
評

杉
原
泰
雄
著

『
人
民
主
権
の
史
的
展
開
』

岡
　
　
本

明

　
本
書
は
、
国
民
主
権
の
対
抗
原
理
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
歴
史
的
に

発
展
・
傾
斜
し
て
で
て
く
る
可
能
態
と
し
て
の
人
民
主
権
を
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
後
半
期
か
ら
十
九
世
紀
パ
リ
・
コ
ミ
ェ
ー
ソ
期
ま
で
を
対
象
に
、
理
論
史

的
・
運
動
史
的
に
総
集
成
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
き
の
労
作
『
国

民
主
権
の
研
究
』
　
（
昭
和
四
十
六
年
）
に
盛
ら
れ
た
構
想
を
完
結
し
た
も
の

と
い
え
よ
う
。

　
評
者
も
先
妻
へ
の
書
評
（
『
史
林
』
五
五
の
三
）
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お

け
る
国
民
・
人
民
軍
主
権
概
念
の
区
別
に
養
成
し
、
そ
こ
に
こ
そ
同
書
の
功

績
が
あ
る
と
評
し
た
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
同
書
に
よ
せ
ら
れ
た
大
多
数
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ン
ロ
ソ
　
　
プ
　
プ
ル

批
判
（
本
書
二
四
頁
（
1
7
）
）
の
前
に
も
色
あ
せ
て
い
な
い
。
国
民
や
人
民
と
い

う
概
念
が
、
実
体
化
す
れ
ば
重
な
り
あ
う
部
分
も
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
こ
と

の
た
め
に
混
同
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
国
民
主
権
と
人

民
主
権
と
の
法
理
論
的
区
別
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
国
家
意
志

決
定
の
方
法
と
現
実
に
お
い
て
明
ら
か
に
異
な
る
規
定
・
様
態
が
存
在
す
る

限
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
と
対
応
す
る
近
代
的
所
有
の
法
概
念
・
修
正
概
念
が

存
在
す
る
限
り
、
そ
の
区
別
は
あ
く
ま
で
有
効
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
大

谷
瑞
第
二
の
批
判
、
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
国
家
権
力
を
め
ぐ
る
階

級
闘
争
と
し
て
表
出
し
た
こ
と
ま
で
を
否
定
す
る
見
解
へ
の
反
批
判
と
も
な

り
う
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
階
級
概
念
の
吟
味
の
必
要
性
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

　
し
か
し
、
杉
原
氏
は
法
理
論
だ
け
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
分
析
し
た
の
で
は

な
い
。
法
理
論
と
歴
史
的
実
態
と
の
二
重
の
分
析
視
点
、
こ
れ
が
憲
法
学
の

枠
を
こ
え
た
壮
大
な
構
図
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
基
本
的
に
本

書
に
お
い
て
も
準
備
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
↓
　
関
係
概
念
の
導
入
を
こ
そ
1
1
八
九
年
主
権
論
争
（
第
一
編
第
一
章
【
）

　
く

　
で
は
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
整
合
性
を
も
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
か
。
こ
れ
は
本

書
の
冒
頭
二
〇
頁
余
り
を
さ
い
た
著
者
の
反
繊
判
の
箇
所
、
ひ
い
て
は
本
書

の
背
骨
全
体
に
も
か
か
わ
る
こ
と
な
の
で
避
け
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。

　
ま
ず
、
八
九
年
人
権
宣
言
を
、
人
民
主
権
と
規
定
す
る
著
者
の
立
場
で
あ

る
。
こ
の
主
権
概
念
の
正
し
い
把
握
の
た
め
に
は
、
ω
そ
の
自
然
権
的
根
拠

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
②
同
宣
書
発
布
を
と
り
ま
く
客
観
的
・
政

治
的
情
勢
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、
杉
原
氏
は
ま
ず
、
個
人
意
志
が
つ
ね

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
権
力
の
淵
源
（
傍
点
評
者
）
と
す
る
シ
エ
イ
エ
ス
第
三
身
分
論
か
ら
の
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

用
を
も
と
に
、
ま
た
人
足
宣
言
に
み
ら
れ
る
第
六
条
の
全
市
民
の
法
律
作
成

へ
の
参
画
権
、
第
十
四
条
の
租
税
承
認
・
使
途
追
跡
権
等
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、

同
第
三
身
分
論
と
そ
れ
に
い
わ
ば
先
導
さ
れ
る
人
権
宣
言
と
を
、
国
家
意
志

の
決
定
権
を
人
民
に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
昆
主
権
を
あ
ら
わ
し
た
も
の

と
し
て
い
る
（
本
書
二
一
i
二
二
頁
）
。
シ
エ
イ
エ
ス
の
右
の
引
用
は
、
主
権

権
力
の
自
然
権
と
の
関
連
づ
け
に
、
（
辛
う
じ
て
）
言
及
し
て
い
る
唯
一
の
部

分
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
個
人
と
は
自
然
状
態
の
個
人
で
、
自
由
・
所
有
の

自
然
権
の
主
体
の
こ
と
で
あ
る
｛
シ
エ
イ
エ
ス
人
権
宣
言
草
案
（
〉
■
り
．
↓
藪

や
b
⊃
㎝
①
）
｝
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
主
権
権
力
が
こ
の
個
人
に
分
有
さ
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ね
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
コ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
歯
然
状
態
で
は
未
だ
主
権
は
存
在
し
な
い
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ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
コ

か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
　
「
四
万
の
教
区
か
ら
く
ま
な
く
住
民
を
あ
つ
め
、
代

表
者
に
こ
れ
ら
倥
民
の
権
利
の
代
理
者
と
し
て
行
動
さ
せ
よ
」
と
の
シ
ェ
イ

エ
ス
の
く
だ
り
は
、
な
に
よ
り
も
第
三
身
分
の
存
在
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
そ
の

代
表
形
成
に
普
遍
性
を
帯
び
さ
せ
よ
う
と
の
意
図
か
ら
発
し
た
も
の
で
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ

れ
に
つ
い
て
は
、
現
実
の
三
部
会
選
挙
が
、
果
た
し
て
第
三
身
分
層
の
間
で
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

平
等
、
互
恵
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
第
三
身

分
の
代
理
漿
委
任
の
内
容
、
代
表
形
成
の
鼠
的
を
こ
そ
問
題
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
れ
は
、
純
粋
代
表
制
1
1
特
権
身
分
に
あ
り
が
ち
な
代
理
の
禁
止
（
第
三

身
分
論
第
三
章
一
、
三
節
）
、
立
憲
国
象
樹
立
と
ひ
き
か
え
の
州
特
権
の
放

　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ソ
タ
ロ
ス
ベ
シ
ア
ル

棄
（
ド
フ
ィ
ネ
州
の
特
別
委
任
を
み
よ
）
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
い
わ
ば

全
国
三
部
会
の
構
成
原
理
の
転
換
1
1
国
民
議
会
へ
の
心
墨
を
先
取
り
す
る
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
部
会
開
催
禮
後
の
資
格
審
査
聞
題
か
ら
人
権
宣
言

可
決
を
へ
て
脚
註
〇
年
四
月
、
議
員
改
選
の
議
が
右
翼
の
モ
ー
リ
か
ら
お
こ

さ
れ
る
晴
期
ま
で
を
含
め
、
第
三
身
分
会
、
今
川
議
会
は
、
バ
イ
ヤ
ー
ジ
ュ

の
再
凌
の
権
限
（
マ
ソ
ダ
）
請
託
を
求
め
て
動
い
た
こ
と
は
な
い
。
命
令
的

委
任
は
こ
の
夏
期
に
お
い
て
は
、
特
権
身
分
・
特
殊
団
体
の
代
理
行
為
を
意

味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
統
二
意
志
を
求
め
る
第
三
身
分
会
・
国
民
議

会
の
主
力
に
よ
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ッ
ク
に
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
要
す
る
に
「
国
民
代
表
」
が
、
何
に
抗
し
て
農
開
さ
れ
た
理
論
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
、
い
わ
ゆ
る
関
係
概
念
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
自
然
権
の
問
題
か
ら
始
め
て
客
観
的
政
治
分
析
駐
国

民
議
会
成
立
の
経
緯
に
ふ
み
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
実
は
こ
の
二
つ
の
も
の
は
、

「
資
格
審
査
」
を
媒
介
項
と
し
て
連
鎖
し
あ
う
関
係
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
資
格
審
査
は
、
覆
然
権
の
一
部
で
あ
り
｛
六
月
十
日
ト
レ
ヤ
…
ル
発
言
、

シ
エ
イ
エ
ス
の
同
意
（
》
●
℃
。
］
っ
自
℃
．
臓
⑩
1
Q
Q
O
）
｝
、
こ
れ
を
抵
抗
権
の
行
使

と
よ
み
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
自
然
権
の
一
層
の
保
全
を
求
め
て
自
然

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
へ

状
態
か
ら
社
会
体
形
成
へ
と
向
う
社
会
契
約
の
行
為
と
、
特
権
身
分
の
独
走

を
封
じ
こ
め
、
こ
れ
を
き
り
く
ず
し
つ
つ
お
こ
な
わ
れ
た
撮
管
議
会
の
宣
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
を
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
抵
抗
権
は
行
使
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
こ
そ
、
社
会
体
の
形
成
原
理
を
示
す
人
権
宣
需
で
は
、
こ
と
あ
ら

た
め
て
そ
の
醜
体
的
行
使
の
方
法
を
論
じ
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
過
性
の
も
の
と
し
て
現
実
化
さ
れ
た
社
会
形
成
は
、
そ
れ
を
ふ
り
ほ
ど
い

て
再
契
約
を
個
人
間
で
締
結
さ
せ
る
方
法
を
同
晴
に
提
示
し
な
い
と
書
っ
て

も
よ
い
。
実
は
こ
れ
が
、
八
九
年
の
主
権
三
一
広
義
の
麟
民
主
権
と
九
三
年

の
そ
れ
1
1
同
年
憲
法
（
あ
る
い
は
ヴ
ァ
ル
レ
の
人
民
主
権
論
）
と
の
異
な
る
と

こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
後
者
で
は
、
抵
抗
権
の
行
使
の
方
法
が
自
治
区
等
と
の

関
連
づ
け
を
に
お
わ
せ
な
が
ら
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
九
三
年
人
権

出
具
冨
第
二
六
、
　
一
二
五
条
、
襯
恋
法
第
十
、
　
五
四
、
　
五
五
条
、
杉
原
冗
尤
書
二
七
五

－
二
七
七
の
他
、
サ
ソ
ー
ー
ジ
ュ
ス
ト
草
案
、
第
五
章
七
、
十
六
条
1
1
議
員
の

人
民
に
よ
る
資
格
審
査
、
第
十
四
章
三
条
以
下
十
七
条
随
憲
法
・
法
令
の
再

審
ま
で
φ
累
翼
8
く
魯
。
》
o
ρ
鼠
ω
配
。
昌
累
。
舘
O
㎝
ω
O
o
口
く
お
α
①
ω
ρ
ぎ
『

冒
ω
け
。
や
。
。
メ
。
。
G
。
b
。
。
潟
8
）
。

　
こ
れ
は
、
議
会
や
政
府
つ
ま
り
社
会
形
成
後
に
設
置
さ
れ
た
公
的
制
度
へ

の
個
々
の
市
民
の
、
時
に
は
集
団
と
し
て
の
人
民
の
反
抗
・
罐
力
奪
取
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

法
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ぼ
社
会
学
の
運
営
の
あ
り
方
を
定
め
た
も
の

な
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
を
こ
そ
人
民
主
権
と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
理
論
と
政
治
現
実
を
対
癒
さ
せ
て
考
え
れ
ば
、
八
九
年
人

権
県
評
第
六
、
十
四
、
十
五
条
の
「
す
べ
て
の
市
民
」
や
「
社
会
は
、
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ

な
る
公
吏
に
も
…
」
を
字
義
ど
お
り
、
各
市
民
に
主
権
権
力
が
分
有
さ
れ
る
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評書

人
民
主
権
と
は
解
す
べ
き
で
な
い
と
の
結
論
が
導
か
れ
よ
う
。
文
理
的
解
釈

も
、
客
観
的
歴
史
背
景
と
の
関
連
づ
け
で
意
味
を
お
び
る
の
で
あ
る
し
、
上
述

の
杉
原
氏
の
如
き
解
釈
に
対
応
す
る
よ
う
な
政
治
現
実
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
著
老
が
稲
本
洋
之
介
氏
の
い
う
、
「
国
民
主
権
が
（
論
理
必

然
的
に
）
帰
一
し
う
べ
き
も
の
と
し
て
の
人
民
主
権
」
を
批
判
す
る
さ
い
も

（
前
書
二
八
二
i
二
八
九
頁
）
、
そ
れ
は
九
一
年
憲
法
に
依
る
以
前
に
、
八
九

年
人
権
宣
言
に
ま
ず
起
点
を
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
（
市
民
）
国
家

を
形
成
す
る
権
力
（
娼
。
自
く
。
マ
。
o
器
汁
詳
轟
馨
）
が
、
国
家
権
力
（
娼
Q
薯
。
膣

8
湧
§
9
）
を
造
出
し
た
の
ち
に
再
び
そ
れ
を
改
廃
す
る
こ
と
を
認
め
る
と

い
う
論
理
は
、
決
し
て
八
九
年
人
権
宣
言
じ
た
い
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と

は
い
え
な
い
し
、
そ
れ
は
革
命
の
歴
史
的
展
開
に
と
も
な
い
、
九
三
年
の
個

有
の
状
況
の
も
と
で
初
め
て
樹
立
さ
れ
る
論
理
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
杉
原
氏
の
場
合
、
主
権
原
理
と
、
そ
の
担
い
手
た
る
階
級
の
利
害

と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
い

て
「
革
命
の
主
導
勢
力
が
、
階
級
関
係
（
基
盤
か
i
評
者
）
を
異
に
す
る
第

三
の
勢
力
と
提
携
す
る
た
め
に
、
そ
の
第
三
の
勢
力
の
標
榜
す
る
主
権
原
理

を
一
時
的
に
受
け
入
れ
る
態
度
を
示
す
よ
う
な
場
合
」
が
あ
る
が
、
た
だ
し

「
そ
れ
は
、
階
級
関
係
の
基
本
的
な
転
換
が
伴
っ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
あ
く

ま
で
も
一
時
的
例
外
的
な
現
象
に
と
ど
ま
り
、
究
極
的
に
は
そ
れ
が
貫
徹
な

い
し
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
（
本
書
二
八
頁
）
。

　
こ
こ
で
は
、
法
理
論
と
歴
史
分
析
を
、
両
者
の
精
密
な
分
析
を
と
お
し
て

最
大
限
そ
の
対
応
を
さ
ぐ
り
だ
す
代
わ
り
に
、
階
級
圃
有
の
主
権
論
と
、
戦

術
的
配
慮
か
ら
採
用
す
る
主
権
論
と
の
垂
離
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

対
巣
立
係
と
し
て
で
な
く
、
敢
え
て
ね
じ
れ
た
関
係
と
し
て
提
示
す
る
と
こ

ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
た
め
な
の
か
八
九
年
人
権
宣
言
前
後
の
客
観
状
勢

に
つ
い
て
は
、
「
（
主
導
勢
力
た
る
）
圏
民
議
会
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
…
は
、
こ

の
段
階
で
は
民
衆
を
お
そ
れ
な
が
ら
も
な
お
、
民
衆
貴
命
に
従
っ
て
ゆ
こ
う

と
し
た
」
（
七
光
二
一
八
頁
）
と
、
揺
れ
う
ご
く
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
民
衆
勢
力
の
標
榜
す
る
主
権
原
理
な
ど
は
、
八
九
年
の
革
命
段
階
で
は

未
形
成
で
あ
り
、
民
衆
革
命
が
固
有
の
政
治
的
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
の
「
八
九
年
に
お
け
る
地
区
直
接

民
主
制
」
も
、
こ
の
時
点
で
は
そ
く
自
律
的
な
民
衆
革
命
の
表
現
と
は
考
え

な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ラ
ク
ロ
ワ
の
『
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
法

令
集
』
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
八
九
年
の
地
区
リ
ー
ダ
ー
は
、
サ

ソ
キ
ュ
ロ
ッ
ト
分
子
で
は
決
し
て
な
い
。

　
こ
こ
で
微
妙
な
形
で
は
あ
る
が
、
民
衆
革
命
へ
の
過
大
評
価
と
、
人
民
主

権
論
へ
の
過
信
が
ほ
の
み
え
て
い
る
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
人
民
主
権
を
、
　
「
民
衆
固
有
の
、
罠
衆
自
身
に
よ
る
立
法
・
執
行
の

統
制
を
可
能
に
す
る
、
更
に
は
民
衆
の
社
会
的
解
放
を
さ
え
展
望
さ
せ
る
」

（
本
書
十
一
頁
よ
り
）
主
権
論
と
ま
で
い
い
切
る
著
者
の
規
定
か
ら
す
れ
ば
、

い
か
に
コ
蒔
的
」
・
戦
術
的
な
採
用
と
は
い
っ
て
も
、
あ
ま
り
に
ね
じ
れ
は

大
き
す
ぎ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
問
題
は
九
三
年
人
権
宣
書
・
憲
法
解
釈
に
も
あ
る
。
別
評
で
す
で
に
述
べ

た
こ
と
の
反
復
を
さ
け
、
次
の
点
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
著
者
の
論

法
で
ゆ
け
ば
、
本
来
国
民
主
権
論
者
で
あ
る
山
岳
派
・
ジ
ャ
コ
バ
ソ
が
、
一

時
的
に
反
革
命
へ
の
効
果
的
対
応
の
た
め
ポ
ー
ズ
と
し
て
条
件
つ
き
な
が
ら

人
民
主
権
を
採
択
し
た
が
、
本
来
の
国
民
重
縫
は
断
念
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
、
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
山
岳
派
あ
る
い
は
ジ
ャ
コ
バ
ソ

が
国
民
主
権
論
者
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
箇
所
は
先
書
・
本
書
を
と

お
し
て
ど
こ
に
も
み
あ
た
ら
な
い
。
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察
す
る
と
こ
ろ
、
杉
原
氏
は
、
ジ
ャ
コ
バ
ソ
固
有
の
主
権
論
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
た
と
え
制
限
つ
き
で
あ
ろ
う
と
人
艮
主
権
論
と
と
ら
え
た
い
欲
求
と
、

柴
田
理
論
で
通
説
化
す
る
か
に
み
え
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
…
の
主
導
性
」
へ

の
こ
だ
わ
り
の
狭
間
で
と
ま
ど
い
を
覚
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
だ
が
評
者
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら
著
者
が
郷
放
さ
れ
、
　
（
第

一
章
の
二
）
で
は
、
ア
ソ
ラ
ー
ジ
ェ
・
タ
イ
プ
と
ジ
ャ
コ
バ
ソ
・
タ
イ
プ
の

二
種
類
の
人
民
主
権
論
を
、
互
い
に
つ
き
あ
わ
せ
つ
つ
描
出
し
て
い
た
だ
き

た
か
っ
た
。

　
　

　
ニ
　
ヴ
ァ
ル
レ
、
バ
ブ
ー
フ
の
問
題
状
況
（
第
一
章
二
、
第
二
章
）

　
く

　
そ
う
し
た
印
象
を
抱
く
の
は
、
ヴ
ァ
ル
レ
に
お
け
る
直
接
民
主
主
義
的
な

人
民
主
権
の
構
想
を
、
客
観
的
歴
史
分
析
す
な
わ
ち
サ
ン
降
キ
ュ
ロ
ッ
ト
運

動
の
高
揚
過
程
と
か
ら
め
な
が
ら
克
明
に
論
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
な
の
で
あ

る
。
こ
こ
は
井
上
す
ず
氏
の
提
起
し
た
、
人
民
主
権
は
「
民
衆
的
ブ
ェ
デ
ラ

リ
ズ
ム
の
表
現
に
す
ぎ
ず
、
統
一
的
国
家
意
志
形
成
機
能
を
欠
い
て
い
る
」

（
同
氏
、
『
ジ
ャ
コ
バ
ソ
独
裁
の
政
治
構
造
』
一
二
七
…
一
三
二
頁
）
に
た
い

す
る
反
証
と
な
る
部
分
で
あ
る
。
著
者
は
九
二
年
段
階
と
異
な
る
、
民
衆
の

た
ん
な
る
強
制
行
動
か
ら
、
議
会
と
は
別
個
の
中
央
組
織
（
民
衆
権
力
）
の

樹
立
運
動
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
、
九
三
年
段
階
の
特
質
を
描
き
切
っ
て
お
り
、

こ
の
点
は
制
度
と
し
て
の
分
権
体
制
を
そ
の
ま
ま
サ
ン
H
キ
ュ
ロ
ッ
ト
運
動

の
本
質
と
お
き
か
え
た
感
の
あ
る
井
上
氏
に
比
べ
、
杉
原
氏
の
方
が
歴
史
の

実
相
に
迫
っ
て
い
る
（
本
書
八
四
…
九
七
頁
）
。
そ
こ
か
ら
ヴ
ァ
ル
レ
の
人
民

主
権
論
が
、
　
「
サ
ソ
罰
キ
ュ
ロ
ッ
ト
運
動
の
十
全
の
指
針
と
な
り
う
る
構
造

艮
命
令
的
委
任
の
方
法
に
依
ら
な
い
で
特
定
の
状
況
か
ら
採
択
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
デ
ク
レ
の
制
度
」
、
要
す
る
に
革
命
政
府
の
構
想
を
欠
い
て
い
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
（
同
一
〇
〇
頁
）
の
で
あ
る
が
、
ヴ
ァ
ル
レ
の
問
題
状
況

に
さ
ら
に
密
着
す
る
た
め
に
、
今
一
歩
、
九
三
年
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
形
成

史
上
、
つ
ま
り
分
権
的
セ
ク
シ
ョ
ン
と
統
一
体
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
の
関
係
史
か

ら
、
サ
ソ
H
キ
ュ
ロ
ッ
ト
権
力
の
上
限
、
お
よ
び
こ
れ
に
制
約
さ
れ
た
ヴ
ァ

ル
レ
の
行
動
（
六
月
露
盤
革
命
の
終
了
後
の
出
身
自
治
区
へ
の
再
回
帰
）
と

い
う
局
面
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

　
バ
ブ
ー
フ
主
権
論
の
画
期
性
は
、
こ
の
ヴ
ァ
ル
レ
と
の
対
照
に
お
い
て
、

「
人
民
主
権
を
革
命
政
府
論
で
補
強
し
」
た
点
に
、
ま
た
ブ
ォ
ナ
ロ
ッ
テ
ィ

的
解
釈
と
は
異
な
り
、
　
「
人
民
主
権
を
、
土
地
共
有
・
分
配
の
平
等
の
社
会

主
義
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
も
認
め
て
い
た
」
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
（
二
〇
〇
一
二
〇
九
頁
）
。
ま
た
、
総
裁
府
内
部
に
お
け
る
バ
ブ
ー

フ
の
反
権
力
的
志
向
と
ブ
オ
ナ
ロ
ッ
テ
ィ
の
人
畏
不
信
が
、
一
応
の
解
決
に

到
達
し
て
い
た
と
し
て
、
「
統
一
的
蟹
叡
意
志
の
形
成
と
執
行
の
原
理
と
し
て

の
人
民
主
権
」
へ
の
著
者
み
ず
か
ら
の
確
信
を
深
め
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
柴
田
氏
が
、
平
等
派
の
革
命
独
裁
論
に
、
両
者
の
分
極
的
志
向
・

カ
オ
ス
的
性
格
を
認
め
る
の
と
興
味
深
い
対
照
を
な
し
て
い
る
が
、
確
か
に
、

憲
法
よ
り
も
制
度
を
重
視
し
、
集
団
独
裁
の
立
場
を
と
る
パ
ブ
ー
フ
に
、
ア

ナ
；
キ
ズ
ム
的
傾
向
を
さ
ほ
ど
ま
で
観
取
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
も
の
の
、
直
接
民
主
主
義
的
な
人
民
主
権
論
に
た
つ
、
統
一
的
軸
承
意
志

形
成
そ
の
も
の
は
、
実
践
的
に
は
乗
確
認
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
残
る
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
さ
き
の
井
上
氏
の
批
判
そ
れ
じ
た
い
に
対
す
る
回
答

と
し
て
は
な
お
決
め
手
を
欠
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が
、
「
今
日
の
『
左
翼

連
合
』
に
至
る
ま
で
生
命
を
保
ち
続
け
て
い
る
人
民
主
権
の
歴
史
的
意
義
」
か

ら
正
当
化
さ
れ
る
と
は
い
い
が
た
い
。
主
観
的
心
情
は
別
と
し
て
、
論
証
は

148 （312）



分書

歴
史
的
事
実
を
あ
く
ま
で
対
象
と
し
つ
つ
組
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

　
　

　
三
　
十
八
世
紀
史
的
手
法
と
十
九
世
紀
史
的
手
法
（
第
二
篇
第
一
、
二
章
）

　
く

　
十
九
世
紀
前
半
は
、
一
八
三
〇
年
頃
か
ら
一
八
四
八
年
ま
で
を
念
頭
に
お

く
と
、
本
質
的
に
労
働
者
階
級
の
形
成
過
程
に
あ
た
る
と
の
概
史
的
展
望
か

ら
入
っ
て
、
工
業
の
機
械
化
、
労
働
者
の
賃
金
・
生
活
状
態
、
法
的
規
制
な

ど
に
つ
い
て
ド
レ
ア
ソ
の
『
労
働
運
動
史
』
や
、
ド
レ
ア
ン
、
ド
オ
ー
ヴ
の

共
著
『
フ
ラ
ン
ス
労
働
史
』
な
ど
を
駆
使
し
て
労
働
者
の
実
態
把
握
に
迫
っ

て
い
る
（
二
二
九
一
二
四
八
頁
）
。
と
く
に
低
賃
金
に
規
定
さ
れ
た
労
働
条
件

の
劣
悪
さ
や
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
期
刑
法
典
い
ら
い
の
一
時
的
団
結
の
禁
止
と
永

続
的
団
結
の
禁
止
、
そ
れ
に
労
働
手
帳
の
制
度
の
持
続
、
一
八
三
四
年
に
お

け
る
永
続
的
団
結
禁
止
の
強
化
な
ど
の
く
だ
り
は
、
か
な
り
明
細
で
、
い
か

に
著
者
が
歴
史
的
実
態
を
重
視
し
た
か
が
汲
み
と
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
だ
が
1
喜
安
朗
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
労
働
者
の
多
様
な
存
在
形

態
（
『
民
衆
運
動
と
社
会
主
義
』
勤
草
書
房
六
八
…
七
二
頁
参
照
）
の
解
明
ま

で
に
は
と
ど
か
ず
、
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
一
八
四
八
年
二
月
革
命
に
み
ら
れ

る
労
働
者
の
動
向
は
、
そ
の
多
様
な
要
求
項
目
や
抵
抗
闘
争
の
展
開
に
即
し

た
分
析
は
な
さ
れ
ず
に
、
一
八
三
一
年
リ
ヨ
ン
絹
織
工
の
暴
動
と
同
様
、
勇

働
者
間
の
階
級
的
自
覚
へ
の
契
機
い
わ
ば
、
人
民
主
権
論
の
開
花
に
む
け
て

の
予
備
段
階
と
し
て
総
括
さ
れ
て
い
る
（
二
五
七
頁
）
。

　
こ
こ
に
は
重
要
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
著
者
は
や
や
も
す
れ
ば
形
成

途
上
の
労
働
者
階
級
と
い
う
視
点
に
流
さ
れ
、
二
月
革
命
期
に
現
出
し
た
各

職
能
別
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
の
生
成
、
リ
ュ
ク
サ
ソ
ブ
ー
ル
代
表
者
中
央
委
員

会
と
の
結
合
な
ど
、
労
働
者
層
の
自
律
性
の
深
化
に
ふ
み
込
み
え
な
い
で
い

る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
人
民
主
権
と
か
か
わ
り
が
な
い
と
著
者
は
い
う
か
も
知
れ
な
い
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
人
民
主
権
概
念
は
狭
隆
な
も

の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
著
者
は
十
九
世
紀
を
論
じ
る
に
あ
た

っ
て
、
人
民
主
権
概
念
を
再
構
成
す
べ
き
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
す
な

わ
ち
、
e
十
八
世
紀
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
民
衆
を
労
働
者
に
お
き
か
え
、
命

令
的
委
任
を
通
し
か
れ
ら
自
身
に
よ
る
権
力
の
分
担
・
行
使
を
可
能
に
す
る

よ
う
な
主
権
構
想
と
し
て
お
し
と
お
す
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
代
わ
り
に
、
そ

れ
が
勝
働
者
の
自
己
運
動
に
た
い
し
て
包
摂
し
う
る
限
界
を
も
明
示
す
る
か
、

⇔
主
権
概
念
の
転
換
を
は
か
り
、
労
働
者
の
自
律
的
運
動
を
、
そ
れ
が
政
治

の
原
理
と
接
受
す
る
場
合
も
し
な
い
場
合
も
ふ
く
め
て
包
摂
し
う
る
よ
う
な

概
念
の
構
成
を
す
る
か
、
い
ず
れ
か
の
道
を
と
る
べ
き
で
な
か
っ
た
か
。
著

岩
が
選
ん
だ
の
は
あ
く
ま
で
権
力
の
奪
取
と
い
う
契
機
を
含
ん
だ
政
治
行
動

の
原
理
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
リ
ュ
ク
サ
ソ
ブ
ー
ル
代
表
老
中
央
委
の

後
身
と
し
て
の
合
同
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
協
会
と
い
う
、
労
働
者
の
組
織
化
の

中
か
ら
地
区
・
セ
ク
シ
ョ
ン
を
下
部
組
織
と
し
て
も
つ
に
至
っ
た
集
権
的
な

中
央
組
織
を
み
す
ご
す
こ
と
に
な
る
。
よ
り
端
的
に
は
初
期
社
会
主
義
者
を

論
じ
た
な
か
で
、
フ
ー
リ
エ
、
ブ
ル
ー
ド
ソ
を
、
国
家
論
・
主
権
論
を
論
じ

て
い
な
い
と
し
て
黙
殺
す
る
こ
と
（
二
七
〇
一
二
七
一
頁
）
と
も
な
る
。
著

者
は
ド
ロ
…
ズ
の
『
フ
ラ
ン
ス
政
治
思
想
史
』
を
引
用
し
て
、
　
「
フ
ー
リ
エ

と
ブ
ル
ー
ド
ソ
は
国
家
の
成
員
の
解
放
に
お
い
て
国
家
の
引
き
受
け
る
べ
き

役
割
を
無
視
し
て
お
り
、
国
家
の
干
渉
の
み
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
形
成
に

よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
聞
題
を
少
な
く
と
も
幾
ら
か
ず
つ
は
解
決
す
る
こ
と
を

理
解
し
な
か
っ
た
」
と
説
く
。

　
だ
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
限
ら
ず
、
当
時
の
生
成
し
た
ば
か
り
の
基
幹
産

業
・
大
工
場
労
働
者
や
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
労
働
者
、
手
工
業
職
人
の
提
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起
し
た
聞
題
を
、
少
な
く
と
も
幾
ら
か
ず
つ
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
ブ
ル

ー
ド
ソ
は
、
隅
一
職
種
の
異
な
る
工
程
や
、
ま
た
異
な
る
職
種
の
労
働
者
の

連
携
を
、
経
営
・
分
配
の
自
主
管
理
を
構
想
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、

十
九
世
紀
前
半
の
個
々
の
労
働
者
の
結
集
体
で
あ
っ
た
職
人
組
合
や
相
互
扶

助
組
織
の
伝
統
を
ひ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
や
ヴ
ァ
ル
レ
の
「
人
民
主

権
論
に
お
け
る
社
有
制
度
と
主
権
原
理
の
矛
盾
」
　
（
二
一
九
頁
）
の
解
決
を

バ
ブ
ー
フ
と
は
異
な
る
し
か
た
で
、
よ
り
罠
衆
の
自
発
性
・
自
主
性
に
ふ
み

入
っ
た
形
で
、
大
土
地
や
工
場
な
ど
私
有
財
産
の
揚
棄
の
方
向
に
求
め
た
の

で
あ
る
。
著
者
じ
し
ん
が
、
権
力
の
階
級
性
・
労
働
者
じ
し
ん
の
階
級
的
孤

立
性
を
考
え
る
契
機
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
た
（
二
五
〇
1
二
五

一
百
ハ
）
　
一
八
三
一
年
の
リ
ヨ
ン
暴
動
に
お
け
る
絹
織
工
と
織
匠
の
連
合
や
、

一
八
三
三
年
の
パ
リ
仕
立
工
ら
の
相
互
扶
助
組
合
に
よ
る
経
営
の
自
主
管
理

運
動
（
阪
上
孝
「
ブ
ル
ー
ド
ソ
に
お
け
る
所
有
・
国
家
・
革
命
」
『
季
刊
社

会
思
想
2
1
2
』
一
八
頁
、
同
「
二
月
革
命
と
社
会
主
義
」
　
『
思
想
』
六
四

五
号
、
四
一
一
四
一
一
頁
に
引
用
）
を
い
か
に
ブ
ル
ー
ド
ソ
が
自
己
の
思
想
の

中
に
繰
り
こ
ん
で
い
る
か
を
考
え
た
い
。

　
評
者
も
ま
た
、
ブ
ル
ー
ド
ソ
の
構
想
が
、
権
力
的
契
機
・
政
治
的
緊
張
を

回
避
し
て
そ
れ
じ
た
い
実
現
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い
と
考
え
る
。
い
か
な
る

「
社
会
革
命
」
の
計
画
も
、
実
現
が
日
程
に
の
ぼ
る
と
き
、
必
ず
政
治
の
磁

場
に
作
用
・
反
作
用
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
立
法
議
会
で
の
ブ
ル
ー

ド
ソ
提
案
に
慰
す
る
チ
エ
ー
ル
の
攻
撃
は
そ
う
し
た
反
作
用
の
先
端
都
に
あ

た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
ブ
ル
ー
ド
ソ
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
批
判
や

ル
イ
・
ブ
ラ
ン
非
難
が
そ
の
ま
ま
、
こ
れ
ら
権
力
重
視
派
の
実
像
を
示
し
て

い
る
と
も
断
定
し
が
た
い
。
だ
が
、
著
考
の
ブ
ル
ー
ド
ソ
評
は
こ
れ
を
論
じ

る
以
前
の
段
階
で
、
著
者
自
身
が
問
題
と
す
る
労
働
者
の
「
解
放
」
運
動
の

重
要
な
契
機
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
著
者
は
十
八
世
紀
史
的
手
法
で
十
九
世
紀
史
を
裁
断

し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
十
八
世
紀
、
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
革
命
期

は
、
資
本
主
義
社
会
か
ら
抽
象
さ
れ
た
自
然
権
の
主
体
た
る
個
人
が
、
契
約

国
家
（
社
会
体
）
に
お
い
て
市
斑
資
格
を
え
（
八
九
年
シ
エ
イ
エ
ス
の
論
理
）
、

そ
れ
が
さ
ら
に
盲
点
権
利
の
淵
源
と
し
て
の
自
然
権
を
て
こ
に
み
ず
か
ら
主

権
の
分
有
者
と
し
て
命
令
的
委
任
を
堅
持
し
つ
つ
議
会
・
政
府
に
抵
抗
し
た

り
、
一
歩
す
す
め
て
集
団
の
形
を
と
り
つ
つ
主
権
主
体
と
し
て
新
政
府
の
樹

立
に
む
か
う
こ
と
（
九
三
年
ヴ
ァ
ル
レ
の
論
理
）
が
描
か
れ
た
。
し
か
も
こ

の
市
民
は
、
生
活
苦
の
民
衆
、
問
屋
制
資
本
の
も
と
の
手
工
業
職
人
を
包
含

す
る
概
念
で
あ
り
、
輿
然
権
の
一
つ
に
生
存
権
が
加
え
ら
れ
た
の
も
こ
れ
に

も
と
つ
く
。
八
九
年
の
所
有
権
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
は
政
治
の
タ
ー
ム
な
の

で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
十
八
世
紀
世
界
は
、
社
会
を
論
じ
る
こ
と
が
即

国
家
（
政
治
）
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
確
か
に
ケ
ネ
ー
や
デ

ィ
ド
ロ
に
み
る
よ
う
に
布
民
社
会
期
は
国
家
論
に
半
ば
先
行
し
て
成
立
し
て

は
い
た
が
、
箪
命
は
こ
の
二
つ
の
も
の
を
お
し
つ
づ
め
た
の
で
あ
る
）
。

　
と
こ
ろ
が
十
九
世
紀
（
す
で
に
前
半
）
に
お
い
て
は
、
産
業
・
労
働
の
世

界
の
拡
が
り
が
、
一
転
し
て
社
会
を
論
じ
る
こ
と
と
国
家
（
政
治
）
を
論
じ

る
こ
と
と
を
別
次
元
の
も
の
と
し
た
。
こ
れ
を
象
微
的
に
示
す
も
の
は
、
労

働
の
権
利
と
い
う
無
双
と
そ
れ
が
く
る
み
こ
む
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
白
然

権
の
名
残
り
と
し
て
の
労
働
権
・
雇
用
の
自
由
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
の

そ
れ
（
九
三
年
、
サ
ソ
闘
ジ
ュ
ス
ト
、
ロ
ソ
ム
）
つ
ま
り
政
治
の
タ
t
ム
で

な
く
、
経
済
権
力
の
担
い
手
た
ゑ
買
主
・
資
本
家
か
ら
の
独
立
を
意
味
す
る
、

生
産
次
元
で
の
嶽
己
回
復
、
階
級
的
自
立
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
喜

安
漁
期
一
掲
書
六
〇
一
山
、
　
最
上
茜
終
漁
第
二
払
繭
文
四
七
頁
）
。
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評書

　
著
者
の
方
法
は
、
下
民
主
権
の
手
段
と
し
て
命
令
的
委
任
や
抵
抗
権
を
そ

の
核
に
す
え
、
他
方
、
革
命
政
府
論
を
、
人
民
意
志
に
依
拠
し
つ
つ
そ
の
集

権
的
持
続
的
指
導
組
織
と
し
て
定
立
さ
せ
る
こ
と
の
中
に
、
民
衆
の
解
放
の

唯
一
の
手
が
か
り
を
求
め
た
限
り
に
お
い
て
、
政
治
の
タ
；
ム
が
生
か
さ
れ
、

パ
ブ
…
フ
ま
で
を
含
む
十
八
世
紀
的
変
革
の
分
析
に
は
有
効
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
ひ
き
か
え
、
十
九
世
紀
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
よ
う
に
社
会
の
拡
延
を

み
き
わ
め
る
こ
と
な
く
、
た
ん
に
、
労
働
者
階
級
解
放
の
手
段
と
し
て
権
力

の
契
機
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
の
み
国
家
と
社
会
の
た
ぐ
り
よ
せ
を
行
う
こ

と
は
、
そ
の
間
口
の
狭
さ
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ブ
ル
ー
ド
ン
の
ほ
か
に
も
、
サ
ソ
・
シ
モ
ン
や
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
、
そ
れ
に

十
八
世
紀
的
主
権
論
に
な
お
執
着
を
示
し
て
い
る
か
に
み
え
る
コ
ン
シ
デ
ラ

ソ
（
三
〇
三
－
三
＝
二
頁
）
も
含
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
脚
点
か
ら
労
働
者
の

現
状
把
握
と
そ
の
解
決
方
法
の
模
索
を
、
つ
ま
り
国
家
と
社
会
の
か
れ
ら
な

り
の
結
合
に
お
い
て
こ
こ
ろ
み
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
で
著
者
に
よ
っ

て
比
較
的
よ
く
密
着
し
て
汲
み
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
か
れ
が
社
会
改
革
1
1
労
働
の
組
織
化
に
と
っ
て
、
鰯
家
権
力

の
果
た
す
役
割
を
重
視
し
た
（
三
二
六
－
三
二
九
頁
）
と
い
う
点
で
、
権
力

掌
握
の
契
機
を
重
ん
じ
る
著
者
と
の
「
幸
福
な
一
致
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
　
「
民
衆
じ
た
い
が
権
力
の
担
い
手
と
な
る
よ
う
な
主
権
構
想
を
も

っ
て
い
る
か
否
か
、
労
働
者
階
級
の
意
思
に
基
礎
を
お
く
権
力
を
想
定
す
る

か
否
か
」
で
初
期
社
会
主
義
者
た
ち
を
ふ
る
い
に
か
け
る
（
二
七
一
頁
）
の

で
あ
る
が
、
も
し
十
九
世
紀
史
に
芳
わ
し
い
手
法
－
そ
れ
は
先
述
の
よ
う
に

主
権
概
念
の
変
容
を
よ
ぎ
な
く
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
一
を
確
立
し
て
お
れ
ば
、

サ
ソ
・
シ
モ
ン
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
「
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
」
、

h
貧
困
階
級
じ
た
い
が
権
力
の
担
い
手
と
な
る
こ
と
な
し
に
、
権
力
が
（
解

放
の
）
任
務
を
果
た
し
う
る
と
す
る
楽
観
性
」
　
（
二
七
三
頁
）
と
批
判
す
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
産
業
者
階
級
主
体
の
未
来
社
会
像
を
、
お
そ
ら
く
人

民
主
権
な
ら
ぬ
「
国
民
主
権
」
の
一
転
形
形
態
と
し
て
評
価
し
な
お
す
こ
と

も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
因
み
に
特
権
身
分
の
代
わ
り
に
地
主
階
級
を
、
自

然
権
的
個
人
の
代
わ
り
に
生
産
者
個
人
を
、
自
然
権
的
平
等
の
代
わ
り
に
産

業
的
平
等
を
お
い
て
み
よ
。
ま
た
、
立
憲
的
議
会
制
の
代
わ
り
に
、
産
業
者

で
構
成
さ
れ
る
最
高
会
議
つ
ま
り
か
れ
の
い
う
「
産
業
的
君
主
制
」
を
お
く

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
（
吉
田
静
一
『
サ
ソ
・
シ
モ
ン
復
興
』
未
来
社
三
八
頁

よ
り
）
。
つ
い
で
な
が
ら
著
者
が
サ
ン
シ
モ
ン
の
著
作
に
ふ
れ
て
い
な
い
こ

と
は
た
と
え
先
の
よ
う
な
切
り
す
て
を
肯
定
す
る
人
々
に
と
っ
て
も
少
々
気

に
な
る
こ
と
で
あ
る
ま
い
か
。

　
ブ
ル
ー
ド
ソ
、
サ
ソ
・
シ
モ
ン
に
ひ
き
か
え
、
ブ
ラ
ソ
キ
、
コ
ソ
シ
デ
ラ

ソ
、
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
に
多
く
の
ス
ペ
ー
ス
が
さ
か
れ
て
い
る
の
は
、
薯
老
の

主
権
論
か
ら
す
れ
ば
至
極
、
当
然
で
あ
り
、
こ
と
に
ブ
ラ
ソ
キ
に
お
け
る
、

ブ
オ
ナ
ロ
ヅ
テ
ィ
を
媒
介
と
し
た
パ
ブ
…
ヴ
ィ
ズ
ム
の
継
承
と
の
把
握
は
そ

れ
じ
た
い
至
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
、
民
衆
と
切
断
さ

れ
た
蜂
起
論
と
革
命
政
府
論
を
い
う
ま
え
に
な
す
べ
き
こ
と
が
な
か
っ
た
の

か
。
た
と
え
ば
、
ブ
ラ
ソ
キ
の
主
権
論
を
説
明
す
べ
く
そ
の
実
際
活
動
に
つ

い
て
ふ
れ
た
部
分
は
、
ブ
リ
山
ア
の
引
用
に
な
る
一
八
三
九
年
五
月
一
二
日

の
く
だ
り
1
1
四
季
結
社
事
件
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
二
八
九
頁
）
。
こ
の

点
は
一
八
四
八
年
三
月
十
七
日
の
示
威
、
同
五
月
十
五
日
の
暴
動
、
七
〇
年

十
月
三
一
日
の
決
起
の
い
ず
れ
か
を
含
む
、
い
ま
少
し
長
い
展
望
の
中
で
こ

の
革
命
家
を
捉
え
て
も
ら
う
か
、
で
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
、
二
月
鞭
4
≧
命
直
後

の
、
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
労
働
代
表
者
と
ブ
ラ
ソ
キ
の
接
触
状
況
を
、
ヴ
ァ
ル

レ
、
バ
ブ
ー
フ
論
で
み
せ
た
密
度
の
濃
さ
に
匹
敵
す
る
程
度
に
ほ
り
さ
げ
て
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い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
こ
こ
は
カ
ベ
や
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
の
対
応
と
比
較
し
て

も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ブ
ラ
ソ
キ
自
身
は
議
会
選
挙
闇
題
を
め
ぐ
っ

て
そ
の
無
期
限
延
期
を
求
め
、
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
を
基
盤
と
す
る
選
挙
へ
の

準
備
に
傾
く
労
働
者
と
の
聞
に
ず
れ
を
示
し
て
い
る
（
S
・
モ
リ
ニ
心
乱
『
コ

ミ
ュ
ー
ン
の
炬
火
』
粟
田
勇
・
浜
田
泰
三
訳
五
七
頁
）
。
こ
の
間
題
は
ブ
ラ
ソ

キ
の
洞
察
・
予
見
力
の
鋭
さ
を
示
す
と
と
も
に
、
人
民
主
権
論
の
再
構
成
に

も
及
ぶ
べ
き
材
料
を
提
起
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
著
者
に
は
、
普
通
選

挙
か
制
限
選
挙
か
は
市
属
憲
法
（
国
民
主
権
）
の
枠
内
の
問
題
で
、
時
間
を

与
え
な
い
限
り
普
選
も
名
望
察
支
配
を
も
た
ら
す
（
二
五
三
、
二
八
八
頁
）

と
の
注
目
す
べ
き
指
摘
は
あ
る
も
の
の
、
状
況
に
密
着
し
た
人
民
主
権
概
念

の
検
証
、
そ
の
多
岐
的
な
顕
現
可
能
性
を
描
出
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
も
著
老
は
、
ブ
ラ
ン
キ
の
少
数
者
に
よ
る
武
装
蜂
起
を
、
近
代
的
労

働
者
階
級
の
未
成
立
と
い
う
十
九
世
紀
前
半
の
蒔
代
的
制
約
性
に
帰
着
さ
せ

る
こ
と
を
急
い
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

四
パ
リ
．
鴛
罫
書
壼
性
（
第
三
篇
笙
、
二
、
三
、
四
章
）

　
最
後
の
パ
リ
・
コ
ミ
ェ
…
ン
は
、
著
者
の
位
置
づ
け
で
は
、
労
働
者
階
級

の
形
成
と
拡
大
強
化
と
い
う
主
体
的
・
客
観
的
条
件
の
成
熟
の
上
に
開
花
し

た
、
社
会
主
義
の
実
現
・
維
持
の
手
段
と
し
て
の
人
民
主
権
の
本
格
的
表
現

形
態
と
さ
れ
る
（
三
四
五
－
三
四
六
、
三
八
九
頁
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
コ
ミ
ュ
ー

ン
の
諸
動
向
も
、
ま
た
そ
の
内
部
の
諸
潮
流
も
、
斉
一
的
な
本
質
を
も
っ
た

も
の
と
し
て
の
、
ま
た
社
会
主
義
ほ
ん
ら
い
の
所
有
制
度
と
対
応
し
、
こ
れ

を
内
包
す
る
人
民
主
権
を
統
一
的
に
表
明
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
力
点
が
お

か
れ
る
（
三
九
二
i
三
九
四
頁
）
。

　
た
と
え
ば
、
二
〇
区
共
和
主
義
中
央
委
員
会
の
宣
言
を
も
と
に
（
三
七
〇

頁
）
著
者
じ
し
ん
が
、
り
ー
ス
ら
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
的
解
釈
（
三
三
八
頁
）
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
す
ず
氏
の
さ
き
の
批
判
（
本
営
二
参
照
）
を
意
識
し
て
提
起
し
た
と
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

れ
る
、
複
数
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
連
合
の
も
つ
統
一
性
の
強
調
（
三
九
八
－
四
〇

三
頁
）
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
「
出
盛
契
約
的
で
、
国
家
連
合
的
な
コ
ミ
ュ

ー
ン
連
合
は
、
各
地
ミ
ュ
ー
ソ
が
主
権
国
家
的
存
在
で
、
同
意
事
項
に
つ
い

て
の
み
連
合
が
成
立
し
、
連
合
の
意
思
決
定
に
た
い
す
る
拒
否
権
、
適
用
免

除
権
を
も
っ
て
い
る
か
」
と
み
ず
か
ら
闇
い
か
け
、
笛
え
は
、
そ
う
解
す
べ

き
で
な
く
、
一
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
機
能
は
、
当
該
地
域
の
み
を
管
轄
す
る
収
支

予
鋒
、
租
税
の
確
定
と
割
当
、
地
方
事
務
の
管
理
等
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
が

ら
、
国
の
全
般
的
管
理
事
務
は
、
あ
く
ま
で
統
一
体
と
し
て
の
中
央
政
府
に

ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
し
、
統
一
共
和
国
と
自
治
コ
ミ
ュ
…
ソ
と
の
共
存
可
能
性

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
著
者
の
読
解
は
理
路
整
然
と
し
て
お
り
、

人
民
主
権
の
レ
ゾ
ン
・
ゲ
ー
ト
ル
は
、
そ
の
限
り
で
尤
も
な
も
の
で
あ
る
。

扇
家
形
成
が
コ
ミ
ュ
ー
ン
問
契
約
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
も
契
約
行
為
そ
れ

じ
た
い
が
、
契
約
に
よ
っ
て
生
じ
る
国
家
の
あ
り
方
を
直
ち
に
、
　
（
か
つ
全

面
的
に
）
規
定
す
る
も
の
で
な
く
、
契
約
の
内
容
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
、
と

す
る
鋭
い
指
摘
も
こ
れ
を
支
え
て
い
る
。

　
だ
が
そ
れ
は
あ
く
ま
で
理
論
的
整
合
性
で
あ
っ
て
、
果
た
し
て
労
働
者
主

体
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
自
治
と
統
一
政
府
と
が
両
立
し
え
る
か
ど
う
か
は
、
や
は

り
未
踏
の
問
題
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
種
の
論
議
は
、
　
（
九
三
年
憲
法

の
民
主
約
条
項
の
問
題
以
上
に
）
決
め
手
を
欠
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

も
著
者
は
、
現
代
的
政
治
課
題
に
ひ
き
よ
せ
て
歴
史
を
再
構
成
せ
ん
と
す
る

強
固
な
姿
勢
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
理
論
的
可
能
性
と
し
て
の
国
家
と
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
共
存
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

歴
史
現
実
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
や
そ
の
他
の
上
部
組
織
と
区
の
関
係
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評書

こ
そ
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
い
く
つ
か
の
重
要
な
コ
ミ
ュ

ー
ン
研
究
に
よ
っ
て
、
国
民
衛
兵
中
央
委
員
会
と
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
の
関
係

に
つ
い
て
す
で
に
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
と
て
分
権
的
区
制
や
区

の
住
民
組
織
と
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
と
の
関
係
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
た
も
の
で

は
あ
る
ま
い
。
た
と
え
ば
、
桂
圭
男
氏
の
「
ロ
セ
ル
の
陰
謀
」
に
は
、
中
央

委
員
会
と
そ
の
選
挙
母
胎
た
る
軍
団
評
議
会
が
と
も
に
軍
隊
の
再
編
・
強
化

を
め
ぐ
り
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
や
陸
軍
省
と
対
立
し
た
経
緯
が
論
ぜ
ら
れ
て

い
る
が
（
『
立
命
館
文
学
』
三
八
二
、
三
八
三
合
併
出
四
三
頁
（
1
2
）
）
、
そ
の

場
合
も
、
軍
団
評
議
会
と
各
区
住
民
権
力
の
緊
張
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
民
衆
ク
ラ
ブ
と
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
の
ず
れ
も
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
（
同
氏
『
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
』
岩
波
新
書
一
六
〇
一
一
六
七

頁
）
。
著
者
は
こ
こ
で
も
、
コ
ミ
ュ
ー
γ
議
会
を
区
民
の
受
任
者
と
と
ら
え
、

命
令
的
委
任
の
原
理
の
貫
通
を
み
る
の
で
あ
る
（
一
八
六
九
年
ベ
ル
ヴ
ィ
ル

綱
領
1
1
三
六
二
頁
、
七
一
年
三
月
二
七
日
の
二
〇
区
共
和
主
義
中
央
委
員
会

宣
言
駐
三
九
八
頁
、
四
月
十
九
日
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
宣
言
H
四
〇
四
頁
）

が
、
短
命
は
も
は
や
、
受
任
者
か
代
表
者
か
と
い
う
原
則
的
な
わ
く
を
越
え

て
お
り
、
自
ら
受
任
者
を
自
負
す
る
国
民
衛
兵
中
央
委
員
会
や
、
コ
ミ
ュ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ら

ソ
議
会
、
陸
軍
省
が
、
軍
事
独
裁
へ
の
衝
動
を
孕
み
つ
つ
、
住
民
集
会
や
区

の
民
衆
ク
ラ
ブ
の
動
き
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
た
か
、
ま
た
住
民

集
会
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
こ
れ
ら
の
鼎
立
関
係
に
い
か
な
る
作
用
を
及
ぼ
し
た

の
か
ま
で
論
及
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
、
受
任
関
係
の
歴
史

的
実
態
の
響
胴
に
あ
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

期
の
ヴ
ァ
ル
レ
論
に
お
け
る
セ
ク
シ
ョ
ン
史
の
考
察
と
の
類
比
か
ら
い
え
ば

自
然
な
期
待
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
い
ま
ひ
と
つ
、
コ
、
ミ
ュ
ー
ン
評
価
を
め
ぐ
る
重
要
な
争
点
に
、
中

央
集
権
主
義
対
連
合
主
義
、
政
治
革
命
対
社
会
革
命
の
対
立
を
ど
の
て
い
ど

ま
で
認
め
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
著
老
は
「
ブ
ル
ー
ド
ソ
派
、
ジ
ャ
コ

バ
ン
派
、
ブ
ラ
ソ
キ
派
に
つ
い
て
の
固
定
観
念
か
ら
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン

や
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
を
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
ま
い
」
　
（
四
〇
三
頁
ま
た
三
七

九
頁
も
。
）
と
し
て
対
立
の
契
機
の
む
し
ろ
否
定
に
傾
い
て
い
る
。
そ
う
し
た

理
解
を
う
ら
づ
け
る
べ
く
、
ル
ー
ジ
ュ
リ
と
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
の
見
解
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
リ
の
自
治
・
自
由
の
制
度
の
、
全
国
拡
大
を

め
ざ
す
こ
と
や
、
第
二
帝
制
下
の
よ
う
な
過
度
の
中
央
集
権
を
破
壊
す
る
必

要
性
に
つ
い
て
の
基
本
的
一
致
（
四
〇
三
一
四
〇
四
頁
の
引
用
参
照
）
、
ま
た
、

ブ
ル
ー
ド
ソ
派
も
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
は
階
級
闘
争
か
ら
噴
出
す
る
革
命
行
動
を

軽
蔑
せ
ず
、
考
え
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
（
四
二
四
頁
）
で
あ
る
。

　
確
か
に
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
…
ソ
以
前
か
ら
の
支
配
的
二
潮
流
の
理
念
で
、
コ

ミ
ュ
ー
ン
論
を
裁
断
し
が
た
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
諸
潮
流
が
パ
リ
・
コ

ミ
ュ
ー
ン
の
過
程
で
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
た
か
と
い
う
問
題
も
興
味
を
惹
く
。

だ
が
、
民
衆
革
命
と
い
う
新
し
い
現
実
の
な
か
で
既
存
の
理
論
は
い
っ
た
ん

溶
解
し
た
が
、
公
安
委
員
会
や
軍
事
指
導
を
め
ぐ
る
問
題
で
、
二
つ
の
革
命

路
線
は
形
を
か
え
て
登
場
し
た
、
と
す
る
柴
田
氏
の
見
解
（
同
氏
『
パ
リ
・

コ
ミ
ュ
ー
ン
』
中
公
新
書
一
五
四
、
一
六
〇
、
一
七
二
頁
、
同
氏
「
パ
リ
・

コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
け
る
内
部
分
裂
に
つ
い
て
」
岡
田
与
好
編
『
近
代
革
命
の

研
究
』
下
巻
、
二
七
七
頁
）
は
、
説
得
力
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
著
者
は
、
公
安
委
員
会
創
設
の
経
過
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
論
争
を
示
し
な
が

ら
、
バ
ブ
ー
フ
論
で
あ
れ
ほ
ど
前
面
に
う
ち
だ
し
た
革
命
政
府
論
と
の
関
連

づ
け
で
は
こ
れ
に
論
及
せ
ず
、
恰
か
も
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
内
部
の
深
刻
な
分

裂
の
前
に
た
じ
ろ
い
で
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
（
三
八
○
一
三
八
四
頁
）
。

　
そ
れ
で
い
て
、
著
者
は
、
パ
ブ
ー
フ
主
義
と
比
較
し
つ
つ
次
の
よ
う
な
最
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終
公
審
判
を
下
す
。
す
な
わ
ち
、
パ
ブ
…
フ
主
義
が
ジ
ャ
コ
バ
ソ
的
少
数
独

裁
と
サ
ソ
翁
キ
ェ
ロ
ッ
ト
的
民
衆
独
裁
の
二
つ
の
対
立
を
止
揚
す
る
方
式
を

見
い
出
し
た
の
に
ひ
き
か
え
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
開

始
前
も
開
始
後
に
お
い
て
も
、
検
討
の
た
め
の
蒔
間
の
絶
対
量
が
不
足
し
て

い
た
こ
と
に
帰
因
さ
せ
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
　
「
革
命
政
府
論
に
お
い
て
パ

ブ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
の
レ
ベ
ル
に
も
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
」
　
（
四
一
七
－
四
二

〇
頁
）
と
、
は
な
は
だ
手
厳
し
い
審
判
を
で
あ
る
。

　
著
者
は
要
す
る
に
、
人
民
主
権
の
実
現
に
つ
い
て
は
、
著
者
自
ら
の
み
と

お
し
ど
お
り
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
充
足
し
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ

を
外
敵
か
ら
防
衛
す
べ
き
革
命
政
府
　
　
民
衆
意
志
に
基
礎
を
お
き
つ
つ
も
、

人
民
主
権
の
手
続
き
を
厳
守
す
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
な
い
一
の
樹
立
の
点

で
は
失
敗
で
あ
っ
た
、
と
総
括
し
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
バ
ブ
ー
フ
の
陰
謀
は
、

前
史
、
つ
ま
り
陰
謀
に
む
け
て
の
歴
史
的
経
験
・
実
態
は
と
も
か
く
と
し
て
、

革
命
政
府
そ
れ
じ
た
い
は
、
バ
ブ
ー
フ
に
よ
っ
て
い
か
に
精
緻
に
（
薩
接
民

主
主
義
と
矛
盾
な
く
）
構
想
さ
れ
て
い
よ
う
と
あ
く
ま
で
計
画
で
あ
り
、
こ

れ
に
比
し
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
組
織
と
組
織
が
、
自
負
・
潟
望
・
焦

躁
・
連
帯
・
絹
互
不
信
を
交
叉
さ
せ
な
が
ら
生
憂
し
く
ぶ
つ
か
り
あ
っ
た
現

実
で
あ
っ
た
。
民
衆
革
命
が
も
っ
た
現
実
的
意
味
も
含
め
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ

ー
ン
は
バ
ブ
ー
フ
の
陰
謀
よ
り
は
重
た
い
。

　
革
命
政
府
論
の
成
熟
度
如
何
で
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
裁
断
す
る
著
者
の

姿
勢
に
、
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ー
ン
評
価
の
す
べ
て
で
は
な
い
と
し
て
も
、
や
は

り
十
八
世
紀
的
政
治
革
命
の
尺
度
で
十
九
世
紀
の
社
会
亡
命
を
は
か
ろ
う
と

す
る
性
急
さ
が
う
か
が
え
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。

　
多
々
批
判
を
な
ら
べ
て
し
ま
っ
た
が
、
第
二
篇
の
場
合
と
同
様
、
パ
リ
・

コ
ミ
ュ
ー
ン
前
の
労
働
者
の
状
況
、
一
八
六
〇
年
代
以
降
の
宣
言
、
か
れ
ら

の
動
向
を
あ
ら
わ
す
綱
領
類
が
、
コ
ミ
ェ
ー
ソ
期
の
そ
れ
と
と
も
に
よ
く
整

理
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
も
含
め
、
本
書
は
憲
法
学
者
と
し
て
は
稀
有
な

ほ
ど
、
歴
史
の
中
に
踏
み
こ
ん
だ
書
で
あ
る
。
そ
こ
で
歴
史
学
か
ら
の
対
話

の
道
を
ひ
ら
く
に
は
、
著
者
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
定
立
さ
せ
た
主
権
概
念
そ

の
も
の
の
理
解
が
必
要
で
、
そ
の
た
め
の
法
理
論
的
訓
練
も
忌
避
し
て
は
な

ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
杉
原
氏
の
歴
史
（
と
く
に
十
九
世
紀
史
）
解
釈
に

た
い
し
て
は
、
そ
れ
が
法
理
論
定
式
化
の
た
め
の
方
途
で
あ
る
と
し
て
も
、

や
は
り
こ
れ
を
歴
史
学
の
立
場
で
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
こ
の
書
は
「
フ
ラ
ン
ス
十
八
・
九
世
紀
マ
ル
ク
ス
主
義
主
権
論

史
」
と
し
て
の
古
典
的
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
要
所
に
お
け
る

マ
ル
ク
ス
等
の
引
用
か
ら
も
、
署
者
が
す
す
ん
で
こ
う
し
た
役
割
を
引
受
け

た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
　
　
　
（
A
5
判
　
四
三
八
頁
　
一
九
七
八
年
七
月
　
岩
波
盤
店
　
ヨ
ニ
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
大
学
人
文
学
部
助
教
授
　
叢
山
市
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