
信

頼
に
値
す
る
人
物
で
あ
る
。
豊
か
な
者
も
、
貧
し
い
者
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
調
和
的
な
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
。
代
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表
制
は
豊
か
な
者
と
、
生
き
る
た
め
に
働
く
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
者
と
の
友
愛
の
絆
を
築
く
も
の
で
も
あ
る
。
自
由
に
代
表
が
選
ば
れ
る
国
で
は
、
習
俗
は

比
較
的
堕
落
す
る
こ
と
は
な
く
贅
沢
も
あ
ま
り
過
度
に
は
な
ら
な
い
、
と
ム
ニ
エ
は
論
じ
る
。

（
55
）

C
onsidérations,pp.16 -18 .

（
56
）

C
onsidérations,pp.18 -21 .

（
57
）

C
onsidérations,pp.21 -22 .

（
58
）

C
onsidérations,p.25 .

（
59
）

C
onsidérations,p.28 .

（
60
）

こ
こ
で
具
体
的
な
基
準
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
八
月
三
一
日
に
憲
法
委
員
会
と
し
て
提
案
さ
れ
る
草
案
で
は
、
一
七
九
一
年
憲
法
と
同
じ
よ
う
な
三
日

の
労
働
相
当
の
直
接
税
を
納
め
て
い
る
こ
と
と
い
う
規
定
が
見
ら
れ
る
（A

.P.t.8 ,p.523

）。
こ
の
三
労
働
日
相
当
の
直
接
税
と
い
う
基
準
を
ど
う
見
る
か
に

つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
が
、
ム
ニ
エ
は
極
端
な
貧
困
状
態
に
あ
る
者
を
除
い
て
、
で
き
る
だ
け
広
く
選
挙
権
を
認
め
る
と
い
う

考
え
か
ら
こ
う
し
た
基
準
を
提
案
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
61
）

C
onsidérations,pp.28 -29 .

（
62
）

C
onsidérations,pp.29 -30 .

（
63
）

C
onsidérations,p.32 .

（
64
）

C
onsidérations,pp.33 -34 .

（
65
）

本
稿
第
二
章
最
初
の
引
用
を
参
照
。

（
66
）

C
onsidérations,

p.38 .

ま
た
議
会
の
議
論
の
中
で
ム
ニ
エ
は
、「
国
王
は
憲
法
に
与
え
る
同
意
は
持
っ
て
い
な
い
。
国
王
は
王
国
以
前
に
あ
る
（11

septem
bre

1789 ,A
P.8 ,

p.611

）」
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
の
意
味
は
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
国
王
が
、
憲
法
を
制
定
に
事
実
上
い
っ
た

ん
同
意
し
て
手
続
を
始
め
れ
ば
、
国
王
の
権
限
を
定
め
る
の
は
こ
の
憲
法
で
あ
り
、
ま
た
王
国
は
憲
法
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
法
的
に
存
在

す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
国
王
は
同
意
云
々
を
問
題
と
す
る
法
的
権
限
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
憲
法
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
自
由
を
享
受
す
べ
き
国
民
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
国
王
は
た
と
え
自
分
に
と
っ
て
不
都
合
と
思

わ
れ
る
条
文
が
あ
っ
て
も
、
国
民
が
そ
れ
に
同
意
し
な
い
限
り
国
王
の
側
で
こ
れ
を
拒
否
す
る
手
段
を
持
た
な
い
と
い
う
の
が
ム
ニ
エ
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

国
民
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
る
の
が
憲
法
で
あ
り
、
憲
法
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
べ
き
国
王
の
側
が
自
由
に
そ
の
内
容
を
定
め
ら
れ
る
と
い
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う
の
で
は
国
民
の
自
由
の
保
障
に
つ
な
が
ら
な
い
。
法
律
に
つ
い
て
は
、
既
に
憲
法
に
し
た
が
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
違
反
と
な
ら
な
い
限
り
、

国
民
の
長
と
し
て
の
国
王
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
わ
か
り
に
く
い
議
論
で
あ
り
、
実
際
に
ム
ニ
エ
の
こ
の
論
法
は
立
憲
議
会
で
は
十
分

に
理
解
さ
れ
ず
、
支
持
者
も
ほ
と
ん
ど
い
な
い
が
、
憲
法
と
法
律
の
相
違
を
考
え
る
と
ム
ニ
エ
の
議
論
も
そ
れ
な
り
に
根
拠
の
あ
る
議
論
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

（
67
）

C
onsidérations,pp.40 -41 .

（
68
）

C
onsidérations,p.42 .

（
69
）

C
onsidérations,pp.49 -56 .

（
70
）

革
命
前
の
著
作
『
フ
ラ
ン
ス
三
部
会
に
つ
い
て
の
新
た
な
考
察
』
で
は
、
国
民
と
君
主
の
協
働
に
よ
っ
て
憲
法
が
作
ら
れ
る
か
の
よ
う
な
表
現
は
見
ら
れ

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
国
王
の
憲
法
制
定
に
関
す
る
権
限
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
八
月
の
『
統
治
機
構
に
関
す
る
考
察
』
で
は
、

最
終
的
な
決
定
権
は
国
民
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
国
王
が
憲
法
制
定
に
際
し
て
一
定
の
提
案
を
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

て
い
て
も
、
そ
う
し
た
案
を
採
択
す
る
か
ど
う
か
の
最
終
的
な
権
限
は
国
民
に
留
保
さ
れ
て
い
る
。
実
際
上
ム
ニ
エ
は
王
政
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

「
国
民
は
真
の
君
主
制
原
理
を
侵
害
す
る
意
図
は
無
く
、
君
主
制
が
将
来
恣
意
的
な
権
力
に
堕
落
し
な
い
よ
う
に
そ
の
限
界
を
画
し
て
お
く
こ
と
だ
け
を
望

ん
で
い
る
」
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
「
国
民
議
会
は
選
挙
人
に
よ
っ
て
国
王
の
権
威
を
尊
重
す
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」（C

onsidérations,
p.37

）
か
ら

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
君
主
は
、
一
定
の
力
を
持
っ
て
す
で
に
実
際
上
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
君
主
制
は
国
民
の
選
択
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
君
主
と
国
民
の
契
約
と
い
う
形
で
憲
法
制
定
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
70
）
契
約
論
的
・
伝
統
主
義
的
な
憲
法
論
と
い
う
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
はD

U
C

L
O

S

も
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
を
し
て
い
る
が
、D

U
C

L
O

S

の
議
論

は
憲
法
制
定
と
立
法
を
か
な
ら
ず
し
も
厳
密
に
区
別
し
て
お
ら
ず
、
立
法
に
関
す
る
国
王
の
拒
否
権
を
憲
法
制
定
手
続
に
ま
で
拡
大
し
て
理
解
し
て
い
る
感

が
あ
り
、
こ
の
点
が
本
稿
の
注
３
で
触
れ
た
よ
う
な
、
理
論
家
ム
ニ
エ
と
政
治
家
ム
ニ
エ
の
分
裂
と
い
う
捉
え
方
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
同
様
に
、B

A
ST

ID

も
ま
た
、
ム
ニ
エ
の
憲
法
論
の
伝
統
主
義
的
・
契
約
論
的
側
面
と
法
の
支
配
と
い
う
側
面
が
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
も
の
と
捉
え
て
い

る
。
し
か
し
、
ム
ニ
エ
の
議
論
は
、
過
去
の
国
民
の
決
定
と
し
て
王
政
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
伝
統
主
義
的
な
面
も
持
っ
て
い
る
が
、
過
去
の
国

民
の
決
定
は
、
現
在
の
国
民
の
決
定
に
よ
っ
て
覆
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
過
去
の
国
民
の
決
定
は
、
現
在
の
国
民
が
変
更
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
憲
法
制
定
に
国
王
の
拒
否
権
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
仮
に
国
民
が
共
和
政
と
い
う
選
択
を
す
れ
ば
、
国
王
は
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
は
ず
で
あ
る
。
国
民
の
意
思
を
基
盤
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
憲
法
理
論
や
立
法
に
関
す
る
手
続
を
考
え
て
い
る
と
見
れ
ば
、
ム
ニ
エ
の
議
論
も
一
貫
性
を
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持
っ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

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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