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「
台
湾
ひ
ま
わ
り
学
運
」
に
お
け
る
民
主
主
義
と

法
の
支
配

の
相
剋

菅

原

寧

格

は
じ
め
に

二
〇
一
四
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
約
一
ヶ
月
近
く
も
の
間
、
台
湾
の
学
生
た
ち
が
立
法
院
を
占
拠
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

こ
の
間
の
学
生
た
ち
が
取
っ
た
行
動
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
国
家
機
関
の
不
法
占
拠
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
立
法
院
の
機
能
が

ス
ト
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な
り
、
馬
英
九
国
民
党
政
権
は
政
治
的
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
負
の
面
が
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
台
湾
に
お
い
て
は
、
著
名
人
や
知
識
人
を
は
じ
め
と
す
る
非
常
に
多
く
の
人
々
が
、
今
回
の
学
生
た
ち
の
活
動
に
対
す
る
惜

し
み
無
い
支
援
を
表
明
し
、
占
拠
を
支
え
る
た
め
に
必
要
な
援
助
を
し
続
け
た
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
そ
の
終
わ
り
は
、
反
政

府
的
な
見
解
を
表
明
す
る
運
動
に
お
い
て
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
流
血
の
「
惨
事
」
に
よ
っ
て
迎
え
た
の
で
は

１
）

な
く
、
占
拠
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し
て
い
た
側
の
当
事
者
で
あ
る
学
生
た
ち
の
、
自
主
的
な
判
断
に
基
づ
く
撤
収
に
よ
っ
て
、
幕
を
閉
じ
た
。

こ
の
一
連
の
事
件
は
、
日
本
で
は
「
台
湾
ひ
ま
わ
り

２
）

学
運
」
と
し
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
な
っ
た
。
学
生
た
ち
が
運
動
を
起
こ
し
た
背

景
に
は
、
海
峡
両
岸
サ
ー
ビ
ス
協
定
の
批
准
に
関
わ
る
審
議
を
め
ぐ
っ
て
、
政
権
与
党
の
側
に
手
続
上
の
問
題
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て

３
）

い
る
。

つ
ま
り
、
馬
総
統
の
率
い
る
国
民
党
政
権
が
、
中
国
大
陸
の
共
産
党
政
府
と
の
関
係
を
重
視
す
る
政
策
過
程
の
一
環
と
し
て
、
本
協
定
の

批
准
を
取
り
上
げ
た
議
会
で
の
審
議
を
一
方
的
に
打
ち
切
り
裁
決
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
学
生
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
政
権
側

の
強
引
な
政
治
手
法
に
対
し
て
「
No
」
を
突
き
つ
け
、
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
民
主
的
に
著
し
く
不
当
で
あ
る
と
い
っ
た
観
点
か
ら
抗
議
の

デ
モ
を
起
こ
し
、
最
終
的
に
立
法
院
の
占
拠
へ
と
至
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で

４
）

あ
る
。

だ
が
、
こ
の
「
台
湾
ひ
ま
わ
り
学
運
」
が
他
の
学
生
運
動
と
は
違
っ
て
、
な
ぜ
か
く
も
興
味
を
引
く
問
題
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
な
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
今
回
の
学
生
運
動
に
関
し
て
こ
れ
を
敢
え
て
主
題
と
し
て
論
じ
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
こ
の
問
題
が
十
分
に
論
じ
る
に
値
す
る
も
の
で

あ
る
理
由
に
つ
き
、
次
の
三
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
に
、
何
よ
り
も
気
に
な
る
の
は
、
な
ぜ
立
法
院
を
占
拠
し
た
学
生
た
ち
に
対
し
て
支
援
の
声
が
多
く
集
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
は
、
立
法
院
と
い
う
国
家
機
関
を
不
法
占
拠
し
国
政
が
空
転
し
て
し
ま
う
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
支
援
の
声
が
多
く
届
い
た
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
回
の
運
動
に
お
け
る
学
生
側
の
言
い
分
に
は
十

分
な
説
得
力
が
あ
っ
て
、
そ
の
主
張
や
行
動
は
妥
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
理
解

で
適
切
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
学
生
た
ち
に
よ
る
デ
モ
活
動
か
ら
始
ま
る
一
連
の
立
法
院
占
拠
へ
と
至
る
運
動
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
正
し
い
行
動
と
し
て
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
も
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
一
に
掲
げ
た
問
題
と
も
関
わ
る
が
、
全
国
的
に
支
援
の
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声
が
多
く
集
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
確
か
に
彼
ら
の
行
動
は
民
主
的
に
「
正
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
は
あ

る
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
法
的
な
観
点
か
ら
み
て
余
計
に
気
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
な
ぜ
、
そ
れ
が
正
義
に
か
な
う
行
動
で
あ
っ

た
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
立
法
院
を
占
拠
す
る
こ
と
が
不
法＝

違
法
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
学
生
た
ち
の
行

動
は
「
正
し
い
」
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
論
じ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
し
て
第
三
に
、
こ
の
「
ひ
ま
わ
り
学
運
」
を
通
じ
て
露
わ
に
な
っ
た
台
湾
の
政
治
状
況
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
捉
え
、
評
価
し
得
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
も
問
題
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
今
回
の
事
件
の
顚
末
は
台
湾
に
お
け
る
民
主
主
義
の
成

熟
を
示
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
限
界
を
露
呈
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
う

考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
と
い
う
点
は
、
や
は
り
問
題
と
し
て
残
る
こ
と
に

５
）

な
る
。

そ
こ
で
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
に
対
す
る
検
討
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
民
主
的
な
政
治
運
動
と
し
て
現
わ
れ
た
今
回
の
「
台
湾
ひ
ま
わ

り
学
運
」
を
め
ぐ
っ
て
現
わ
れ
た
、
民
主
主
義
と
法
の
支
配
を
め
ぐ
る
法
哲
学
的
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た

い
。

１．

立
法
院
の
占
拠＝

「
市
民
的
不
服
従
」？

二
〇
一
四
年
三
月
一
七
日
、
海
峡
両
岸
サ
ー
ビ
ス
貿
易
協
定
の
批
准
に
関
す
る
審
議
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
与
党
が
時
間
切
れ
を
理

由
と
し
て
一
方
的
に
審
議
を
打
ち
切
っ
た
こ
と
に
対
し
て
反
発
の
声
が
広
が
り
、
三
月
一
八
日
夜
に
は
学
生
た
ち
の
デ
モ
隊
が
立
法
院
に

進
入
し
議
場
を
占
拠
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
学
生
た
ち
の
行
動
が
、
与
党
の
議
会
運
営
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
与
党
が
正
当
な
手
続
き
に
則
っ
て
議
事
を
進
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
い
わ
ば
議
会
運
営
に
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お
け
る
手
続
面
で
の
正
当
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
立
法
院
の
状
況
に
対
し
て
、
問
題
を
提
起
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず

は
こ
の
時
点
で
の
学
生
た
ち
の
要
求
が
、正
当
な
手
続
に
則
っ
て
、サ
ー
ビ
ス
協
定
に
関
す
る
審
議
を
丁
寧
に
行
う
べ
し
と
い
う
点
に
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
彼
ら
の
こ
う
し
た
要
求
活
動
を
通
じ
て
、
立
法
院
で
は
不
当

な
手
続
の
下
で
の
サ
ー
ビ
ス
協
定
が
批
准
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
だ
し
、
何
よ
り
も
政
権
与
党
に
よ
る
議

会
運
営
の
不
当
さ
を
糾
弾
す
る
学
生
た
ち
の
行
動
は
、
台
湾
の
人
々
の
良
心
を
激
し
く
揺
さ
ぶ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ

る
。し

か
し
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
政
権
与
党
は
学
生
た
ち
の
強
制
排
除
に
踏
み
切
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
理
由
を
考
え
る
こ

と
は
で
き
よ
う
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
強
制
力
を
も
っ
て
排
除
す
る
こ
と
に
対
し
て
国
民
が
さ
ら
に
反
発
し
、
政
権
に
対

す
る
支
持
率
の
急
激
な
低
下
を
及
ぼ
す
よ
う
な
事
態
を
避
け
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
心
配
を

せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
人
た
ち
が
今
回
の
学
生
た
ち
の
行
動
に
対
す
る
支
援
を
次
々
と
表
明
し
て
い
た
こ
と
は
確
か

だ
が
、
物
理
的
強
制
力
を
用
い
な
い
こ
と
で
政
権
側
は
平
和
的
で
民
主
的
な
解
決
方
法
を
懸
命
に
模
索
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
っ
た
ソ
フ

ト
な
政
権
運
営
を
ア
ピ
ー
ル
し
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
暴
力
的
で
非
民
主
的
な
行
動
を
起

こ
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
学
生
側
で
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
三
月
二
三
日
に
一
部
の
学
生
が
行
政
院
に
も
突
入
し
た
翌
二
四
日
、
政
府
は
警
察
を
投
入
し
立
て
こ
も
る
学
生
た
ち

を
強
制
的
に
排
除
し
多
く
の
負
傷
者
や
逮
捕
者
を
出
し
た
こ
と
も
含
め
て
考
え
直
し
て
み
る
と
、
立
法
院
長
で
あ
る
王
金
平
の
許
可
さ
え

得
ら
れ
れ
ば
、
政
権
側
は
い
つ
で
も
警
察
に
突
入
で
き
る
準
備
を
整
え
さ
せ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
馬
総
統
に
と
っ
て
も
、

学
生
を
は
じ
め
と
す
る
今
回
の
国
民
の
反
発
が
単
な
る
議
会
運
営
上
の
手
続
的
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
サ
ー
ビ
ス
協
定
の
批
准
や
対
中
政

策
を
め
ぐ
る
み
ず
か
ら
の
政
治
的
決
定
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
事
態
を
敏
感
に
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察
知
し
た
馬
総
統
は
、
議
場
占
拠
を
め
ぐ
る
一
連
の
事
件
に
対
す
る
責
任
を
、
党
内
で
は
み
ず
か
ら
に
次
ぐ
有
力
者
で
あ
る
と
同
時
に
政

治
的
に
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
王
立
法
院
長
の
判
断
に
委
ね
て
し
ま
お
う
と
す
る
戦
術
を
と
っ
た
、
つ
ま
り
、
政
府
の
最
高
責
任
者
で
あ

る
総
統
み
ず
か
ら
が
政
治
的
責
任
を
取
る
こ
と
を
回
避
し
放
棄
し
た
、
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

た
だ
、
か
よ
う
な
国
民
党
内
部
で
の
馬
英
九
vs.
王
金
平
と
い
う
指
導
者
間
に
お
け
る
政
治
的
駆
け
引
き
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
学
生
た

ち
に
よ
る
議
場
占
拠
と
い
う
行
動
が
不
法＝

違
法
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
法
治
国
家
で
あ
る
台
湾
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
不

法
で
違
法
な
占
拠
が
強
制
的
に
排
除
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
無
数
の
市
民
か
ら
支
持
が
集
ま
っ
て
く
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
彼
ら
の
取
っ

た
行
動
は
、
不
適
切
な
議
会
運
営
に
対
す
る
抵
抗
と
い
う
形
を
取
っ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
議
場
占
拠
と
い
う
不
法＝

違
法
な
行
動

が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
事
態
は
も
は
や
単
に
議
会
運
営
に
お
け
る
手
続
上
の
問
題
で
は
な
く
、
よ
り
重
大

な
不
法＝

違
法
な
問
題
が
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
な
か
で
彼
ら
は
そ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
抗
議
の
声
を
あ
げ
て
い
る
、
そ
の
た
め
の
対

抗
手
段
と
し
て
今
回
の
立
法
院
占
拠
は
十
分
に
許
さ
れ
る
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
支
援
者
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
当
り
前
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
学
生
た
ち
が
行
動
を
起
こ

し
た
当
初
の
理
由
が
正
常
な
議
会
運
営
が
手
続
的
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
第
三
者

の
視
点
か
ら
す
る
と
、
当
初
は
掲
げ
ら
れ
た
活
動
の
正
当
性
を
問
う
と
い
う
問
題
関
心
が
ど
こ
か
の
途
中
で
意
味
を
喪
失
し
｜

少
な
く

と
も
後
退
し
｜

、
手
続
上
の
レ
ベ
ル
の
問
題
を
も
は
や
跳
び
越
え
、
政
治
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
問
題
へ
と
話
が
す
り
替
わ
っ
て
い
っ
て
い

る
か
の
よ
う
に
み
え
な
く
も
な
い
。
こ
う
し
た
事
態
こ
そ
が
注
目
に
値
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
彼
ら
の
抗
議
行
動
が
よ

り
重
大
な
不
法＝

違
法
な
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
体
何
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
学
生
た
ち
の
行
動
は
不
法＝

違
法
な
活
動
で
は
な
い
と
み
な
す
根
拠
と
し
て
、
市
民
に
は
政
府
の
決
定
に
対
し
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て
抵
抗
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
っ
た
形
で
論
を
立
て
、
今
回
の
問
題
を
捉
え
返
し
て
み
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
要
は
端
的
に

政
府
の
政
治
運
営
に
対
す
る
不
信
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
抗
議
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
学
生
た
ち
は
、

は
じ
め
か
ら
市
民
的
不
服
従
の
一
環
と
し
て
抵
抗
す
る
と
い
う
形
を
取
ら
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
取
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題

が
出
て
く
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
学
生
た
ち
が
、
も
し
は
じ
め
か
ら
市
民
的
不
服
従
と
し
て
異
議
申
し
立
て
を
行
っ
て
い
た
と
理
解
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

ロ
ー
ル
ズ
に
よ
る
と
、「
市
民
的
不
服
従
」
と
は
、「
通
常
は
政
府
の
法
や
政
策
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
を
達
成
目
標
と
し
て
為
さ
れ

る
、
公
共
的
で
、
非
暴
力
の
、
良
心
的
で
あ
り
な
が
ら
も
政
治
的
な
、
法
に
反
す
る
行
為
」
で

６
）

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
市
民

的
不
服
従
」
が
対
象
と
す
る
の
は
、「

ほ
ぼ
正
義
に
か
な
っ
た

社
会
、
つ
ま
り
大
部
分
に
お
い
て
よ
く
秩
序
だ
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ

で
も
な
お
か
な
り
深
刻
な
正
義
の
侵
害
が
生
じ
て
し
ま
う
社
会
」
で

７
）

あ
る
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、「
市
民
不
服
従
」
と

は
、「
法
へ
の
忠
誠
の
範
囲
内
で
…
…
法
へ
の
不
服
従
を
表
現
す
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、「
自
ら
の
振
る
舞
い
の
法
的
な
帰
結
を
受
け
入
れ

る
意
欲
を
通
じ
て
、
法
へ
の
忠
誠
が
表
現
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
非
暴
力
の
行
い
と

８
）

な
る
」。
そ
れ
ゆ
え
、
劇
的
に
何
ら
か
の
変

化
が
必
ず
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、「
特
別
な
状
況
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
場
合
で
さ
え
過
度
の
期
待
を
か
け
る
べ
き
で

は
な
い
」
と

９
）

い
う
。

で
は
、
こ
う
し
た
「
市
民
的
不
服
従
」
が
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
と
は
何
か
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
こ
う
し
た
「
市
民
的
不
服
従
」
が
擁
護
さ

れ
る
条
件
に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
す
る
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
第
一
に
、「
政
治
上
の
多
数
派
に
対
す
る
通
常
の
訴
え

か
け
が
す
で
に
誠
意
を
も
っ
て
続
け
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
失
敗
し
て
い
る
」
こ
と
。
第
二
に
、「
矯
正
（
正
義
回
復
）
の
た
め
の
法
的

手
段
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
」こ
と
。
第
三
に
、「
既
存
の
政
党
は
、
少
数
派
の
権
利
要
求
に
対
す
る
無
関
心
を
顕
わ
に
し

て
い
る
こ
と
、
も
し
く
は
少
数
派
の
権
利
要
求
を
受
け
入
れ
る
意
欲
の
欠
如
を
示
し
て
い
る
」こ
と
。
第
四
に
、「
合
法
的
な
抗
議
や
デ
モ
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も
不
首
尾
に
終
わ
っ
て
い
る
」

10
）

こ
と
。

だ
が
、
政
治
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
問
題
は
静
止
し
た
状
態
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
刻
々
と
変
化
す
る
状
況
の
な
か
で
対

応
が
迫
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
そ
れ
で
も
「
市
民
的
不
服
従
」
が
認
め
ら
れ
る
法
的
根
拠
は
何
か
を
問
う
て
み
れ
ば
、

こ
れ
を
福
沢
諭
吉
が
い
う
よ
う
な
「
天
賦
人
権
」
や
自
然
権
の
一
種
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
場
合
に
お
い
て
も
な
お
、
政
府
の
決
定
に
対
す
る
抗
議
を
何
ら
か
の
法
的
権
利
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
適
切
な
の
か
、

と
い
っ
た
問
題
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
眼
前
の
法
を
破
る
こ
と
さ
え
も
辞
さ
な
い
よ
う
な
「
抵
抗
権
」
と
は
｜

た
と
え
こ
れ
を
「
権

利
」と
呼
ぶ
に
せ
よ
｜

、
ど
こ
か
で
既
に
法
律
学
上
の
権
利
概
念
を
超
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
懸

念
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
文
脈
で
「
抵
抗
権
」
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
政
治
的
概
念
と

し
て
の
「
市
民
的
不
服
従
」
を
表
現
す
る
も
の
以
上
で
も
な
け
れ
ば
以
下
で
も
な
い
も
の
と
し
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
い
え
る
と
す
れ
ば
、
困
難
は
い
っ
そ
う
深
刻
な
も
の
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
「
市
民
的
不
服
従
」
が
「
正
し
い
」

と
い
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
い
え
る
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー

ル
ズ
も
、
そ
も
そ
も
少
数
派
に
は
、
通
常
の
政
治
手
続
を
通
じ
て
も
多
数
派
の
意
向
を
改
変
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
も
な
お

合
法
的
手
段
の
み
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
は
な
い
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。「
多
数
派
は
目
に
余
る
ほ
ど
正
義
に

も
と
っ
て
お
り
、
ま
た
あ
か
ら
さ
ま
に
敵
意
の
あ
る
達
成
目
標
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
、
す
で
に
明
ら
か
」で
あ
る
場
合
は
あ
る
か

11
）

ら
だ
。

適
切
な
「
市
民
的
不
服
従
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
今
回
の
「
台
湾
ひ

ま
わ
り
学
運
」
に
お
け
る
学
生
た
ち
の
立
法
院
占
拠
を
そ
の
一
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
の
問
題
は
こ
こ
に

あ
る
。
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法
の
支
配

に
つ
い
て

第
二
の
問
題
は
、
立
法
院
を
占
拠
し
た
学
生
た
ち
の
行
動
に
対
す
る
評
価
に
関
わ
る
。
も
ち
ろ
ん
評
価
を
す
る
際
に
は
第
一
の
問
題
を

踏
ま
え
た
上
で
考
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
学
生
た
ち
が
起
こ
し
た
行
動
は
正
し
か
っ
た＝

正
義
に
か
な
っ
て

い
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が
立
法
府
を
占
拠
し
て
以
来
、
全
国
的
に
学
生
た
ち
を
支
援
す
る
声
が
多
く

集
ま
り
、
三
月
三
〇
日
に
は
政
権
に
対
す
る
大
規
模
な
抗
議
集
会
が
総
統
府
前
で
開
か
れ
た
こ
と
か
ら
み

12
）

る
と
、
彼
ら
の
取
っ
た
行
動
は

間
違
い
な
く
民
主
的
な
支
持
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
「
正
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で

あ
る
。

し
か
し
、
法
的
観
点
か
ら
み
た
際
に
や
は
り
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
立
法
院
の
占
拠
が
不
法＝

違
法
で
あ
っ
た
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
占
拠
と
い
う
不
法＝

違
法
な
行
為
と
の
関
係
に
投
げ
入
れ
て
み
た
と
き
に
、
こ
の
民
主
的
に
「
正
し
い
」
行
動
は
ど
の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。立
法
府
に
よ
る
判
断
は
多
数
者
意
志
に
基
づ
き
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
お
決
ま
り
の
主
張
は
、

少
な
く
と
も
そ
の
主
張
自
体
に
間
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
般
的
に
は
あ
く
ま
で
も
「
正
し
い
」
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
立
法
院
が
と
っ
た
今
回
の
海
峡
両
岸
サ
ー
ビ
ス
貿
易
協
定
審
議
打
ち
切
り
と
い
う
措
置
は
民
主
的
に
「
正
し
い
」
と
い
え
る

だ
け
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
は
い
っ
そ
う
深
刻
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
は
問
題
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
審
議
打
ち
切
り
と
い
う
判
断
を
下
し
た
立
法
院
と
、
そ
れ
に
抗
議
し
た
学
生
と
、
双
方
の
主
張
の
正
当
性
が
こ
こ
で
は

問
題
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
争
点
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
た
め
に
は
、
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
憲
法
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
題
、

す
な
わ
ち
、
立
憲
民
主
主
義
の
政
治
体
制
に
お
け
る
法
の
支
配
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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従
来
、
法
の
支
配
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
が
「
国
王
は
何
人
の
下
に
も
あ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
神
と

法
の
下
に
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
言
葉
を
援
用
し
た
話
を
用
い
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な

意
味
で
の
法
の
支
配
と
い
う
言
葉
を
扱
う
場
合
に
は
、
西
洋
の
近
代
法
を
継
受
し
て
成
立
し
た
立
憲
国
家
と
し
て
の
明
治
期
日
本
や
、
そ

の
延
長
線
上
で
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
日
本
国
憲
法
体
制
、
台
湾
や
韓
国
な
ど
で
み
ら
れ
る
「
民
主
主
義
」
と
い
う
名
の
政
治
制
度
、

そ
の
下
で
成
立
し
た
と
さ
れ
る
司
法
制
度
、
お
よ
び
そ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
社
会
的
文
脈
の
な
か
で
語
ら
れ
る
法
、

と
り
わ
け
憲
法
理
解
に
関
す
る
問
題
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
の
民
主
主
義
諸
国
に
お
い

て
は
、
英
米
流
の
法
の
支
配
の
思
想
を
ド
イ
ツ
に
お
い
て
成
立
し
た
法
治
国
家
の
思
想
と
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
深
刻

な
問
題
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
し
、
こ
の
問
題
を
安
易
に
克
服
し
た
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
重
要
な
事
情
が
控
え

て
い
る
か
ら
で
も

13
）

あ
る
。

と
も
あ
れ
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
治
国
家
思
想
の
特
徴
は
、
形
式
的
に
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
と
は
そ
の
内
容
の
「
正
し
さ
」
と
無

関
係
に
成
立
し
う
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
点
に
あ
っ
た
。
法
律
が
外
面
的
に
み
て
法
律
と
し
て
成
立
し
て

さ
え
い
れ
ば
、
そ
の
内
容
の
正
当
性
は
必
ず
し
も
問
わ
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
い
わ
ば
「
人
治
」
に
対
す
る
「
法
治
」
と
し
て
、

法
律
に
依
拠
し
て
統
治
を
行
う
と
い
う
点
に
重
心
が
置
か
れ
発
展
し
て
き
た
思
想
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
英
米
流
の
法
の

支
配
と
は
、
そ
う
し
た
統
治
を
行
う
際
に
依
拠
す
る
法
律
の
実
質
的
な
「
正
し
さ
」
を
問
う
点
に
こ
そ
、
そ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
ひ
と
ま

ず
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
法
の
支
配
が
「
法
治
」
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
注
意
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
実
際
に
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
法
の
内
容
と
そ
の
手
続
の
公
正
さ
を
要
求
す
る
適
正
手
続
（＝

d
u
e

 
p
ro
cess o

f la
w

）
は
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
も
三
一
条
以
下
で
規
定
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
法
の
支
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配
の
一
端
を
よ
く
示
す
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
現
在
で
は
こ
の
よ
う
な
適
正
手
続
を
め
ぐ
る
問
題
に
加
え
て
、
憲

法
の
最
高
法
規
性
、
権
力
に
よ
っ
て
も
侵
害
さ
れ
な
い
人
権
の
承
認
と
保
障
、
司
法
の
独
立
お
よ
び
違
憲
審
査
権
の
尊
重
な
ど
が
法
の
支

配
の
重
要
な
要
素
と
し
て
数
え
ら
れ
て
も

14
）

い
る
。
だ
が
、「
法
治
」（＝
ru
le b

y la
w

）
の
思
想
が
ド
イ
ツ
の
法
治
国
家
論
に
由
来
す
る
も

の
で
、
そ
れ
が
明
治
期
日
本
の
立
憲
国
家
の
成
立
と
発
展
に
寄
与
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
は
異
な
る

原
理
と
し
て
の
対
立
的
性
格
が
強
調
さ
れ
る
な
か
で
、
法
の
支
配
（＝

ru
le o

f la
w

）
と
い
う
考
え
方
が
受
容
さ
れ
て
き
た
経
緯
を
踏
ま

え
る
と
、
結
局
は
現
在
に
至
る
ま
で
、
日
本
や
台
湾
、
韓
国
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
の
民
主
主
義
体
制
に
お
い
て
は
英
米
流
の
法
の
支
配（＝

ru
le o

f la
w

）
を
み
ず
か
ら
の

法
の
支
配

と
し
て
現
実
の
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
事
情
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
だ

15
）

ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
法
文
化
を
背
景
と
す
る
地
域
に
お
け
る

法
の
支
配

と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
英
米
流
の
法
の
支
配
（＝

ru
le o

f la
w

）
を
捉
え
返
す
こ
と
に
、
今
な
お
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
権
力
が
法
の
支
配
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
第
一
に
、
権
力
が
自
己
の
服
す
べ
き
法
を
自
ら
制
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は

な
ら
ず
、
さ
ら
に
、
第
二
に
、
法
に
服
し
た
か
ど
う
か
の
最
終
的
な
判
断
権
は
、
法
に
服
す
べ
き
本
人
に
与
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

服
す
べ
き
法
は
、
自
己
の
意
思
で
は
自
由
に
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
予
め
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
法
を
守
っ
た
か
ど

う
か
は
、
第
三
者
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
法
を
制
定
す
る
権
力
（
立
法
権
）
と
法
を
執
行
す
る
権
力

（
執
行
権
）、
そ
し
て
、
そ
の
執
行
の
法
適
合
性
を
判
断
す
る
権
力
（
裁
判
権
）
が
分
離
さ
れ
て
く
る
理
由
の
一
つ
が
あ
る
。
…
…
権

力
間
の
抑
制
・
均
衡
を
通
じ
て
正
し
い
法
の
制
定
の
確
保
と
い
う
こ
と
こ
そ
、そ
の
最
も
重
要
な
目
的
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
…
…

正
し
い
法
が
確
保
さ
れ
れ
ば
、
後
は
執
行
権
者
が
そ
の
法
に
従
う
こ
と
を
確
保
す
れ
ば

16
）

よ
い
。」
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も
っ
と
も
、
英
米
流
の
法
の
支
配
（＝

ru
le o

f la
w

）
を
こ
の
よ
う
に

法
の
支
配

と
し
て
定
式
化
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
で
は
「
正

し
い
法
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
残
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
だ﹅
か﹅
ら﹅
こ
そ
、「
正
し
い
法
」
と
は
何
か
と
い

う
観
点
か
ら
法
の
正
当
性
に
潜
む
意
味
が
問
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
ル
ー
ル
と
し
て
の
法
や
、
そ
う
し
た
法
に
従
っ
て
下
さ
れ
た
政
治
的
決
定
に
正
当
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
う
し
た
決
定

に
関
わ
る
一
連
の
シ
ス
テ
ム
が
適
法
的
に
作
動
し
て
い
る
こ
と
と
の
間
に
は
い
か
な
る
関
係
が
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
政
治
的
決
定
に

せ
よ
ル
ー
ル
に
せ
よ
、
そ
れ
自
体
の
正
当
性
は
、
み
ず
か
ら
下
し
た
決
定
や
ル
ー
ル
を
導
き
出
し
た
シ
ス
テ
ム
内
在
的
に
、
そ
の
「
正
し

さ
」
の
根
拠
を
見
出
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
と
い
う
決
定
や
ル
ー
ル
を
導
出
す
る
過
程
そ

の
も
の
の
正
当
性
は
一
体
誰
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
民
主
主
義
と
い
う
政
治
的
決
定
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
原
理
的
次
元
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
チ
ェ
ッ
ク
は
多
数
者
が
行
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
は
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
想
定
内
で
シ
ス
テ
ム
が
適
切
に
作
動
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
的
に
は
、
あ
る
決
定
や
ル
ー

ル
に
正
当
性
が
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
い
か
な
る
事
態
が
起
き
て
い
る
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

民
主
主
義
体
制
に
お
い
て
は
、
多
数
者
が
下
し
た
判
断
の
「
正
し
さ
」
に
つ
い
て
、
当
の
多
数
者
自
身
が
疑
い
の
目
を
向
け
る
と
い
っ

た
事
態
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
多
く
の
場
合
は
、
多
数
者
と
は
異
な
る
少
数
者
で
あ
る
側
の
方
が
、
多
数
者
の
下
し
た
決

定
や
多
数
者
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
対
し
て
、「
そ
れ
は
正
し
く
な
い

」と
い
っ
た
形
で
異
議
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
に
民
主
主
義
体
制
に
お
い
て
下
さ
れ
た
決
定
の
正
当
性
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
何
ら
か
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
政
治
的
決
定
シ
ス
テ
ム
が
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と

し
て
適
法
的
に
作
動
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
た
判
断
に
正
当
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
通
常
は
考
え
ら
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
だ
が
、
シ
ス
テ
ム
そ
れ
自
体
に
欠
陥
が
無
い
は
ず
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
で
選
択
さ
れ
た
政
治
的
決
定
が
少
数
者
に
と
っ
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て
も
「
正
し
い
」
法
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
別
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
、
多
数
者
と
少
数
者
の
間
に
存
在
す
る
対
立
的
緊
張

関
係
の
契
機
を
無
視
し
な
い
限
り
、多
数
者
が
誤
っ
た
決
定
を
下
す
と
い
う
事
態
を
原
理
的
に
避
け
ら
れ
な
い
様
相
が
示
さ
れ
て
も
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
民
主
的
な
政
治
的
決
定
や
ル
ー
ル
の
「
正
し
さ
」
は
、
そ
う
し
た
決
定
や
ル
ー
ル
を
導
き
出
す
プ

ロ
セ
ス
と
は
別
の
次
元
で
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
仮
に
、
民
主
的
政
治
的
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
導
か
れ
た
、

何
ら
か
の
決
定
や
ル
ー
ル
が
目
の
前
に
示
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
次
の
い
ず
れ
か
の
態
度
を
取
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、

適
法
的
に
成
立
し
た
決
定
や
ル
ー
ル
で
あ
れ
ば
、
手
続
的
正
当
性
に
問
題
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
限
り
、
た
と
え
渋
々
で
あ
っ
た

と
し
て
も
成
立
し
た
決
定
や
ル
ー
ル
に
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
。
第
二
に
、
確
か
に
出
自
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
み
れ
ば

適
法
的
に
成
立
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
手
続
的
正
当
性
の
問
題
に
は
解
消
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
ど
う
し
て
も
承
服
し
か
ね
る
問
題
が
残

る
の
で
、
成
立
し
た
決
定
や
ル
ー
ル
に
従
う
と
い
う
選
択
は
考
え
ら
れ
ず
何
ら
か
の
形
で
異
議
申
し
立
て
を
行
っ
て
い
く
方
法
を
模
索
す

る
、
と
い
う
も
の
。
両
者
と
も
重
要
な
論
点
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
後
者
の
態
度
に
注
目
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、

権
威
主
義
的
な
国
家
や
為
政
者
に
よ
る
統
治
が
長
く
続
い
た
経
験
を
持
ち
、
未
だ
「
官
」
を
「
民
」
よ
り
も
有
難
い
も
の
と
し
て
受
け
止

め
る
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
保
持
し
て
い
る
面
を
否
定
し
去
る
こ
と
が
躊
躇
わ
れ
る
東
ア
ジ
ア
社
会
に
お
い
て
は
、
多
数
者
を
背
景
と
し
て
成

立
し
た
民
主
的
決
定
や
ル
ー
ル
に
対
し
て
で
あ
っ
て
も
異
議
申
し
立
て
を
行
う
こ
と
を
辞
さ
な
い
と
み
な
す
、
い
わ
ば
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の

契
機
に
こ
そ
問
題
関
心
を
傾
注
し
批
判
の
足
掛
か
り
を
獲
得
す
べ
き
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
民
主
的
に
下
さ
れ
た
公
の
政
治
的
決
定
や
ル
ー
ル
に
向
か
っ
て
個
々
人
の
立
場
か
ら
反
対
を
表

明
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
至
難
の
業
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
し
か
し
、
実
際
に
は
日
々
の
実
践
と
し
て
小
さ
な
抵
抗
は
人
々
の
間
で

行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
的
制
裁
の
有
無
が
、
不
服
従
を
選
択
す
る
か
し
な
い
か
で
悩
む
人
々
に
対
し
て
大

き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
必
至
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
先
ほ
ど
み
た
後
者
の
態
度
に
は
、
決
し
て
看
過
す
べ
き
で
は
な

北研50(2・ )92 376

研究ノート



い
重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
悩
み
を
抱
え
る
人
々
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
無
視
し
な
い
限
り
、

も
は
や
決
定
や
ル
ー
ル
に
対
し
て
正
当
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
飛
び
超
え
て
、
当
該
決
定
や
ル
ー
ル
に
正

統
性
の
根
拠
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

３．

民
主
主
義
に
お
け
る
正
統
性
の
問
題

で
は
、
台
湾
の
現
在
の
政
治
的
決
定
シ
ス
テ
ム
に
正
統
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
ひ
ま
わ
り
学
運
」に
お
い
て
学
生
が
問
題
視
し
た
の

は
現
在
の
政
治
的
決
定
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
ど
の
フ
ェ
イ
ズ
で
あ
っ
た
の
か
。
次
に
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
。
直
截
的
に
換
言
す
る
と
、

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
法
治
」
と
は
異
な
る
西
洋
近
代
の
産
物
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
、
し
か
し
英
米
法
思
想
史
の
文
脈
上
そ
れ
な
り
に
問

題
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
法
の
支
配
は
、

法
の
支
配

と
し
て
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な

法

の
支
配

が
、
民
主
的
な
政
治
的
決
定
シ
ス
テ
ム
や
そ
こ
で
制
定
さ
れ
た
ル
ー
ル
と
し
て
の
法
律
を
支
え
る
に
足
り
る
、
正
統
性
の
根
拠

と
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
こ
そ
が
、
東
ア
ジ
ア
の
文
脈
で
は
問
わ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、「
ひ
ま
わ
り
学
運
」を
通
じ
て
垣
間
見
え
た
台
湾
の
政
治
的
問
題
状
況
に
つ
い
て
、
わ
た
し
た

ち
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
議
会
の
多
数
派
が
示
し
た
意
志
を
学
生
や
そ

の
支
援
者
で
あ
る
市
民
が
拒
絶
す
る
と
い
っ
た
事
態
は
代
表
民
主
制
に
時
折
み
ら
れ
る
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
現
象
と
し
て
理
解
す
れ
ば
そ
れ

で
十
分
な
の
だ
ろ
う
か
。
学
生
が
国
家
機
関
を
占
拠
し
た
と
い
う
点
で
は
全
く
同
様
の
事
案
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
し
か
し
立
法
院
に
対

す
る
措
置
と
行
政
院
に
対
す
る
そ
れ
と
の
対
照
的
な
対
応
か
ら
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
立
法
院
の
占
拠
に
関
し
て
み
れ
ば
、
最
終
的
に
は
平
和
的
に
解
決
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
結
論
を
導
い
て
み
せ
た
の

は
、
一
体
ど
ち
ら
の
側
な
の
だ
ろ
う
か
。
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海
峡
両
岸
サ
ー
ビ
ス
協
定
を
議
会
に
お
い
て
取
り
扱
う
た
め
の
法
律
を
作
る
こ
と
な
く
批
准
は
し
な
い
と
い
う
点
で
、
一
定
の
要
求
を

認
め
さ
せ
た
学
生
側
の
勝
利
と
み
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
学
生
側
の
背
後
に
広
範
な
国
民
世
論
が
控
え
て
い
た
と
は
い
え
、
強
行
突
入
と

い
っ
た
選
択
を
す
る
こ
と
な
く
、
最
終
的
に
学
生
た
ち
を
自
主
的
に
撤
退
さ
せ
た
当
局
側
の
勝
利
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
疑

問
は
尽
き
な
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
問
題
群
が
民
主
主
義
に
基
づ
く
政
治
制
度
に
お
い
て
こ
そ
生
じ
て
く
る
問
題
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
掘
り
下
げ
た
議
論
を
展
開
す
る
た
め
に
、
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
「
民
主
主

義
」
と
「
自
由
主
義
」
の
議
論
に
即
し
て
、
改
め
て
問
題
状
況
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
『
法
哲
学
』
に
よ

17
）

る
と
、「
民
主
主
義
」
と
は
「
多
数
者
意
思
の
無
条
件
的
支
配
を
欲
す
る
」
の
に
対
し
、「
自
由
主
義
」

は
「
個
々
人
の
意
思
の
た
め
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
多
数
者
意
思
に
対
し
て
も
自
己
を
主
張
す
る
可
能
性
を
要
求
す
る
」
と
さ
れ
る
。
そ

の
上
で
、「
自
由
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
国
家
哲
学
的
思
惟
の
出
発
点
は
個
々
人
の
人
権
、
基
本
権
、
自
由
権
、
す
な
わ
ち
、
彼
の

自
然
的
前
国
家
的
自
由
の
一
部
」
に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
民
主
主
義
」
に
つ
い
て
は
、「
個
々
人
は
そ
の
前
国
家
的
自
由
を
残
ら
ず
国

家
意
思
、
す
な
わ
ち
、
多
数
者
意
思
の
処
分
に
委
ね
、
そ
の
代
り
（
マ
マ
）
に
対
価
と
し
て
こ
の
多
数
者
意
思
の
形
成
に
関
与
す
る
可
能

性
を
取
り
戻
す
」
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
「
民
主
主
義
」
の
観
点
に
基
づ
い
て
民
主
主
義
政
治
体
制
を
理
解
す
る
と
、
民
主
的
な
政
治
体
制
に
と
っ
て
決
定
的
に
重

要
な
こ
と
は
、
多
数
者
意
志
を
第
一
義
的
に
尊
重
す
る
思
想
で
あ
る
と
い
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
場
合
に
よ
っ

て
は
多
数
者
意
志
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
決
定
や
そ
こ
で
決
せ
ら
れ
た
ル
ー
ル
と
し
て
の
法
律
に
対
し
て
さ
え
、
抵
抗
す
る
こ
と
を
辞
さ

な
い
ス
タ
ン
ス
を
と
る
の
が
「
自
由
主
義
」
で
あ
る
と
い
う
形
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

民
主
主
義
に
基
づ
く
政
治
的
決
定
過
程
の
な
か
で
も
、
特
に
そ
の
形
式
的
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
よ
り
は
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
実
質
的
な
討
議

こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
い
っ
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
自
由
主
義
」
に
親
和
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
リ
ベ
ラ
ル
な
見
解
は
ど
の
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よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
年
、
注
目
を
集
め
て
い
る
政
治
理
論
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
熟
議
民
主
主
義
に
お

け
る
「
熟
議
」
と
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
点
が
、
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
徹
底
的
な
討
論
を
行
う
こ
と
が
民
主
主
義
に
と
っ
て
は
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
要
請
は
必
ず
し
も
民
主
主
義
理
論
か

ら
内
在
的
に
導
き
出
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
実
践
的
な
問
題
と
し
て
具
体
的
事
案
を
処
理
し
円
滑
に
決
定
を
下

し
、
し
か
も
こ
れ
ら
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
少
数
者
に
対
し
て
そ
う
し
た
「
処
理
」
や
「
決
定
」
を
受
け
入
れ
や
す
く
し

て
お
く
た
め
の
配
慮
と
い
う
観
点
か
ら
討
論
が
要
請
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
単
刀
直
入
に
い
う
と
、
そ
の
よ
う
な「
処
理
」

や
「
決
定
」
を
導
き
出
す
過
程
の
中
に
「
熟
議
」（d
elib

era
tio
n

）
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
無
か
っ
た
の
か
。
少
な

く
と
も
統
治
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
こ
う
し
た
点
が
民
主
主
義
に
と
っ
て
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
仮
に
そ
こ
に
「
熟
議
」
が
無
か
っ
た
と
し
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
「
熟
議
」
の
不
在
を
問
題
化
し
得
る
の
は
、
熟
議
民
主
主

義
の
理
論
を
支
持
す
る
民
主
主
義
者
で
は
な
く
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
が
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
「
自
由
主
義
」
の
側
に
与
す
る
者
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、「
熟
議
」
と
は
「
自
由
主
義
」
の
観
点
か
ら
要
求
さ
れ
る
も
の
、
と
し
て
捉
え
た
方
が
、
多
数
者
意
志
を
第
一

義
的
に
尊
重
し
よ
う
と
す
る
「
民
主
主
義
」
の
議
論
と
し
て
は
ス
ッ
キ
リ
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
熟
議
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
ポ
イ
ン
ト

が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
討
議
を
通
じ
て
現
時
点
で
認
め
ら
れ
て
い
る
対
立
的
な
問
題
状
況
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
判
断
に
至
る

過
程
や
選
好
の
変
更
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
、
そ
う
し
た
「
熟
議
」
を
要
請
す
る
だ
け
の

理
由
が
あ
る
の
は
「
民
主
主
義
」
で
は
な
く
「
自
由
主
義
」
の
側
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
民
主
主
義
的
な
政
治
体
制
の
内
部
に
お
い
て
、「
熟
議
」を
必
要
と
す
る
だ
け
の
内
在
的
な
理
由
を
見
出
す
こ
と

は
困
難
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、「
熟
議
」を
要
請
す
る
の
は
少
数
者
の
意
志
を
政
治
的
決
定
や
ル
ー
ル
と
し
て

の
法
律
の
中
に
反
映
さ
せ
た
い
こ
と
を
願
う
「
自
由
主
義
」
の
立
場
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
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そ
う
す
る
こ
と
で
、「
ひ
ま
わ
り
学
運
」に
お
い
て
起
き
た
事
態
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、

議
会
の
多
数
者
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
決
定
は
、
確
か
に
多
数
者
意
志
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
点
で
「
民
主
主
義
」
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
が
、
そ
の
場
合
の
少
数
者
で
あ
る
学
生
た
ち
や
支
援
す
る
市
民
の
側
は
、
ま
さ
に
両
岸
海
峡
サ
ー
ビ
ス
協
定
に
関
す
る
「
熟
議
」

が
議
会
内
に
お
い
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
点
を
問
題
視
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
の
「
市
民
的
不
服
従
」
が
「
熟
議
」
を
求
め
て

発
動
さ
れ
た
、
こ
う
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
民
主
的
な
政
治
的
決
定
シ
ス
テ
ム
が
「
民
主
主
義
」
に
則
っ
て
い
る
か
ら

正
当
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、「
自
由
主
義
」の
立
場
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
不
断
の
努
力
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
場
合

に
よ
っ
て
は
「
市
民
的
不
服
従
」
の
よ
う
な
実
力
行
使
に
頼
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
的
な
政
治
体
制
に
お
け
る
正
統
性
は
は
じ
め
て
確

保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
民
主
的
な
政
治
的
決
定
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
正
当
性
が
危
機
を
迎
え
た
際
に
は「
民
主
主
義
」

の
考
え
方
に
よ
っ
て
は
も
は
や
危
機
を
回
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
当
該
民
主
主
義
体
制
の
正
統
性
を
も
含
め

た
、
政
権
そ
れ
自
体
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
枠
組
み
全
体
が
疑
念
の
対
象
と
し
て
曝
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
正
当
性
の
危
機
を
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
自
由
主
義
」の
よ
う
な
考
え
方
や
立
場
に
注
目
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
「
自
由
主
義
」
の
立
場
か
ら
要
請
さ
れ
る
「
熟
議
」
の
よ
う
な
考
え
方
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
当
該
政
権
の
正
統
性
根

拠
を
そ
の
都
度
問
い
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
的
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
決
定
や
ル
ー
ル
の
正
当
性
を
回
復
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
政
府
に
と
っ
て

法
の
支
配

が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
点
は
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
「
自
由
主
義
」
の
立
場
か
ら
訴
え
を
起
こ
す
少
数
者
の
権
利
保
障
を
ど
の
よ
う
に
展
望
し
て
い
る

の
か
と
い
う
点
は
、
法
の
支
配
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
分
立
的
な
も
の
と
し
て
国
家
権
力
を
捉
え
返
し
て
い
く
際
に
、
極
め
て
重
要
な
意

味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
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む
す
び
に
代
え
て

今
後
、
台
湾
に
お
け
る
民
主
主
義
と

法
の
支
配

は
ど
の
よ
う
な
行
方
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
楽
観
的
に
み

る
べ
き
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
過
剰
に
悲
観
的
に
な
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
今
回
の
「
ひ
ま
わ
り
学
運
」
が

民
主
主
義
に
則
っ
た
政
治
体
制
を
と
る
国
家
に
向
け
て
示
し
た
道
筋
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
類
似
し
た
民
主
化
運
動
や
学
生
運
動
、
と
り
わ

け
日
本
で
も
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
市
民
運
動
に
対
し
て
大
き
な
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
一
方
で
、
み
ず
か
ら
の
手
に
よ
っ
て
制
定
し
た
手
続
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
手
続
に
則
っ
て
権
力
が
政
治
的
決
定
や

法
的
決
定
を
下
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
決
定
の
正
当
性
を
主
張
す
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
と
し
よ
う
。
他
方
で
、

法
の

支
配

と
い
う
理
念
的
規
範
を
も
視
野
に
収
め
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
権
力
み
ず
か
ら
が
下
す
決
定
の
正
当
性
を
主

張
す
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
う
し
た
場
合
、
仮
に
現
在
の
政
府
が
前
者
の
よ
う
な
意
味
で
の
、
合
法
的
な
権
力
主
体
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
当
該
政
府
権
力
が
民
主
主
義
的
政
治
体
制
と
し
て
の
正
統
性
を
備
え
た
国
家
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
ま
で
も
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
様
に
、
民
主
主
義
的
に
正
統
な
基
盤
を
も
つ
国
家
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ

け
を
も
っ
て
し
て
、
当
該
国
家
が
権
力
主
体
と
し
て
合
法
的
な
政
治
的
決
定
や
法
的
決
定
を
下
す
こ
と
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け

で
も
な
い
。
そ
こ
で
問
題
は
こ
う
な
る
。
民
主
的
正
統
性
を
備
え
た
国
家
が
、
な
お
合
法
的
な
、
そ
れ
も

法
の
支
配

の
よ
う
な
理
念

的
規
範
に
即
し
た
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
法
の
支
配

に
服
す
る
国
家
が
、

な
お
権
力
主
体
と
し
て
は
民
主
的
正
統
性
を
基
盤
と
し
て
持
ち
う
る
条
件
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

民
主
的
政
体
に
お
い
て
下
さ
れ
た
政
治
的
決
定
や
、
そ
う
し
た
決
定
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
法
規
範
が
「
正
し
い
」
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
正
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
既
に
確
認
し
た
と
お
り
だ
が
、

法
の
支
配

の
観
点
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か
ら
み
れ
ば
、
あ
る
法
が
「
正
し
い
」
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
を
制
定
し
た
当
事
者
の
視
点
か
ら
そ
の
「
正
し
さ
」
が
判
断
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
の
「
正
し
さ
」
の
根
拠
は
求
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
こ
と
が
成
し
う
る
の
は

ド
イ
ツ
流
の
単
な
る
形
式
的
法
治
国
家
と
は
違
っ
た
国
家
制
度
の
下
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

今
回
の
台
湾
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
手
続
的
に
正
当
な
、
合
法
的
手
段
に
し
た
が
っ
て
審
議
が
進
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
結
局

は
政
府
与
党
と
そ
の
支
持
者
た
ち
と
い
う
多
数
者
意
志
に
基
づ
い
て
海
峡
両
岸
サ
ー
ビ
ス
協
定
は
批
准
さ
れ
る
こ
と
に
決
ま
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
、
容
易
に
予
想
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
多
く
の
法
案
審
議
に
お
い
て
は
、
反
対
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
少

数
者
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
決
定
が
正
統
な
権
力
主
体
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て

は
尊
重
さ
え
も
す
る
。
だ
が
、
今
回
の
台
湾
政
府
は
そ
う
し
た
選
択
を
せ
ず
、
強
引
な
手
法
に
よ
っ
て
審
議
を
打
ち
切
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
法
案
の
反
対
者
た
ち
の
視
点
か
ら
み
た
と
き
に
正
統
性
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
も
の
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
ど
の
よ
う
な
決
定
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
な
お
正
統
な
国
家
機
関
に
よ
る
決
定
で
あ
る
と
し
て
、
反
対
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
少
数
者

に
よ
っ
て
も
正
統
な
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
う
し
た
決
定
が
合
法
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に

よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
、
い
わ
ば
独
立
し
た
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
い
っ
そ
う
問
題
は
深
刻
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
合
法
的
で

法
の
支
配

に
棹
差
す
決
定

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
決
定
が
必
ず
し
も
民
主
的
正
統
性
を
獲
得
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
た
、
逆
に
民
主
的
正
統
性
を

基
盤
と
し
て
下
さ
れ
た
決
定
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

法
の
支
配

に
即
し
た
正
当
性
を
備
え
た
決
定
に
な
る
と
い
う
こ
と
ま
で

は
必
ず
し
も
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
問
題
を
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
台
湾
の
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
考
え
て

お
く
こ
と
の
意
味
は
極
め
て
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
、
台
湾
の
場
合
、
主
権
が
存
す
る
「
国
民
」
と
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
」
み
ず
か
ら
の
手
で

西
洋
近
代
的
意
味
で
の
憲
法
を
創
っ
た
と
い
う
経
験
が
、
決
定
的
に
欠
落
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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一
八
九
五
｜
一
九
四
五
年
ま
で
の
五
〇
年
間
に
も
及
ぶ
日
本
統
治
時
代
に
お
い
て
、
台
湾
の
人
々
に
と
っ
て
の
憲
法
と
は
大
日
本
帝
国

憲
法
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
日
本
の
敗
戦
後
、
台
湾
で
施
行
さ
れ
た
の
は
、
台
湾
で
暮
ら
す
人
々
の
意
向
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
外
部
か

ら
持
ち
込
ま
れ
た
中
華
民
国
憲
法
で

18
）

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
歴
史
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
民
主
化
以
降
の
台
湾
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
民
主

的
正
統
性
を
備
え
た
政
府
が
存
在
し
う
る
よ
う
に
は
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
台
湾
の
人
々
が
憲
法
制
定
過
程
に
お
い
て
一
切
関
知
し

て
い
な
い
現
行
憲
法
に
対
し
て
抱
く
思
い
は
、
日
本
や
他
国
の
人
々
が
憲
法
に
対
し
て
抱
く
思
い
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
し
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
が
背
景
事
情
と
し
て
広
が
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
英
米
流
の
法

の
支
配
と
は
ま
た
一
味
違
っ
た

法
の
支
配

と
い
う
見
方
に
も
一
定
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
決
定
を
下
す
権
力
主
体
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
問
題
と

法
の
支
配

に
関
わ
る
正
当
性
を
め
ぐ
る
問
題
と
は
、
両
者

が
ど
の
程
度
に
お
い
て
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
重
な
り
合
う
こ
と
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
の
か
を
問
う

と
き
に
、
極
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
く
る
。

台
湾
の
政
治
論
争
の
な
か
で
、
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
に
、「
現
状
維
持
」と
い
う
も
の
が
あ
る
。
今
や
民
進
党
に
お

い
て
も
台
湾
独
立
と
い
う
目
標
が
理
念
以
上
の
現
実
的
意
義
を
持
つ
と
信
じ
て
い
る
者
は
少
な
く
、
北
京
政
府
主
導
下
で
の
中
台
統
一
と

い
う
悲
劇
的
シ
ナ
リ
オ
を
避
け
る
た
め
に
も
「
現
状
維
持
」
を
訴
え
る
人
が
多
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
国
際

政
治
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
決
し
て
台
湾
に
限
っ
た
話
な
の
で
は
な
く
、
ど
の
時
点
で
の
何
を
も
っ
て
「
現
状
」
と
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
「
維
持
」
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
現
在
の
日
本
も
含
め
た
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
現
実
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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注１
）

も
っ
と
も
、
行
政
院
の
占
拠
に
及
ん
だ
学
生
た
ち
の
な
か
に
は
、
台
湾
当
局
に
よ
っ
て
投
入
さ
れ
た
機
動
隊
に
よ
っ
て
強
制
排
除
さ
れ
血
ま
み
れ
に
な
っ

た
者
や
逮
捕
者
も
出
て
い
る
。

２
）

原
語
で
は
「
太
陽
花
学
運
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
議
会
審
議
を
明
る
い
も
の
と
す
る
よ
う
、「
ひ
ま
わ
り
」
に
は
台
湾
の
民
主
運
動
に
お
い
て
輝
き

続
け
る
「
希
望
」
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

３
）

海
峡
両
岸
サ
ー
ビ
ス
協
定
の
批
准
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
は
大
量
の
資
本
が
大
陸
か
ら
台
湾
へ
と
様
々
な
ル
ー
ト
を
通
じ
て
流
れ
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
台

湾
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
と
い
っ
た
見
解
も
あ
る
が
、
他
方
で
は
大
陸
資
本
が
流
入
す
る
こ
と
で
「
歯
止
め
」
が
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
堤
防
」
が
決

壊
す
る
、
そ
の
結
果
、
中
小
・
零
細
企
業
を
中
心
に
成
立
し
て
い
る
台
湾
経
済
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
混
乱
と
破
壊
の
み
で
あ
る
、
と
い
っ
た
点
を
問
題
視

す
る
向
き
も
あ
る
。
ま
た
、
一
方
で
は
、「
一
つ
の
中
国
」と
い
う
国
是
の
下
で
台
湾
政
府
を
正
式
な
中
華
民
国
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
頑
な
に
拒
み
つ
つ
、

他
方
で
は
「
協
定
」
と
い
う
名
の
下
で
法
的
効
力
を
も
つ
「
条
約
」
を
交
わ
そ
う
と
す
る
北
京
政
府
の
矛
盾
し
た
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
う
し
た
動
き
に
安
易
に
呼
応
す
る
馬
英
九
総
統
の
政
権
運
営
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
い
う
面
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

４
）

学
生
た
ち
の
抗
議
の
声
の
中
心
が
与
党
で
あ
る
国
民
党
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
野
党
で
あ
る
民
進
党
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
対

し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
た
部
分
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
上
の
二
大
政
党
制
が
形
成
さ
れ
て
い
る
台
湾
に
お
い
て
、
現
在
は
野
党
で
あ
る
民
進
党
が
野

党
と
し
て
訴
求
力
の
あ
る
主
張
を
効
果
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
で
想
像
す
る
以

上
に
有
権
者
か
ら
の
厳
し
い
批
判
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
意
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

５
）

第
二
の
点
で
触
れ
た
こ
と
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
今
回
の
立
法
院
の
占
拠
と
い
う
学
生
た
ち
の
行
動
に
対
し
て
、「
そ
れ
は
「
正
義
」
に
か
な
う
も
の
で
は

な
か
っ
た
」
と
い
う
評
価
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
今
回
の
一
連
の
運
動
が
、「
民
主
主
義
の
成
熟
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。「
民
主
主
義
は
間
違
え
る
」と
い
う
意
味
で
民
主
主
義
の
可
謬
性
を
否
定
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
問
題
が「
正

義
」
を
め
ぐ
る
問
題
と
論
理
的
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
特
別
な
困
難
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

６
）

J.
R
a
w
ls,
A
 
T
h
eory of Ju

stice R
evised

 
E
d
ition

,
H
a
rv
a
rd U

.
P
.,
1999,

p
.
320

（
川
本
隆
史
／
福
間
聡
／
神
島
裕
子＝

訳
『
正
義
論
｜

改

定
版
｜

』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
一
〇
）
四
八
〇
頁
）.

７
）

Ibid
.,
p
.
319

（
同
上
書
、
四
七
八
頁
）.

８
）

Ibid
.,
p
.
322

（
同
上
書
、
四
八
三
頁
）.

９
）

Ibid
.,
p
.
319

（
同
上
書
、
四
七
九
頁
）.
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10
）

Ibid
.,
p
.
327

（
同
上
書
、
四
九
一
頁
）.

11
）

Ibid
.,
p
.
328

（
同
上
書
、
四
九
二
頁
）.

12
）

主
催
者
発
表
で
五
〇
万
人
、
警
察
当
局
の
発
表
で
も
一
一
万
人
が
参
加
し
た
と
さ
れ
る
。

13
）

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ド
イ
ツ
由
来
の
法
治
国
家
思
想
に
対
し
て
英
米
起
源
の
法
の
支
配
を
持
ち
だ
し
そ
の
優
位
性
を
論
じ
よ
う
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
現
代
の
問
題
状
況
に
至
る
前
史
と
し
て
ど
の
よ
う
な
法
思
想
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
が
現
在
ど
の
よ
う
な

形
で
残
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
い
な
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
展
望
を
得
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

14
）

た
と
え
ば
、
芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
『
憲
法
・
第
五
版
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
一
四
頁
で
は
、
①
憲
法
の
最
高
法
規
性
の
観
念
、
②
権
力
に

よ
っ
て
も
侵
さ
れ
な
い
個
人
の
人
権
、
③
法
の
内
容
・
手
の
公
正
を
要
求
す
る
適
正
手
続（d

u
e p
ro
cess o

f la
w

）、
④
権
力
の
恣
意
的
行
使
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
裁
判
所
の
役
割
の
尊
重
、
と
い
っ
た
四
点
が
法
の
支
配
の
内
容
と
し
て
重
要
な
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

15
）

ド
イ
ツ
の
法
治
国
家
思
想
に
由
来
す
る
「
法
治
」（ru
le b

y la
w

）
で
さ
え
貫
徹
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
い
中
国
に
お
い
て
、
近
年
こ
れ
を
「
法

の
支
配
」（＝

ru
le o

f la
w

）
と
し
て
翻
訳
し
て
い
る
事
態
を
前
に
す
れ
ば
、「
法
の
支
配
」
を
実
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
る
で
そ
れ
が
「
善
」

な
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
は
間
違
い
だ
と
し
て
も
、
な
お
東
ア
ジ
ア
の
法
文
化
に
お
い
て
は
、
法
治
国
家
の
思
想
や
「
法
治
」
と
対
比
し

た
上
で
「
法
の
支
配
」
の
意
義
を
改
め
て
押
さ
え
て
お
く
こ
と
に
十
分
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
中
国
に
お
け
る
「
法
治
」
を
め
ぐ

る
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
21
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
法
学
的
寛
容
論
に
向
け
て
の
覚
書
｜

近
年
の
中
国
に
お
け
る
「
法
治
」
と
「
和
諧
」
を
糸
口

と
し
て
｜

」（『
北
大
法
学
論
集
』
六
一
巻
一
号
）、
と
り
わ
け
一
一
六
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
同
論
文
一
四
三
頁
で
も
解
れ
た
と
お
り
、
王
泰
升
（
国
立
台

湾
大
学
特
聘
教
授
）
は
、〝
ru
le o

f la
w
"

の
訳
語
と
し
て
は
「
法
的
統
治
」
と
い
う
言
葉
を
充
て
、〝

ru
le b

y
 
la
w
"

を
意
味
す
る
「
依
法
統
治
」
と
は

区
別
し
て
用
い
て
い
る
（
王
泰
升
『
台
湾
法
律
史
的
建
立
』（
国
立
台
湾
大
学
法
学
叢
書
一
〇
七
、
一
九
九
七
）
一
七
八
頁
）。

16
）

野
中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
『
憲
法

・
第
５
版
』
三
四
頁
。

17
）

以
下
の
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、G

.
R
a
d
b
ru
ch
,
“R
ech

tp
h
ilo
so
p
h
ie,
3 A

u
fl.1932”,in

:A
.K
a
u
fm
a
n
(H
rsg

.),G
u
stav R

ad
bru

ch
 

G
esam

tau
sgabe B

d
.
2
,
C
.
F
.
M
u
ller,

Ju
ristisch

er V
erla

g
,
1993,

S
.
294f

（
田
中
耕
太
郎
訳
『
法
哲
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
）
一
九

六
｜
一
九
七
頁
）。

18
）

と
は
い
え
、
一
九
八
七
年
ま
で
戒
厳
令
が
敷
か
れ
て
い
た
現
実
を
踏
ま
え
る
と
、
台
湾
に
お
け
る
中
華
民
国
憲
法
下
で
の

法
の
支
配

の
経
験
も
、
よ

う
や
く
軌
道
に
乗
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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﹇
付
記
﹈

二
〇
一
四
年
六
月
九
日
、
筆
者
は
台
湾
国
立
勤
益
科
技
大
学
教
養
教
育
学
部
よ
り
招
か
れ
、
講
演
す
る
機
会
を
得
た
。
本
稿
は
、
そ
の
際
に
準
備
し
た

メ
モ
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
の
研
究
の
出
発
点
を
示
す
と
と
も
に
方
向
性
を
確
認
し
て
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
講
演
を
行
う
に
あ

た
っ
て
は
、
鄭
明
政
（
国
立
勤
益
科
技
大
学
）・
黄
浄
愉
（
輔
仁
大
学
）
の
両
助
理
教
授
に
通
訳
と
翻
訳
を
務
め
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た

い
。
ま
た
、
鄭
助
理
教
授
に
は
本
学
法
学
部
客
員
研
究
員
・
非
常
勤
講
師
と
し
て
今
夏
来
学
し
た
際
に
、
北
海
学
園
大
学
第
二
八
回
法
学
部
カ
フ
ェ
（
七

月
二
八
日
開
催
）
に
お
い
て
「
台
湾
に
お
け
る
民
主
主
義
と
憲
法
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
で
「
話
し
手
」
を
務
め
て
い
た
だ
き
、
本
稿
に
対
す
る
貴
重
で

有
益
な
示
唆
を
数
多
く
い
た
だ
い
た
。
重
ね
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
本
研
究
は
、
平
成
二
四
〜
二
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金（
若
手
研
究（
Ｂ
）：

課
題
番
号
２
４
７
３
０
０
４
）
の
支
援
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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