
堂
田

評

虎
尾
達
哉
著

『
日
本
古
代
の
参
議
制
」

坂
　
上
　
康
　
俊

　
一
九
八
二
年
、
「
参
議
制
の
成
立
」
を
携
え
て
学
界
に
登
場
し
た
著
者
の
、

こ
れ
は
初
め
て
の
著
書
で
あ
る
。
評
者
は
著
者
と
同
母
で
あ
る
が
、
正
直

書
っ
て
参
議
の
研
究
が
将
来
～
書
を
な
す
ほ
ど
の
豊
饒
さ
を
宿
し
て
い
る
と

は
、
当
時
、
思
い
も
し
な
か
っ
た
。
不
明
と
い
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
著

者
は
そ
の
後
一
貫
し
て
律
令
書
聖
制
の
研
究
に
打
ち
込
ま
れ
た
が
、
当
初
か

ら
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
参
議
制
に
つ
い
て
の
既
発
表
論
考
を
、
再
構
成

し
て
纏
め
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
左
記
の
通
り
。

　
緒
言

　
第
～
部
　
参
議
制
の
成
立
と
展
開

　
　
第
一
章
　
八
砒
紀
前
半
に
お
け
る
参
議
の
任
用
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
一
参
議
制
研
究
の
史
料
的
限
界

　
　
第
二
章
　
参
議
制
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
夫
制
と
令
制
四
位
－

　
　
第
三
章
　
初
期
参
議
の
職
掌
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
…
「
鷹
飼
記
」
参
議
項
「
養
老
二
年
始
期
論
奏
」
管
見
一

　
　
第
四
章
　
　
「
参
議
」
号
成
立
考

　
　
第
五
章
　
参
議
宣
旨
職
論
小
考

　
　
　
　
　
　
…
参
議
を
宣
旨
職
と
す
る
通
説
を
疑
う
－

　
　
第
六
章
　
元
慶
六
年
七
月
一
日
式
部
省
奏
上
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
1
参
議
職
事
宮
化
の
実
相
－

第
二
部
　
参
議
制
の
周
辺

　
　
第
七
章
　
冠
位
十
二
階
と
大
化
以
降
の
諸
冠
位

　
　
　
　
　
　
1
…
増
田
美
子
氏
の
新
説
を
め
ぐ
っ
て
一

　
　
第
八
章
　
冠
位
十
一
一
階
と
大
化
以
降
の
諸
冠
位
・
再
考

　
　
　
　
　
　
一
増
田
美
子
氏
の
高
批
に
接
し
て
1

　
　
第
九
章
　
知
太
政
官
事
小
考

　
　
第
十
章
国
史
管
見
黒
藻

　
　
　
　
　
　
　
　
書
紀
コ
一
王
以
上
扁
と
書
紀
「
降
親
王
之
礼
」
－

　
結
論

　
本
書
に
つ
い
て
は
、
既
に
佐
藤
長
門
・
井
上
亘
両
氏
に
よ
る
書
評
が
、
そ

れ
ぞ
れ
『
史
学
雑
誌
隔
　
一
〇
八
編
工
号
・
『
日
本
歴
史
』
六
～
三
号
に
寄
せ

ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
な
る
べ
く
両
書
評
と
は
異
な
る
論
点
を
提

供
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。
な
お
紙
幅
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
書
の
中

心
部
分
を
な
す
第
一
部
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
、
予
め
お
断
り
し
て
お

く
。　

緒
善
蒲
に
お
い
て
は
、
参
議
は
議
政
官
組
織
の
末
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が

ら
も
、
元
来
名
称
す
ら
な
く
、
本
官
を
持
ち
な
が
ら
「
朝
政
に
参
議
す
る
」

と
い
う
職
能
の
み
付
与
さ
れ
た
も
の
で
、
法
制
的
に
は
職
事
官
と
な
る
こ
と

は
無
か
っ
た
し
、
更
に
言
え
ば
官
職
で
す
ら
な
か
っ
た
の
で
、
当
然
富
位
相

当
の
規
定
も
無
か
っ
た
が
、
に
も
関
わ
ら
ず
四
位
以
上
の
帯
位
者
か
ら
任
用

さ
れ
る
と
い
う
原
則
が
あ
っ
た
と
し
、
こ
の
よ
う
に
参
議
は
議
政
官
組
織
に
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評書

お
い
て
本
質
的
に
独
自
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
「
参
議
以
上
」
と
か

「
公
卿
」
と
よ
ば
れ
る
一
体
的
な
議
政
官
組
織
の
末
席
を
占
め
て
ゆ
く
の
で

あ
っ
て
、
か
か
る
参
議
が
い
か
に
し
て
成
立
し
、
ま
た
そ
れ
は
い
か
に
し
て

　
般
議
政
官
化
し
て
ゆ
く
の
か
、
そ
れ
が
本
書
の
基
本
視
角
で
あ
る
と
宣
下

す
る
（
一
～
二
頁
）
。
つ
ま
り
参
議
は
結
局
は
一
般
議
政
官
に
な
ら
な
い
の

で
あ
る
が
、
限
り
な
く
一
般
議
政
官
化
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
本
書
は
そ

の
紆
余
曲
折
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
旧
氏
族
収
容
の
た
め
の

便
法
と
し
て
の
大
宝
二
年
に
お
け
る
参
議
の
成
立
、
天
平
三
年
の
そ
の
正
官

化
と
い
う
竹
内
理
三
説
と
、
そ
の
枠
組
み
に
囚
わ
れ
た
諸
学
説
は
、
八
世
紀

初
頭
の
政
治
状
況
か
ら
参
議
の
繊
現
を
説
く
も
の
で
、
参
議
の
も
つ
右
記
の

特
徴
を
説
明
で
き
ず
、
屡
小
化
し
た
議
論
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
す

る
問
題
提
起
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
こ
の
問
題
意
識
を
前
提
に
し
て
、
参
議

は
「
わ
が
国
に
お
け
る
合
議
制
の
伝
統
を
継
承
し
た
恒
久
的
な
議
政
官
制

度
」
で
は
な
い
か
、
「
そ
の
よ
う
な
律
令
制
下
に
持
ち
込
ま
れ
た
前
代
の
議

政
官
制
度
が
い
か
な
る
変
容
を
遂
げ
て
「
参
議
」
号
を
獲
得
し
、
　
一
般
議
政

官
化
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
法
制
上
つ

い
に
職
事
激
化
す
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
の
か
」
（
四
頁
）
と
い
う
問
題
設

定
が
な
さ
れ
る
。
敢
え
て
読
み
込
め
ば
、
参
議
は
、
職
事
官
で
は
な
い
と
い

う
点
、
及
び
そ
れ
に
由
来
す
る
諸
事
象
を
除
け
ば
、
一
般
議
政
官
と
変
わ
ら

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
そ
う
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

第
一
部
の
目
次
の
流
れ
が
了
解
し
易
く
な
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
こ

ま
で
に
も
頻
出
し
て
い
る
コ
般
議
政
熔
化
」
と
い
う
表
現
に
戸
惑
っ
て
も

し
ま
う
の
で
あ
る
。
＝
般
議
政
官
」
と
は
何
か
、
そ
し
て
果
た
し
て
参
議

は
、
職
事
官
で
は
な
い
と
い
う
点
を
除
け
ば
、
＝
般
議
政
官
」
な
る
も
の

の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
う
の
か
。
先
の
論
旨
に
ふ
れ
て
、
直
ち
に
こ
の
疑
問

が
湧
い
て
く
る
。
本
書
は
こ
の
評
者
の
疑
問
に
答
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

以
下
、
第
～
部
の
各
章
を
、
順
を
追
っ
て
読
み
進
め
て
い
こ
う
。

　
第
一
章
で
は
、
延
喜
式
諸
本
中
に
伝
わ
る
歴
運
記
（
弘
仁
二
年
撰
述
）
参

議
項
の
、
「
参
議
五
十
九
人
」
と
い
う
数
字
を
採
り
上
げ
、
他
の
議
政
官
の

任
命
状
況
と
自
運
記
の
任
官
者
数
注
記
と
の
対
比
よ
り
推
し
て
、
こ
の
数
字

は
天
平
宝
字
元
年
八
月
か
ら
同
三
年
十
二
月
を
現
在
数
と
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
確
定
し
、
続
日
本
紀
や
公
卿
補
任
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
参
議
任
命

者
が
二
十
名
以
上
存
在
し
た
筈
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
た
。
脱
漏

の
原
因
は
、
主
と
し
て
続
日
本
紀
の
複
雑
な
編
纂
過
程
に
求
め
ら
れ
、
歴
旧

記
の
数
字
は
信
頼
で
き
る
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
推
断
に
対
し
て
は
、
補
記
一
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鎌
田
発

一
・
吉
川
真
司
両
氏
か
ら
、
五
は
単
に
三
の
誤
写
な
の
で
は
な
い
か
、
と
の

指
摘
が
あ
っ
た
と
い
う
。
著
者
と
し
て
は
、
さ
し
た
る
支
管
の
な
い
誤
写
説

は
採
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
自
説
の
足
許
を
す
く
わ
れ
る
よ
う
な
指
摘
を

も
補
記
し
て
お
く
著
者
の
研
究
者
と
し
て
の
良
心
に
敬
服
す
る
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
既
に
佐
藤
長
門
氏
に
よ
る
検
討
が
あ
り
、
氏
は
八
・
九
世
紀

の
議
政
窟
の
任
用
看
を
数
え
上
げ
、
奈
良
時
代
に
参
議
の
み
が
異
様
に
多
い

の
は
納
得
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
他
方
井
上
亘
氏
は
、
「
三
十
九
入
」
な

ら
同
書
の
他
の
箇
所
の
よ
う
に
「
滑
九
人
扁
と
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
、
誤
写

説
は
支
持
し
が
た
い
旨
述
べ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
そ
も
そ
も
現
存
歴
運
記

の
転
写
過
程
に
お
い
て
、
問
題
の
数
字
に
ど
の
よ
う
な
表
記
法
が
と
ら
れ
て

い
た
か
知
り
得
な
い
以
上
、
説
得
力
を
欠
く
。
結
局
誤
写
説
に
支
管
は
無
い

が
、
さ
り
と
て
こ
の
数
字
に
信
疑
性
が
あ
る
と
す
る
積
極
的
な
傍
証
も
無
い
、

と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
本
書
後
論
で
は
、
こ
の
数
字
が
事
実
と
し
て

歩
き
繊
し
、
続
日
本
紀
に
は
見
え
な
い
が
参
議
の
任
命
は
中
絶
し
て
お
ら
ず
、
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従
っ
て
初
期
参
議
は
～
時
的
便
法
・
臨
時
的
措
置
と
は
一
養
え
な
い
と
さ
れ
て

い
る
が
（
第
回
章
四
九
、
五
三
～
五
四
頁
、
第
三
章
＝
二
五
頁
注
3
8
）
、
こ

の
論
旨
展
開
は
万
全
と
は
言
え
ま
い
。

　
第
二
章
で
は
、
早
く
も
大
宝
二
（
七
〇
二
）
年
の
段
階
で
、
本
曇
を
別
に

持
ち
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
朝
政
に
参
議
す
る
と
い
う
地
位
が
設
け
ら
れ
た
の

は
何
故
か
、
と
い
う
問
題
に
関
す
る
竹
内
理
三
氏
以
来
の
学
説
を
吟
味
・
批

判
し
、
本
窟
を
持
つ
者
に
議
政
官
署
職
能
を
も
与
え
て
朝
政
に
参
与
せ
し
め

る
制
度
は
、
大
宝
令
制
議
政
官
組
織
と
一
体
の
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
故
に
官
職
と
は
書
え
ず
、
従
っ
て
令
に
規
定
さ
れ
ず
、
令
外

官
で
も
な
か
っ
た
、
と
す
る
仮
説
を
提
示
す
る
。
こ
の
仮
説
は
、
今
日
知
ら

れ
る
限
り
の
参
議
任
用
者
の
帯
位
は
全
て
四
位
以
上
で
あ
り
、
か
つ
大
半
は

四
位
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宝
令
制
議
政
宮
は
三
位
以
上
と
し
て
定
め
ら
れ
、

全
体
と
し
て
四
位
以
上
か
ら
な
る
一
体
的
議
政
官
が
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
及
び
唐
に
お
い
て
わ
が
参
議
と
同
様
の
地

位
が
既
に
存
在
し
、
参
議
を
含
め
た
我
国
の
議
政
官
組
織
の
在
り
方
が
既
に

唐
制
に
存
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
と
い
う
（
五
八
頁
）
。

　
前
者
の
検
討
の
過
程
で
は
、
四
位
は
五
位
よ
り
も
三
位
以
上
に
相
対
的
に

近
い
階
層
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
四
位
以
上
」
は
」
体
的
な
階
層
で
あ
り
、

こ
れ
は
大
宝
令
以
前
に
、
そ
し
て
大
化
前
代
の
大
夫
層
に
ま
で
繋
が
る
こ
と

が
力
説
さ
れ
る
。
か
く
し
て
伝
統
的
な
雨
催
と
し
て
の
「
四
位
以
上
篇
の
潜

在
こ
そ
が
参
議
制
成
立
の
背
景
で
あ
り
、
か
か
る
「
四
位
以
上
漏
に
お
け
る

「
四
位
」
こ
そ
が
参
議
任
用
老
の
基
盤
で
あ
っ
て
、
実
態
上
四
位
以
上
が
　

体
的
な
階
層
と
し
て
歴
史
的
に
存
在
し
た
が
故
に
、
四
位
以
上
に
よ
る
議
政

官
組
織
が
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
す
る
。
後
者
に
つ
い

て
は
、
大
宝
令
制
議
政
官
が
、
直
接
的
に
は
七
世
紀
末
の
唐
の
正
宰
相
（
三

品
官
た
る
中
書
令
・
侍
4
7
）
に
な
ら
っ
て
三
位
以
上
に
隈
定
さ
れ
た
時
、
唐

の
兼
官
宰
相
（
同
中
書
門
下
三
品
・
同
学
幽
門
下
平
章
事
）
に
な
ら
っ
て
参

議
制
度
も
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
と
す
る
（
八
五
頁
）
。

　
評
者
に
は
、
一
見
明
快
に
見
え
る
右
の
説
明
が
ど
う
し
て
も
理
解
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
前
者
の
説
明
と
後
者
の
説
明
と
が
噛
み
合
わ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
慶
雲
二
（
七
〇
五
）
年
に
中
納
言
が
置
か
れ
た
と
き
、
そ
の
相
当
量

は
正
四
位
上
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
著
者
の
四
位
以
上
は
本
来
的
に
議
政
官
の

階
層
と
い
う
主
張
と
符
合
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
四
位
以
上
が
議
政
官
に
相

応
し
い
と
い
う
観
念
が
著
者
の
主
張
す
る
よ
う
に
強
固
な
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
最
初
か
ら
四
位
の
議
政
官
を
構
想
し
て
お
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ

そ
う
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
唐
で
三
品
と
さ
れ
て
い
る

の
に
拘
束
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
は
説
明
に
な
ら
な
い
。
参
議
設
置
の
わ
ず

か
三
年
後
に
は
四
位
の
議
政
窟
（
中
納
言
）
を
設
け
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ

も
そ
も
唐
制
と
の
比
較
に
つ
い
て
言
え
ば
、
唐
の
宰
相
は
、
正
宰
相
と
い
え

ど
も
、
宰
相
と
し
て
で
は
な
い
、
中
書
令
・
侍
中
固
有
の
職
務
が
別
に
あ
る
。

次
に
掲
げ
る
唐
会
要
巻
七
四
の
天
宝
十
一
載
十
一
月
の
記
事
は
、
変
則
的
な

事
例
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
そ
の
問
の
事
情
が
分
か
り
や
す
い
。

　
　
楊
国
忠
為
二
右
相
抄
写
部
尚
書
↓
　
奏
請
両
京
選
人
、
老
醜
便
定
二
留

　
　
黒
闇
無
二
長
名
↓
於
二
寺
中
｝
引
注
。
（
中
略
）
国
患
注
官
、
呼
二
業
相
陳
希

　
　
烈
忠
烈
隅
↓
給
事
申
列
二
於
前
一
日
、
既
対
注
擬
、
即
急
過
二
門
王
了
。

　
こ
こ
で
は
、
右
相
（
中
書
令
）
兼
吏
部
尚
書
楊
国
忠
が
、
自
宅
に
選
人

（
任
官
希
望
者
）
を
呼
び
、
吏
部
尚
書
と
し
て
注
擬
し
、
限
前
に
寝
相
（
侍

中
）
と
盗
塁
中
を
呼
び
つ
け
て
「
過
門
下
了
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
呼
び

つ
け
ら
れ
た
侍
中
陳
希
烈
は
、
門
下
省
の
若
宮
と
し
て
、
尚
書
省
吏
部
か
ら

上
申
さ
れ
て
き
た
墨
譜
の
警
官
を
審
査
す
る
と
い
う
、
侍
申
固
有
の
職
務
を
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果
た
し
て
い
る
わ
け
で
、
日
本
の
中
納
言
以
上
の
よ
う
に
、
特
に
兼
官
し
て

い
な
け
れ
ば
、
国
政
を
議
す
る
以
外
に
固
有
の
職
務
を
殆
ど
考
え
な
く
と
も

良
い
の
と
は
異
な
る
。
執
務
の
態
様
か
ら
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
正
宰
相
と
兼

官
宰
相
と
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
日
本
の
令
制
議
政
官
を
、
議
政
専
任
の
太

政
官
の
官
と
し
て
令
に
規
定
し
た
と
き
に
、
中
国
の
正
宰
相
と
は
在
り
方
が

異
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
唐
の
正
宰
相
が
三
品
で
あ
る
こ
と
に
、
日

本
の
議
政
官
の
相
当
位
が
拘
束
さ
れ
た
、
と
さ
れ
る
点
は
疑
問
で
あ
る
。
前

者
の
説
明
が
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
問
題
は
四
位
の
議
政
官
を
設
け

る
こ
と
で
解
決
す
る
の
が
最
も
理
解
し
易
い
こ
と
に
な
り
、
か
つ
中
納
書
の

設
置
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
際
そ
う
し
て
解
決
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
大
き
な
問
題
は
、
何
故
唐
と
同
様
の
兼
官
宰
相
を
設
定
し
な
く
て
は

な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
著
者
が
解
答
を
用
意
し
て

い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
答
を
求
め
だ
す
と
、
帯
位
や
経
験
そ
の
他

の
話
題
が
あ
っ
て
、
直
ち
に
大
納
言
（
後
に
は
中
納
言
）
以
上
に
は
任
じ
ら

れ
な
い
が
、
大
納
一
言
以
上
（
中
納
雷
以
上
）
の
議
政
の
場
に
参
加
さ
せ
る
の

に
適
当
な
人
が
い
る
場
合
に
、
そ
の
人
を
抽
出
し
て
指
名
す
る
と
い
う
、
唐

の
兼
窟
宰
相
と
同
じ
く
臨
機
応
変
に
対
応
で
き
る
地
位
を
日
本
で
も
設
け
た

の
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
十
分
に
参
議
の
成
立
が
説
明
で
き
て
し
ま
う
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
際
四
位
の
人
が
任
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、

三
位
以
上
の
多
く
が
既
に
議
政
官
に
な
っ
て
い
る
か
ら
自
ず
か
ら
そ
う
な
る
、

と
い
う
以
上
の
説
明
は
要
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
著
者
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
参
議
は
唐
の
兼
官
宰
相
を
模
し
て
設
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
そ
う
い
う
地
位
を
設
け
る
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
大
宝
令
の
施
行
当
初
か
ら
、
議
政
官
の
組
織
の
在
り
方
と

し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
十
分
に
想
定
さ
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
参
議

は
、
著
者
の
主
張
す
る
よ
う
に
制
度
的
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
の
に
、
史
上
に
見
え
な
い
参
議
任
命
者
を
想

定
し
た
り
、
参
議
任
命
者
が
四
位
以
上
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
論
証
を
十
分
に
支
え
て
い
る
と
支
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
念
の
為
に
第
四
章
と
の
関
連
で
付
書
し
て
お
く
が
、
評
者
は
大
化
前
後
の

大
夫
と
令
制
の
納
雷
・
参
議
と
が
一
面
で
持
つ
連
続
性
を
否
定
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
帯
位
を
重
視
す
る
必
要
性
を
認
め
な
い
し
、
帯

位
の
連
続
・
非
連
続
が
重
要
な
論
点
に
な
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
、
と
評

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
で
は
、
「
歴
運
記
」
参
議
項
に
記
さ
れ
た
「
養
老
二
年
号
宜
論

奏
」
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
れ
以
前
の
参
議
に
は
、
申

納
喬
以
上
の
よ
う
に
は
論
奏
に
署
名
す
る
権
利
が
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
以
降

は
中
納
言
以
上
と
同
様
に
論
罪
に
署
名
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
意
味
で
議

政
宮
と
し
て
の
確
か
な
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
、
参
議
に
も
大
・
中
納
言
と
同

様
に
敷
奏
・
宣
旨
の
職
務
が
附
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
養
老
二
年

は
、
養
老
令
編
纂
事
業
の
大
き
な
画
期
を
な
す
年
で
あ
り
、
参
議
の
論
奏
署

名
参
加
は
、
こ
れ
と
密
接
に
絡
ん
だ
措
置
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
早
川
庄
八

説
に
依
れ
ば
、
養
老
公
式
令
に
論
奏
と
い
う
形
式
で
天
皇
に
奏
上
せ
よ
と
規

定
さ
れ
て
い
る
事
項
（
以
下
、
論
点
事
項
と
す
る
）
に
は
、
大
宝
令
で
の
規

定
と
は
異
な
っ
て
、
唐
で
は
王
雷
の
～
種
で
あ
る
発
日
勅
を
以
て
皇
帝
が
命

令
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
案
件
（
以
下
、
発
日
勅
事
項
と
す
る
）
が
新
た

に
附
加
さ
れ
、
議
政
官
の
提
議
案
件
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
が
、
参
議
の
論
奏

署
名
参
加
は
、
こ
う
い
つ
た
太
政
官
機
能
の
円
滑
化
・
充
実
化
の
｛
環
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
、
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
、
極
め
て
良
く
で
き
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た
三
題
噺
の
観
を
呈
す
る
。

　
こ
の
論
旨
展
開
の
中
で
、
弘
仁
格
抄
に
基
づ
い
て
、
増
滅
官
員
が
養
老
令

の
施
行
以
前
の
天
平
工
年
に
論
奏
で
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
点

は
、
か
つ
て
森
田
悌
氏
が
、
続
日
本
紀
に
基
づ
い
て
、
廃
置
国
郡
に
該
当
す

る
出
羽
国
営
置
が
、
養
老
令
の
施
行
以
前
の
和
銅
五
年
忌
重
奏
で
実
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
推
定
さ
れ
た
（
「
太
政
官
制
度
と
摂
政
・
関
由
」
、
『
平
安
時

代
政
治
史
研
究
撫
所
収
）
の
よ
り
は
、
史
料
の
性
格
か
ら
み
て
格
段
に
精
度

の
高
い
論
定
で
、
養
老
公
式
令
の
論
奏
事
項
の
う
ち
、
唐
の
発
日
勅
事
項
に

由
来
す
る
も
の
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、
養
老
令
施
行
以
前
に
合
奏
事
項
と

見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
に
な
っ
た
と
雷
え
よ
う
。

　
さ
て
以
上
の
主
張
に
対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、
参
議
が
論
奏
に
署
名
す
る
こ
と
は
、
部
分
的
に
も
せ
よ
大
・
中
納

言
の
職
掌
の
奏
・
宣
の
権
能
を
得
た
こ
と
と
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
。
こ
の

点
は
井
上
亘
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
頗
る
疑
問
で
あ
る
。
職
員
令

で
納
雷
に
持
た
さ
れ
て
い
る
奏
・
宣
の
職
掌
は
、
論
奏
式
等
に
規
定
さ
れ
て

い
る
奏
官
と
い
う
立
場
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
天
皇
と

太
政
官
と
の
や
り
取
り
に
限
定
さ
れ
る
職
務
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

の
権
能
は
、
従
っ
て
令
規
定
上
は
大
臣
に
も
無
い
。
こ
う
理
解
し
な
け
れ
ば
、

論
奏
の
署
名
の
筆
頭
が
太
政
大
臣
以
下
の
大
臣
で
あ
り
な
が
ら
、
大
臣
の
職

掌
に
奏
・
宣
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
説
明
で
き
な
く
な
る
。
公
式
令

の
論
奏
の
様
式
規
定
と
、
職
員
令
の
職
掌
規
定
と
を
枠
組
み
と
し
て
見
た
と

き
の
参
議
の
署
名
の
位
置
づ
け
は
、
ま
さ
に
翠
嵐
に
署
名
で
き
る
、
と
い
う

以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
百
富
あ
る
い
は
喪
家
に
対
し
て
宣
す
る
こ
と
は
、

大
納
言
の
職
掌
た
る
「
宣
旨
」
と
は
、
直
接
の
関
係
が
な
い
と
す
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
養
老
二
年
を
期
し
て
、
参
議
に
「
綿
甲
」
ひ
い
て
は
「
宣
旨
」
の

権
能
が
付
与
さ
れ
た
と
す
る
理
解
に
は
同
意
し
が
た
い
。
な
お
、
注
4
0
に
お

い
て
拙
稿
を
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
っ
と
も
な
批
判
で
あ
り
、
拙

論
は
再
検
討
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
。

　
論
旨
に
対
す
る
第
二
の
疑
問
は
、
大
宝
令
と
養
老
令
と
の
闘
に
、
論
奏
事

項
を
巡
っ
て
大
き
な
違
い
が
有
っ
た
と
す
る
、
早
川
庄
八
説
自
体
が
認
め
ら

れ
る
か
ど
う
か
に
関
わ
る
。
早
川
説
は
、
大
宝
令
の
藤
織
事
項
は
、
主
と
し

て
唐
の
奏
抄
式
を
継
受
し
、
　
～
部
分
発
日
勅
を
勘
案
し
て
作
ら
れ
て
い
た
が
、

養
老
令
で
は
唐
の
発
日
勅
事
項
四
つ
を
新
た
に
附
け
加
え
た
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
大
宝
令
の
論
叢
事
項
の
中
に
は
、
発
日
勅
事
項
そ
の
も
の
を

継
受
し
た
条
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
勅
授
外
形
授
五
位
以
上
」

（
大
宝
令
文
と
し
て
復
原
可
能
な
の
は
「
授
五
位
以
上
」
に
限
ら
れ
る
が
、

恐
ら
く
そ
れ
以
外
の
字
句
も
養
老
令
と
違
い
あ
る
ま
い
）
で
あ
る
。
こ
れ
は

実
行
手
続
き
を
考
慮
せ
ず
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
も
そ

も
勅
授
外
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
定
に
鋼
っ
て
五
位
以
上
を
授
け
る
際

に
勅
授
位
記
式
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
ず
、
さ
り
と
て
六
位
以
下
用
の
奏
授

位
記
式
を
用
い
る
訳
に
も
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
有
丈
で
五
位
以
上

が
授
け
ら
れ
た
例
は
史
上
に
見
え
な
い
。
こ
の
不
思
議
な
規
定
は
、
唐
の
勅

授
に
由
来
す
る
と
考
え
れ
ば
、
簡
単
に
説
明
で
き
る
。
勅
授
、
即
ち
発
日
勅

を
以
て
す
る
任
官
の
対
象
は
、
早
川
氏
の
依
拠
す
る
唐
六
典
で
は
単
に
「
授

六
品
以
下
官
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
は
通
連
覇
十
五
に
「
六
品
以

下
守
五
品
以
上
、
及
視
五
品
以
上
、
皆
勅
授
」
と
記
す
よ
う
に
、
制
授
と
い

う
形
式
を
採
ら
ず
に
散
官
六
品
以
下
の
官
人
に
五
品
以
上
の
職
事
官
を
授
け

る
際
の
方
式
で
あ
る
。
こ
れ
を
簡
潔
に
表
記
す
れ
ば
「
制
授
外
衆
心
五
品
以

上
」
と
な
り
、
こ
の
規
定
を
日
本
令
用
語
に
翻
訳
す
れ
ば
「
勅
授
外
親
授
五

位
以
上
」
と
な
る
。
こ
の
規
定
は
発
日
勅
事
項
を
勘
案
し
て
作
ら
れ
た
と
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い
っ
た
体
の
も
の
で
は
な
く
、
発
日
勅
事
項
そ
の
も
の
で
し
か
な
い
。
し
か

も
日
本
で
の
実
効
性
を
考
慮
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
形
式
的
な
継
受
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
純
然
た
る
発
田
勅
事
項
が
、
機
械
的
に
論
奏
事
項
に
入
れ

ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
他
の
「
増
減
官
員
」
「
廃
置
国
郡
」
等
が
、
唐
の

発
日
勅
事
項
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
慎
重
に
大
宝
令
の
論
奏
事
項
か
ら
除

外
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
も
と
よ
り
古
記
に
見
え
な
い
こ
と
は
大
宝
令

文
に
無
か
っ
た
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
著
者
と
森
田
悌
氏
の

指
摘
を
活
か
し
て
、
廃
置
国
郡
も
増
滅
甲
羅
も
、
と
も
に
大
宝
令
平
角
事
項

に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
養
老
二
年
の

参
議
の
築
堤
署
名
参
加
を
、
養
老
令
の
編
纂
と
絡
め
て
考
え
る
論
旨
展
開
は
、

再
考
を
要
し
よ
う
。

　
た
だ
、
こ
こ
に
述
べ
た
こ
と
は
、
著
者
が
養
老
二
年
の
参
議
の
論
奏
署
名

参
加
を
、
養
老
令
の
編
纂
、
な
か
ん
ず
く
公
式
令
論
奏
耳
糞
の
改
訂
と
絡
め

て
意
義
づ
け
よ
う
と
さ
れ
る
点
に
対
す
る
疑
問
で
あ
り
、
養
老
一
　
年
の
論
奏

署
名
参
加
が
、
参
議
の
議
政
官
と
し
て
の
成
長
の
㎝
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
と

す
る
論
旨
は
、
こ
れ
を
認
め
る
に
吝
か
で
は
な
い
。

　
第
四
章
は
、
発
日
本
紀
と
他
の
一
次
史
料
等
に
よ
れ
ば
、
「
参
議
」
号
が

天
平
十
七
年
前
後
よ
り
職
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
徐
々
に
そ

の
使
用
が
一
般
化
し
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
の
に
、
続
紀
の
任
用
記
事
や

麗
卒
伝
で
は
、
天
平
元
年
十
月
以
前
に
「
参
議
」
号
が
成
立
し
て
い
た
よ
う

に
窺
え
る
と
い
う
矛
盾
を
、
広
狭
両
義
の
参
議
を
想
定
す
る
こ
と
で
解
決
し

よ
う
と
し
た
も
の
。
即
ち
大
臣
を
除
き
知
太
政
官
事
や
大
・
中
急
雷
を
含
む

議
政
官
を
指
し
て
参
議
と
称
す
る
用
法
が
、
公
卿
補
任
・
万
葉
集
・
武
智
麻

呂
伝
に
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
う
い
つ
た
大
臣
・
参
議
の
分
け
方
は
、

大
臣
・
大
夫
と
い
う
古
い
関
係
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
た
上
で
、

養
老
二
年
の
論
奏
署
名
参
加
や
天
平
後
半
の
「
知
太
政
官
事
」
号
の
確
立
と

い
っ
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
広
義
の
参
議
か
ら
次
第
に
狭
義
の
参
議
が
析
出

さ
れ
、
専
ら
狭
義
の
参
議
を
指
し
て
参
議
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
こ
う
い
つ

た
推
移
を
背
景
に
し
て
、
兼
官
表
示
な
ど
に
限
ら
れ
る
と
は
い
え
、
職
事
官

扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
。
か
つ
て
納
言

以
下
狭
義
の
参
議
ま
で
を
含
む
広
義
の
参
議
号
が
存
在
し
た
こ
と
を
具
体
的

に
証
明
し
、
そ
の
理
由
を
当
該
地
位
が
大
化
前
代
に
大
臣
の
も
と
に
遣
か
れ

て
い
た
大
夫
を
継
承
し
た
面
が
あ
る
こ
と
に
求
め
た
点
は
、
卓
見
で
あ
ろ
う
。

ま
た
参
議
は
当
初
よ
り
正
式
な
恒
常
的
地
位
で
あ
る
か
ら
、
正
窟
化
と
い
う

議
論
が
成
り
立
た
な
い
と
す
る
の
も
、
論
理
的
必
然
と
し
て
首
肯
さ
れ
る
。

　
第
五
章
で
は
、
参
議
の
職
事
官
化
を
求
め
た
元
慶
六
年
の
式
部
省
の
奏
状

を
厳
密
に
解
釈
し
、
特
に
公
卿
補
任
以
下
の
諸
史
料
に
見
え
る
「
賜
平
字
」

の
意
味
を
正
確
に
説
明
し
つ
つ
、
当
該
奏
状
に
依
拠
し
て
参
議
を
宣
旨
職
の

範
購
に
入
れ
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
む
し
ろ
当
時
は
除
目
官
扱
い
と
見
る

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
快
に
論
じ
て
い
る
。

　
第
六
章
は
、
前
章
で
依
拠
し
た
奏
状
に
つ
い
て
の
、
関
連
史
料
を
博
捜
し

て
加
え
た
懇
切
な
解
説
を
中
心
と
す
る
が
、
第
一
部
の
終
章
に
相
応
し
く
、

参
議
の
一
般
議
政
官
化
の
過
程
が
振
り
返
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
参
議
の
職

掌
は
、
初
め
は
口
頭
で
国
政
審
議
に
参
加
す
る
こ
と
の
み
で
あ
っ
た
が
、
論

奏
へ
の
参
加
な
ど
を
通
じ
て
他
の
議
政
官
に
大
き
く
近
づ
き
、
こ
れ
と
併
行

し
て
こ
の
地
位
に
対
し
て
食
封
も
設
定
さ
れ
、
や
が
て
参
議
号
が
自
然
定
着

的
に
成
立
す
る
。
か
く
し
て
、
他
の
議
政
官
と
同
様
に
、
参
議
と
い
う
官
職

に
除
翼
で
任
じ
る
と
い
う
形
式
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
致
仕
参
議
の
食

封
も
他
の
議
警
官
の
職
封
同
様
に
減
半
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

参
議
の
一
般
議
政
富
化
に
伴
い
、
参
議
の
職
事
官
扱
い
が
も
た
ら
さ
れ
、
実
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際
大
同
年
間
に
観
察
使
が
設
け
ら
れ
た
前
後
に
は
、
「
議
政
富
が
全
体
と
し

て
等
質
化
し
た
」
（
二
六
九
頁
）
が
、
た
だ
「
参
議
は
事
実
上
一
般
議
政
官

化
i
職
事
官
化
し
な
が
ら
も
、
本
官
を
有
す
る
者
が
任
命
さ
れ
る
地
位
で

あ
る
点
は
つ
い
に
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
（
二
七
「
頁
）
と
。

　
評
者
が
遂
に
最
後
ま
で
納
得
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
参
議
の
行
く
来
を

「
一
般
議
政
爆
撃
し
て
ゆ
き
、
や
が
て
こ
の
時
期
以
降
に
出
現
す
る
同
質
な

「
公
卿
」
と
い
う
階
層
の
中
に
埋
没
し
て
ゆ
く
」
（
結
論
三
六
七
頁
）
と
下

訳
す
点
で
あ
る
。
こ
の
晃
通
し
を
基
本
と
す
る
故
に
、
例
え
ば
、
参
議
が
職

掌
拡
大
後
も
つ
い
に
は
職
事
官
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
こ
と
が
、
弁
窟
に
対

す
る
宣
旨
を
慣
行
的
に
避
け
た
理
由
と
憶
測
さ
れ
た
り
し
て
い
る
が
（
三
章

～
二
九
頁
）
、
参
議
の
職
掌
に
納
雷
同
様
の
宣
旨
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
の
理
解
は
前
述
の
よ
う
に
承
服
し
が
た
い
し
、
ま
た
参
議
は
大
祓
な
ど

　
部
行
事
の
上
卿
と
し
て
弁
以
下
を
指
揮
し
う
る
の
で
、
参
議
は
弁
富
と
指

揮
命
令
系
統
を
樹
立
で
き
な
い
と
い
う
主
張
に
も
素
直
に
は
従
え
な
い
。
参

議
が
宜
者
に
な
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
職
事
官
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
と

か
、
「
慣
行
」
と
か
で
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
参
議
と
は
そ
も
そ
も
そ
う

い
う
地
位
な
の
だ
と
説
明
す
る
方
が
単
純
明
快
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
お
い

て
官
奏
に
候
侍
で
き
る
の
は
中
納
憲
以
上
の
～
部
で
あ
り
、
参
議
に
は
で
き

な
い
。
参
議
に
は
奏
宣
の
権
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
弁

官
の
申
政
の
際
に
は
、
申
～
上
雑
事
と
申
大
中
悪
書
雑
事
は
あ
る
が
申
参
議

雑
事
は
な
い
。
参
議
に
は
公
卿
議
政
の
場
で
の
決
裁
権
が
最
後
ま
で
認
め
ら

れ
な
い
の
で
あ
り
、
参
議
が
官
符
の
客
振
に
な
ら
な
い
の
は
こ
れ
に
対
応
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
参
議
は
公
卿
の
ひ
と
り
と
し
て
弁
官
申
政
に
立
ち
会
う

立
場
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
参
議
は
、

左
経
記
寛
仁
元
年
八
月
十
六
日
条
に
「
（
駒
牽
）
左
大
将
錐
レ
被
二
参
入
磯
町

上
・
宰
相
不
参
」
（
こ
こ
で
の
上
は
公
卿
、
宰
相
は
参
議
を
指
す
）
、
為
房
卿

記
寛
治
六
年
正
月
十
二
日
条
に
「
左
右
両
八
重
二
参
入
↓
其
外
上
達
部
不
参
、

執
筆
左
大
弁
」
（
時
に
左
大
弁
大
江
単
寧
は
参
議
で
も
あ
る
）
と
あ
る
よ
う

に
、
公
卿
に
数
え
ら
れ
な
い
こ
と
す
ら
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
本
朝

世
紀
承
平
五
年
六
月
五
日
条
に
「
平
日
、
中
細
書
藤
原
扶
幹
凝
着
こ
左
衛
…
門

笛
座
叩
而
参
議
不
参
。
佃
無
レ
政
」
（
こ
の
類
の
記
事
は
本
朝
世
紀
に
頻
出
す

る
）
、
あ
る
い
は
時
範
記
承
徳
三
年
一
一
月
十
一
次
条
に
「
京
書
云
、
今
日
列

見
延
引
、
依
レ
無
二
参
議
㎜
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
参
議
が
立
ち
会
わ
な
け
れ

ば
公
卿
聴
政
を
含
む
い
く
つ
も
の
行
事
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う

い
つ
た
参
議
の
地
位
を
一
般
議
政
宮
の
一
つ
と
し
て
し
ま
っ
て
は
、
参
議
の

特
質
を
究
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
研
究
は
か
か
る
参

議
の
在
り
方
か
ら
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
参

議
制
の
展
開
過
程
を
論
じ
る
際
に
は
、
議
政
宮
の
組
織
論
が
不
可
欠
で
あ
り
、

特
に
政
務
処
理
手
続
き
の
中
で
の
参
議
の
位
置
づ
け
こ
そ
が
重
要
な
の
で

あ
っ
て
、
職
事
宮
に
な
っ
た
か
否
か
、
ど
の
よ
う
に
、
そ
し
て
ど
の
程
度
職

事
官
に
近
づ
い
た
か
と
い
う
問
題
の
立
て
方
で
は
、
先
の
よ
う
な
面
で
の
参

議
の
特
色
は
、
初
め
か
ら
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
＝

般
議
政
官
」
と
い
う
雷
葉
が
、
議
政
の
場
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ

を
提
供
す
る
こ
と
な
く
、
安
易
に
用
い
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
書
で
は
、
参
議
制
の
展
鵬
に
関
す
る
基
本
的
な
史
料
の
発
掘
・
検
証
と
、

そ
の
正
確
な
読
解
に
基
づ
い
た
慎
重
な
議
論
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
過
程
に
お
い
て
、
従
来
通
説
化
し
て
い
た
幾
多
の
先
行
研
究
は
乗
り
越
え

ら
れ
、
多
く
の
場
面
で
妥
当
な
理
解
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
、
今
後
長
き
に
渉
っ
て
、
参
議
に
関
す
る
基
本
書
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
細
し
む
ら
く
は
、
論
点
そ
の
も
の
が
先
行
研
究
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に
よ
っ
て
枠
を
は
め
ら
れ
、
縛
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
憾
が
あ
り
、
そ
の
意

味
で
は
、
参
議
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
余
地
が
、
十
分
に
残
っ
て

い
る
よ
う
に
も
思
う
の
で
あ
る
。
（
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