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そ
の
資
料
的
な
伽
値
と
證
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

■

理
論
的
な
整
理
が
必
ず
し 

も
充
分
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
前
半
に 

お
い
て
は
問
題
意
識
が
鮮
明
で
、
帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
問
題
の
特
殊 

性
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
後
半
に
お
い
て 

は
资
和
負
け
の
感
が
深
く
、
資
料
の
解
説
に
終
始
し
て
お
り
、
叙
述
が
^
調 

で

る̂

r

四
萆
第
五
窜
第
六
章
以
下
の
叙
述
に
み
る
叙
述
の
単
純
性
、
 

本
書
の
前
半
に
み
ら
れ
た
理
論
的
分
析
の
鋭
さ
が
、
後
半
に
お
い
て
、
そ
の
資 

料
的
豊
富
さ
の
な
か
に
か
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の 

ひ
と
つ
の
原
因
は
、
労
働
市
場
と
賃
金
水
準
、
賃
金
構
造
、
賃
金
形
態
お
よ
び 

资
働
組
合
離
の
各
項
：：n

が
、
、、ハ
ラ
バ
ラ
に
並
列
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る 

だ.
け
で
、
こ
れ
ら
相
互
の
間
の
関
係
、
こ
れ
ら
の
諸
関
係
の
.法
則
的
な
把
握
が 

み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
著
者
が
、
現
代
の
わ
が
国
に
お
け
る
労 

働
問
題
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
研
究
水
準
の
見
事
な
向
上
に
も

か
が
わ
ら
ず
、
 

と
も
す
れ
は
ハ
ラ
パ
ラ
に
な
ろ
う
と
す
る
各
研
究
分
野
、
す
な
わ
ち
、
労
働
市

場
論
質
金
論
、
労
使
関
係
論
、
社
会
保
障
論
、
労
働
組
合
論

----------------

本
来
、

「

労

促
供
題」

と
し
て
把
管
れ
る
べ
き
こ
れ
ら
の
分
野

-------------------------------------------

を
統
一
的
に
把
握
し

よ
う
と
す
る
露
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
こ
と
は
高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
の
で
あ
る
が
、こ
の
試
み
は
、著
者
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
に
お
い 

*

も
成
攻
し
て
し
る
と
は
し
え
な
い
。
こ
れ
を
つ
き
つ
め
て
い
く
と
第
二
の
問 

題
と
な
る
の
で
あ
る
。

——

帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
問
題
の
展
開

I

 

の
た
め
に
、
機
械

H

業
を
え
ら
ん
だ
產
は
斬
新
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

'
 

な
い
が
、
し
か
し
、
帝
国
主
義
段
階
の
労
働
麗
に
お
い
て
画
期
的
な
役
割
を 

果
し
た
の
は
放
鉱
労
働
者
を
先
頭
と
す
る
不
熟
練
労
働
者
と
そ
の
組
合
で
あ

r

四

四

(

ニ
五
四)

る
こ
と
は
周
知
の
髮
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ

う

し

た
露
渚
階
級
の

 ̂

態
お
よ
び
そ
の
紺
合
と
い
わ
ば
労
働
貴
族
的
存
在
と
し
て
の
機
械
工
の
比

^
 ̂

照
の
欠
如
が
、
著
者
の
意
図
を
い
ち
じ
る
し
く
稀
溥
な
も
の
と
し
た
と
文
、
、し 

な
I
だ
ろ
う
か
少
な
く
と
も
、
.
第
七
章
に
.
お
い
て
、
こ
の
点
を
充
分
に
強

 ̂

す
べ
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る
機
械
工
業
に
つ
い
て
ふ
れ
，
 

る
場
合
、.
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
に
広
く
散
在
し
て
い
る
中
小
経
営
と
こ
の
上
に
聳
立 

す
る
大
企
業
と
の
支
配

•.
従
属
の
関
係
、
ま
さ
し
く

'

V

ド
ニ
ー
•
ポ
ラ
ー
ド
が 

と
り
ホ
げ
た
よ
う
な
問
題

..
お
よ
び
视
角
が
少
し
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、

ほ 

と
ん
ど
閑
却
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
無
視
し
て 

ぞ
国
主
義
段

^
に
お
け
.
る
労
®
問
^
を
正
し
く
把
握
で
き
な
い
よ
う
に
思 

う
す
な
わ
ち
機
械
工
業
に
お
け
る
賃
金
水
準
•
賃
金
構
造
な
ど
の
労
働
条
牛 

の
^
析
に
お
L
て
は
、
き
わ
め
て
周
到
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る 

が
そ
の
分
析
の
焦
点
は
機
械
工
業
内
部
の
各
職
嵇
を
中
心
と
.す
る
侧
而
に
と 

ど
ま
っ
て
お
り
、.
機
械
工
業
自
体
の
構
造
の
独
占
資
本
主
義
段
階
"
帝
国
主
義 

段
階
に
お
け
る
変
貌
、
資
本
の
集
稹

•
集
中
に
と
も
な
う
臣
大
独
占
企
業
の

 ̂

立
、.
そ
れ
に
必
然
的
に
伴
う
労
働
諸
条
件
の
企
業
間
格
差
の
拡
大
に
.つ
い
て 

は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
に
つ
い
て
著
者
は
、

r
\.
J 

業
炅
格
差
を
淖
接
示
す
よ
づ
な
デ
ー
タ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
問
題
意
識

0.
て
n 

は
、
こ
の
種
の
重
が
当
時

Q
v

ギ
リK

に
お
い
て
概
し
て
樊
な
も
の
で
は 

な
力
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

」

と
の
べ
、
度
業
別
格
差
に
つ
い 

.
て
も
ほ
ぼ
同
様
な
こ
と
を
の
べ
て
い
る
が
、

(

二
三
六
頁
、
ニ

四

憂

)

そ
れ
は 

琪
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
書
が
、
そ
の
副
題
と
し
て
、

と
り
わ
け

、

「

1

-1
1° 

主
義
段
階
に
お
け
る
労
働
問
題
の
展
開

」
(

丸
点
策
者

)

と
限
定
し
て
い
る
以

上
*
今
少
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
配
慮
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
最 

後
に
い
ま
の
問
題
に
も
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
著
渚
は
、

「

は
し
が.
き」

に 

お
い
て
の
ベ
た
ょ
う
に
、
従
来
の
わ
が
国
に
根
強
く
み
ら
れ
た

政
治
至
上

主
義 

的
な
い
し
政
治
追
従
的
な
労
働
問
題
の
研
究
の

態
度
に
批
判
的

態
度
を

と
ら
れ 

る
。
こ
れ
は
正
し
い
。
し
か
し
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
仿
己
抑
制

的
と
な
り
、
ま 

さ
し
く
、
帝
国
主
義
段
階
に
お

.
け
る
労
働
問
題
を
と
ら
え
る
場
合
に
、
こ
の

,̂ 

期
に
お
け
る
労
働
組
合
運
動
の
位
隞
づ
け
に
つ
い
て
は
成
功
し
て
い
る
と
太
い 

え
な
い
。
こ
こ
で
も
、
や
は
り
さ
き
の
場
合
と
同
じ
く
、

「

帝
国
主
義
段
階

」

と 

は
い
か
な
る

「

段
階」

で
あ
る
か
と
い
う

^
本
的
な
観
点
の
認
識
に
お
い
て
、
 

必
ず
し
も
充
分
と
は
い
え
な
い
而
が
あ
り
は
し
な
い

か
。
第
七
章
が
宙
に
浮
い 

て
い
て
全
体
を
総
括
す
る
形
に
な
っ
て
い
な
い
。

以
上
、
失
礼
を
も
顧
み
ず
、
か
な
り
思
い
ぎ
っ
た
批
判
を
試
み
た
が
、
し
か 

し
本
#-
は
戦
後
の
わ
が
国
に
あ
ら
わ
れ
た
外
国
の
労
働
問
題

0 .
研
究
に
お
い 

て
、
ま
ず
第
一
に
指
を
屈
す
べ
き
力
作
で
あ
ろ
う
。
築
者
も
啓
発
さ
れ
る
こ
と 

き
わ
め
て
多
く
、
と
く
に
、
労
働
問
題
研
究
の

.
方
法
と
し
て
、.
賃
金
、
労
資
関 

係
、
労
務
管
理
、
労
働
組
合
、
社
会
保
障
を
統

一

的
に
把
握
す
る
こ
と
の
.必
要 

を.
痛
切
に
教
え
ら
れ
た
。
著
者
の
広
大
な
視
野
と

.
大
胆
な
着
想
、
綿
密
な
分
析 

力
に
深
く
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、

こ
の
つ
た
な
い
批
判
が
著
渚
を
傷
つ 

け
あ
る
い
は
い
ち
じ
る
し
い
的
は
ず
れ
で
は
；な
か
っ
た
か
を
ひ
た
す
ら
に
お 

そ
れ
る
。
著
渚
の
懇
篤
な
御
教
導
を
お
願
い
致
す
次
第
で
あ
る
。

(

法
政
大
学 

出
版
局
.

一 .

九
六
七
年
七
月
刊

•  

A
5.

三
七
一
頁
.

I
、

ニ
〇
〇『

デ
.

〈

追
記
、

わ
た
く
し
は
、
本
書
出
版
直

.
後
、.
著
者
か
ら
寄
赠
を
う
け
、.
ま
た
図
書 

新
聞
か
ら
简
堆
な
批
評
を
侬
賴
さ
，れ
た
.の
で

あ
ら
た
が
、
当
時
は
病
気
中
の

こ

と
で
は
あ
り
、
十
分
に
読
む
機
会
も
な
く
、
心
な
ら
ず
も
不
充
分
な
掛
評
を
讲 

い
て
し

ま
っ
た
。

後
に
、
本
書
を

ゆ
っ
く
り

日
を
通
す
機
会
を
え
て
、

こ
こ
こ 

.
更
め
て
批
評
と
紹
介
の

一

文
を
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。

こ
の
点
、
 

著
渚
に
そ
の
非
礼
を
お
詫
び
致
し
ま
す
。

糸
屋
寿
雄
著 

'

『

幸
徳
秋
水
研
究』

小

松

隆

わ
が
国
に
お
け
る
社
会
主
義
運
動
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
運
動
の
草
分
け
の
一
人
で 

あ
っ
た
幸
徳
秋
水
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
そ
の
全
体
像
が
明
ら
か 

に
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
大
逆
事
件
と
い
う
衝
聲
的
な
事
件
と
の
結 

び
っ

ぎ

も
ぁ

っ
て
、
戦
前
に
お
い
て
は
幸
徳
に
関
す
る
研
究
的
な
も
の
は
ほ
と 

ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
，し
か
し
、
戦
後
に
い
た
っ
て
社
会
主
義
運
動
•
労
働 

運
動
の
迤
礎
史
料
が
公
け
に
さ
れ
る

'に
つ
れ
、
幸
徳
に
つ
い
て
の
研
究
も
漸
く 

進
展
を
み
；る
こ

と
に
な
っ
た
。 

.

.

そ
の
ょ
う
な
中
で
、
幸
徳
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
の
先
鞭
を
つ 

け
た
の
が
、
本
書
の
著
者
で

あ
る
糸
屋
氏
の

『

幸
徳
秋
水
伝

』
(

一
九
五.
〇
年)

で 

:
あ
っ
た
。
そ
し
.
ヤ
、
そ
'の
後
の
諸
成
采
を
吸
収
し
つ

.
つ.
旧
著
を
発
展
さ
せ
、

こ 

こ
に
再
び
幸
徳
に

つ
い
て.
の
労
作
を
発
表
さ
れ
た
わ
け

.
で
あ
る
。
従
来
、
幸



研
究
と

VV
ク
て
も
、.
や
や
も
す
れ
ば
幸
徳
の
思
想
そ
の
も
の

.
の
解
明
ょ
り
も
、
 

if
f
件
の
歴
史
的
役
割
や
西
赛
請
求
の
進
行
と

い
ぅ
こ
と
も
あ
つ
て
、
'大
逆
事
件 

の
解
明
に
比
重
が

か
け
ら
れ
す

ぎ
た

き
ら
い
も
あ
つ
た
。

し
か
し
、

本
書
の
著 

渚
は
、
思
想
家
と
し
て
の
幸
徳
に
焦
点
钇
あ
わ
せ
、
そ
の
功
罪
を
あ
り
の
ま
ま 

究
明
せ
ん
と
す
る
姿
勢
で
の
ぞ
ん
で
お
り
、
こ
の
点
で
も
本
書
は
.注
目
に
値
す 

る
も
の
で
あ
る

* 
.

以
下
に
、
必
ず
し
も
本
書
の
構
成

•
順
序
に
と
ら
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
 

ま
ず
本
書
の
内
容
を
概
観
し
、
つ
い
で
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
私
な
り
で
関
心 

を
も
つ
問
題
を
と
り
だ
し
て
、
論
評
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

著
渚
は
、
本
書
の
上
梓
に
あ
た
っ
て

「

今
回
、
旧
稿
の

『

幸
徳
秋
水
伝

』

を 

全
部
根
本
的
に
書
き
改
め

」
(

一
頁)

る
と
い
う
姿
勢
を
明
ら
か
■に
し
て
い
る 

が
、.
.
本
書
が
旧
著
を
下
敷
に
し
て
い
る
こ

.
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
例
え

.
ば
、.'  

後
述
す
る
よ
う
に
幸
徳
の
生
涯
を
み
る
際
に
.签
本
と
な
る
時
期
区
分
に
し
て 

も
、
旧
著
の
区
分
を
そ
の
ま
ま
踏
製
し
て
お
り
、
ほ
か
に
も
歴
史
の
流
れ
を
越 

え
て
現
在
も
変
ら
ぬ
評
価

•

観
点
も
い
く
つ
が
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
著
者
も
い
う
と
お
り
、
殊
に
幸
徳
の
生
涯
の
前
半
期
、
あ
る
い
は
大 

逆
市
件
に
関
す
る
部
分
で
は
、
新
し
い
資
料
•
新
し
い
評
価
を
と
り
入
れ
て
旧 

著
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
而
の
強
い
こ
と
も
断
る
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、.
著
若
は
本
書
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「

本 

書
は
こ
れ
ら
最
近
の
新
資
料
を
駆
使
し
、
新
し
い
研
究
の
成
果
を
摂
取
し
つ

I

四

六

(

ニ
五
六)

つ
、
日
本
社
会
主
義
思
想
史
上
に
お
け
る
幸
徳
秋
水
の
思
想
の
位
置
づ
け
と
、
 

そ
の
社
会
主
義
運
動
史
上
に
お
け
る
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
究 

極
の
目
標
と
し
.
て
い
る」

(

ニ
五
頁)

。

こ
の
よ
ぅ
な
意
図
の
も
と
に
本
書
は
次 

の
ご
と
く
構
成
さ
れ
て
い
る
。

序
論
幸
徳
秋
水
研
究
の
課
題 

■

第
一
章
幸
徳
秋
水
研
究
の
回
顧

.

第
二
章
本
書
に
お
け
る
秋
水
研
究
の
課
題 

-

第
三
章
秋
水
研
究
の
構
成

(

秋
水
伝
の
区
分

)

.第
四
章
幸
徳
秋
水
研
究
の
史
料 

第

一

篇

自

由

^
■
運
動
と
幸
徳
の
少
年
時
代 

.第
一
章
幸
徳
の
少
年
時
代 

.

第
二
章
中
江
兆
民
門
下
と
し
て 

第
二
篇
日
本
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
登
場 

第
一
章
日
本
資
本
主
義
の
発
達
と
労
働
運
動
の
勃
興 

第
二
章
日
本
に
お
け
る
社
会
主
義
思
想
の
発
達 

第
三
篇
社
会
主
義
へ
の
道 

第
一
章
幸
徳
の
社
会
主
義
的
傾
斜

.

第
.一
一
章
明
治
思
想
史
上
に
お
け
る
幸
徳 

第
四
篇
日
露
戦
争
に
お
け
る
平
民
社
の
非
戦
運
動
と
幸
徳 

第
一
章
.

『

平
民
新
間

j

の
発
刊
と
非
戦
論 

第

二
章
弾
圧
迫
害
と

『

平
民
新
聞

』

の
廃
刊 

第
五
篇
日
本
社
会
運
動
の
方
向
転
換

——

直
接
行
動
論 

第

一
章
入
獄
.と
亡
命

第
二
章
日
本
社
会
運
動
の
方
向
転
換 

.

第
三
章
赤
旗
事
件
と
西
園
寺
内
閣
の
毒
殺 

第

六

篇

大

逆

^
件
の
興
相
と
幸
徳
の
処
刑 

第
一
章
い
わ
ゆ
る
明
科
市
件
の
興
相

と

幸
徳 

第
二
章
事
件
の
発
覚
、
検
挙
と
当
局
の
拡
大
方
針 

第
三
章
公
判
廷
と
死
刑
宣
告
に
お
け
る
幸
徳 

結
論
幸
徳
秋
水
の
思
想
の
歴
史
的
意
義 

第
一
章
思
想
家
と

し

て

の

幸
徳
秋
水 

第
二
章
幸
徳
の
思
想
の
客
観
的
位
置 

こ
の
構
成
ば
、
幸
徳
の
四
一

.
年
に
わ
.た
る
生
涯
を
六
期
に
わ
け
る
蕃
者
の
時 

期
区
分
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
+期
区
分
が
著
者
の
論
述
の

^
_

と 

な
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
く
り
返
す
ま
で
も
な
い
。

そ
こ
で
こ

の
時
期
区
分
に 

そ
っ
て
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
第
一
期
は
、

一
八
七
一
年
の
誕
生
か
ら
.一
八
八
七
年
ま
で
の
一
七
年
間 

で
、

「

秋
水
の
成
長
の
時
代
で
あ
り
、

思
想
家
と
な
る
ま
で
の
準
備
の
時
代
で 

あ
る」

(

ニ
七
11)

。
幸
徳
が
生
れ
、
成
長
し
た
土
地
が
維
新
以
来
の
わ
が
国
の 

進
路
に
と
っ
て

3 |
耍
な
役
割
を
演
じ
て
き
、
さ
ら
に
林
有
造
、
中
江
兆
民
、
板 

垣
退
助
ら
を
.
擁
し
て
反
政
府
運
動
あ
る
い
は
自
由
民
権
運
動
の
牙
城
と
.な
っ
た 

土
佐
で
あ
っ
た
.
こ
と
、
そ
し
て
被
の
一
族
の
も
の
も
そ
の
よ
う
な
時
代
の
風
雲 

に
ま
き
こ
ま
れ
る
地
位
に
あ
づ
た
こ
と
等
が
感
受
性
の
強
い
幸
徳
を
社
会
的
に 

め
ざ
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
幼
少
年
時
代
が
、
そ
の
歴
史
的 

背
景
の
描
写
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
幸
徳
伝
に
み
ら
れ
な 

い
緻
密
さ
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
第
一
期
の
終
り
頃
に
保
安
条
例
の
と
ば
っ
ち
り
で
、
身
を
も 

0
て
藩
闕
政
府
の
弾
圧
を
経
験
し
、
後
の
権
威

>  
権
力
に
対
す
る
抵
抗
精
神
の 

萌
芽
も
こ
の
時
代
に
す
で
に
宿
す

.
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

第
二
期
は
、

衆
東
を
追
わ
れ
た
後
、

兆
民
の
学
僕
と
な
る
一
八
八
八
年
か 

ら
、
社
会
問
題
研
究
会
に
入
会
す
る
一
八
九
七
年
ま
で
の

「
彼
の
修
業
時
代

」

(一

一
七
5

で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
中
江
兆
民
の
書
生
時
代
と
い
っ

.て

よ

い
が
、
 

明
治
®
法
を
'「

通
読
一
ぺ
ん
た
だ
苦
笑
す
る
の
み

」
(

九 
一S

と
酷
評
す
る
な 

ど
徹
底
し
た
民
権
論
に
た
っ
て
い
た
兆
民
の

ご
と
き
よ

き
師
に
つ
か
え
た

こ
と 

が
幸
徳
を
思
想
的
に
も
人
間
的
に
も
大
き
く
成
長
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従 

っ
て
、
著
者

も
こ
の
時
沏
に
つ
い
て
は
兆
民
と
の
か
か
わ
り
あ
い
で
幸
徳
を
浮 

き
彫
り
す
る

■手
法
を
.
と.
0
て
い
る
。

こ
の
時
期
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

「

幸
徳
の
唯
物
論
的
世
界
観
は
、

こ
う 

し
た
兆
民
の
影
響
下
に
形
成
さ
れ
て
行
っ
た

」
(

九
六
頁)

だ
け
で
な
く
、
晩
年 

の
彼
の
思
想
と
な
る
ア
ナ

1キ
ズ
A
の
芽
も
こ
の
兆
民
と
の
接
触
の
中
で
培
わ
れ 

て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、兆
民
は
、
 

あ
の
当
時
に
あ
っ
て
も
主
従
的
関
係
や
身
分
的
階
級

•
位
階
を
全
く
否
定
し
、
 

ま
た
人
民
の
自
由
•
.平
等
を
尊
重
し
て
平
民
主
義
に
徹
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で 

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
.、
な
か
ん
ず
く
兆
民
が
議
を
辞
職
し
て
議
会
に 

愛
想
づ
か
し
を
し
た
こ
と
な
ど
は
、
幸
徳
の
議
会
べ
の
不
信
、
軽
視
的
態
度
に 

影
響
す
る
と
こ
ろ
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
の 

生
涯
を
決
す
る
こ
と
に
な
る

「

無
冠
の
帝
王

」

.た
る
新
間
記
者
生
活
に
入
る
の 

も
、

こ
の
よ
う
な
.
環
境
に
お
い
て
で
.
あ
り
'

「

修
業
時
代

」

と
は
い
え
、
幸
徳 

の
生
涯
に
お
け
る
茁
耍
な
時
期
で
あ
っ
た
。



第
三
抑
は
一
八
九
七
年
か
ら
万
朝
報
社
を
退
社
す
る
ー
九

'0
三
年
ま
で
の
、
 

「

マ
ル
ク
ス
を
研
究
し
、
資
本
主
義
の
批
判
に
進
む
時
代
、
.自

|±
1

党
左
派
よ
り
：
 

.
社
会
主
義
へ
の
発
展
時
代
で

あ
る
1-.(

一
一
七
頁)

。
幸

徳

が

社

会

主

義

.に

傾

斜

し
 

て
ゆ
く
過
程
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
土
佐
と
い
ぅ
土
地
柄
や
家
族
的
貧
窮
と
い 

っ
た
境
遇
的
な
而
を
土
台
に
、
シ
エ

ッ
フ
レ
の

『

社
会
主
義
真
髄
.』

な
、ど
社
会
. 

主
義
文
献
に
影
響
さ
れ
て
す
す
め
ら
れ
た
。

こ
の
時
期
前
後
に
つ
い
て
は
、
逭 

来

の
幸
徳
伝
で
は
背
景
の
叙
述
の

み
先
行
し
て
幸
徳
そ
の
も
の
に

つ
.い

て
は
不 

鮮
叨
な
記
逆
が
多
す
ぎ
た

が

、
本

書

で

は

行

き

届

い

.た

整

理

が

な

さ

れ

て
い
る
。

こ
の
第
三
期
は
、

R
露
両
国
の
風
雲
急
.を
告
げ
る
中
で
次
の
時
期
に

ひ
き
つ 

が
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
第
四
期
ば
平
民
社
を
創
設
す
る

一
九
〇
三
年
か
ら

一 

九
〇
五
年
ま
で
の
ニ
年
間
で
、

「

社
会
並
義
の
実
践
時
代
で
あ
り
、

反
戦
運
動 

の
恶
戦
杏
闕
時
代
で
あ
る

」
(

ニ
七
頁) .
。
弾
压
、
つ
い
で
入
獄
と

「

惡
戦
杏
闘

」 

を
続
け
る
こ
の
時
期
に
、
幸
徳
は
既
存
体
制
を
否
定
す

る

社

会

主

義

の

立

場

を
 

堅
持
す
る
に

t
た
る
の
で

あ

り

彼

の

生

、涯

に

お

け

る

活

動

.
の
.最
も
華
々
し
く 

か
つ
精
彩
を
带
び
た
時
期
で

も

あ

っ
た
。

そ
の
後
、
入
獄
を
転
機
に
し
て
次
第
に
社
会
主
義
よ
り

ア
ナ

キ
ズ

ム
ベ

転
化 

し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
時
朋
以
後
を
著
者
は
第
五
期
お
よ
び
六
期
に 

▲区
分
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
瓦
期
は
一
九
〇
五
年
の
入
獄
よ
り
土

佐

に

帰

郷

す
 

る
一
九
〇
七
年
ま
で

•
の
三
年
間
で
、

「

マ
ル
ク
ス

的
社
会
主
義
の
研
究
よ
り
ク 

口
ポ
卜
キ
ン
の

ア
ナ

ィ
キ
ズ
ム
の
研
究
に
移
り
、
直
接
行
動

論
を

日
本
の
同
志 

の
間
に
鼓
吹
し
た
時
代
で
あ
る

」
(

ニ
八
页)

。

そ

し

て

最

後

の

第

六

切

,±
、

一 

_0
帰
郷
後
上

5*
(
す
る
一
九
〇
八
年
よ
り
、
刑
死
す

る

一
九
二
年
ま
で
の
時
期 

で

「

政
接
行
動
の
炎
行
時
代
で
あ
る

」
(

ニ
八
；A)

。

1

四
八.

(

ニ
五
八)

弾
圧
に
よ
る
活
動
の
制
約
、

.
ア
ナ
キ
ズ
.
ム
文
献
と
の
接
触
、
さ
ら
に
は
ア
ル 

バ
I
ト
.

ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
フ
リ
ツ
チ
夫
人
、

I
W

W
等
と
の
交
流
に
よ
つ
て
深 

め
：ら
れ
る
幸
徳
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
過
程
は
周

.
知
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
こ 

で
改
め
て
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
殊
に
幸
徳
と
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
つ 

い-
て
は
後
に
論
評
を
加
え
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
ふ
れ
な
い
。
た
だ
、
 

第
六
期
の
大
逆

^
件
に
つ
い
て
の
み
简
卑
に
ふ
れ
る
と
、
量
的
に
も
ま
た
質
的 

に
も
本
書
の
白
肩
を
な
す
の
が
こ
の
部
分
で
あ
る
。
，大
逆
事
件
と
い
う
も
の 

が
、

準
に
一
九
一
〇
年
と
い
う
時
点
の
み
で
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
ば
な
く
、
 

国
内
的
に
は
赤
旗
事
件
に
、
国
外
に
眼
を
や
っ
て
も
一
九
〇
六
年
の

「

本
命
，
 

事
件
や
一
九
〇
八
年
の

「

暗
殺
主
義

」

の
微
等
に
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
こ
に
山
煨 

系
と
西
園
寺
系
の
対
立
を
お
り
ま
ぜ
な
が
ら
、
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
て
く
る
過
程 

と
し
て
鮮
か
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
す

で

に

『

大
逆
事
件

』

2

九
六
〇
年)  

と
い
う
労
作
も
あ
る
と
お
り
、
著
渚
が
大
逆
祺
件
研
究
で
も
第
ー
人
者
で
あ 

る
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
幸
徳
研
究
と
い
う
意
味
か
ら 

も
、
む
し
ろ
火
逆
事
件
に
対
す
る
精
細
な
記
述
と
共
に
、
幸
徳
を
も
う

少
し
表 

而
に
だ
し
、
幸
徳
を
通
•じ
て
事
件
を
み
る
展
開
が
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え 

る

(

こ
の
点
は
第
二
篇
等
に
も
い
え
る
こ
と
で
、
歴
史
的
背
聚
の
叙
述
に
あ
た
っ
て 

も
、
幸
徳
を
通
し
て
み
る
と
い
う
方
法
を
さ
ら
に
徹
底
す
る
必
耍
が
あ
っ
た
の
で
は 

な
い
だ
ろ
う
か

)

。

以
上
の
.
よ
う
な
時
期
区
分
に
も
と

'
、つ
い
て
、
著
者
は
幸
徳
の
思
想
と
生

® 

を
、

社
会
主
義

•
唯
物
史
観
の
導
入
者
、

反
戦
平
和
主
義
者
、

反
権
威
虫
義 

渚
、

「

勤
王
美
談
上
野
曙

」

に
み
ら
れ
る
新
派
劇
の
先
駆
者
、

ま
た
秀
れ
た
文 

•
軍
家
と
し
て
克
明
に
描
き
上
げ
て
い
る
わ
け
で

.
あ
る
。

し
か
も
、

そ
の
叙
1

1

は
、
幸
徳
の
忍
想
的
人
間
的
成
畏
を
解
明
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

一
編
の
社
会 

史
的
拡
が
り
を
も
ち
、
明
治
社
会
運
励
史
の
全
貌
を
も
読
者
に
示
す
と
い
う
方 

法
を
と
つ
て
い
る
。 

-

と
こ
ろ
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
幸
徳
は
日
木
の
社
会

.
主
義
.
ア
ナ
キ
ズ 

ム
の
紹
介
お
よ
び
突
践
に
お
い
て
先
駆
的
役
割
を
采
し
た
と
い
わ
れ
な
が
ら

、. 

従
来
、
思
想
家
と
し
て
の
幸
徳
、
殊
に
ア
ナ
キ
ス
ト
と
し
て
の
幸
徳
に
つ
い
て 

は
，|5
1

明
の

こ
と
と
し
て
、

そ
れ
以
上
深
く
掘
り
下
げ

る
と
い
う

こ
と
が
少
な
か 

っ
た
よ
う
に

©
わ
れ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
多
少
本
書
と
は
な
れ
る
が
、
こ
の 

よ
う
な
点
を
中
心
に
論
評
を
加
え
て
み
た
い
。

3

幸
徳
の
社
会
生
義
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
、
そ
れ
ら
を
贳
く
労
磡
者
観
と
い
う
も
の 

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
璐
理
さ
れ
た
形
で
は
分
析
ざ
れ
る

こ
と
が 

な
か
っ
た
。
木
潜
で
は
、
幸
徳
の
社
会
主
義
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
傾
斜
す
る
時 

相
か
ら
、
さ
ら
に
そ
れ
を
懸
持
す
る
に
い
た
る
ま
で
の
^
程
を

よ
く
ま
と
め

て 

い
る
も
の
の
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
'
労
働
者
観
に
つ
い
て
は
他
の
部
分
の
展
開
に

く
 

ら
ベ
て
決
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

。

....

.
幸
徳
の
ア
ナ
キ

X
ム
に
つ
い
て
は
、
本

«

で
V
結
局
の
と
こ
ろ
ゼ
ネ
ス
ト
と 

議
会
西
認
の
ニ
本
柱
に

よ
る
姐
接
行
動
論
と
い
う
従
来
の

一
般
的
説
叨
の
範
闕 

を
踏
製
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
.

も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
.で
す
ま
せ
て
い
る
の
で 

は

な

く

、

段

階

的

な

相

違

等

に

汗
！：：！

し

て

い

な

い

わ

け

で

は

な

い

。

例

え

ば

、. 

ア
メ
リ
ヵ
よ
り
帰
国
後
の

「

第
一
一
回
大
会
を
め
ぐ
る
幸
徳
の
議
論
は
議
会
無 

川
、
談
会
政
策
杏
淀
の
虫
張
が
屮
心
で
あ
り
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
な
い
し
、
，サ
ン

措 

評

ジ
ヵ
リ
ズ
ム
の
主
張
は
体
系
的
で
も
な
く
、
従
婼
的
に
丧
现
さ
れ
た
に
す
ぎ
な 

か
っ
た」

(

三
三
四
頁)

と
い
い
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
立
場
に
つ
い
て
は

「

社
会 

党
第
二
回
大
会
当
時
の
強
力
な

『

直
接
行
動
論

』
の
主
張
は
、
影
が
う
す
れ
、
 

革
命
進
化
論
と
の
関
迚
で
、
平
民
の
由
覚
喚
起
に
力
点
が
移
行
し
て
い
る

」 

(

三
三
五
頁) .
と
し
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、

「

議
会
無
用

」

論
は
、
わ
が
国 

の
現
実
的
あ
る
い
は
実
践
的
基
盤
が
ど
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
階
級
対
立
と 

労
働
者
階
級
に
よ
る
直
接
行
動
の
認
識
か
ら
で
て
く
る
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、

.

ア
ナ
キ
ズ
ム
が

「

従
厲
的
に
表
現
さ
れ
た

」

と
い
う
理
解
は
必
ず
し
も
論
理
的 

と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て
も
、
幸
徳
の
ア
ナ
キ 

ズ
ム
の
認
識
は
組
織
論
な
り
抽
象
論
と
解
釈
す
る

こ.

と.
も
で
き
、
し
か
も
姐
接 

,
行
動
論
と
平
段
の

6
觉
唤
起
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、_
こ
の
段
階
で 

労
磡
者
階
級
の
茴
接
行
動
論
と
.い
う
視
点
は
影
が
う
す
く
な
っ
た
と
い
う
根
拠 

も
必
ず
し
も
納
得
的
で
は
な
い

"

. 

、

.

ま
た
、
涪
渚
も
試
み
て
い
る
よ
う
に
、
幸
徳
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
過
程 

は
、
段
階
的
に
明
確
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
内 

容
も
明
酿
に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ

'？
)
。
彼
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
、
入
獄
を
契
機 

に
は
じ
め
で
芽
生
え
た
の
で
は
な
く
、

.
す
で
に
兆
民
と
の
接
触
時
代
、
あ
る
い 

は.『

社
会
主
義
神
髄

』
(

こ
の
段
階
で
代
議
制
へ
の
疑
問
が
ら
国
说
投
票
、
收
接
発 

議
権
の
必
驳
を
説
き
、代
議
制
を
主
権
の
放
棄
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
而
も
あ
る

)  

に
も
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
芽
が
み
ら
れ
る

こ

と
.%

注
®
し
て
よ
い
だ
.
ろ
う
。
と
は
い 

え
、
そ
の
芽
が
直
ち
に
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
成
育
す
る
の
で
は
な
く
、
渡
米
前
お
よ 

び
滞
米
中
で
も
明
ら
.
か
に
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
社
会
主
義
の
同
居
が
み
ら
れ
、
癌
国 

後
も
す
ぐ
亿
社
会
主
義
的
観
点
を
捨
て
き
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
著
者
も
帰

■ 

一
四
九

(

ニ
五
九)

■



国
敝
後
の
幸
徳
の

ア
ナ
キ
ズ
ム

は
体
系
的
な
も

の
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
と 

お
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
肖
ら
は

ア
ナ
キ
ス
ト
と
し
て

自
覚
す
る
よ
う
に
な
る 

が
、

な
お
党
組
織
に
対
す
る
理
解
の

不
徹
底

や
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
主
と
し
て
依 

拠
し
た
こ
と
に
よ
る
戦
略
•
戦
術
の

一
而
性
に
み
ら
れ
る

と
お
り
、

ア
ナ
キ
ズ 

.

ム
I

7

H

&

行
®/
^

と
I

う

一
而
的
理
解
で
あ
り
、

し
か
も

そ
れ
も

抽
象
論
を
で 

ず
、

ま
し
て
や
ア
ナ
ル

コ
•
サ
ン
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
な
ど
と
い
え
る
ま
と
ま
っ

た
も 

の
で
は
な
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
彼
の

ア
ナ
キ
ズ
ム

は
内
的
発
意
に
よ
る
と
い

う
よ
り
、
外

I

麗

に
よ
る
而
が
強
く
、
先
駆
者

I

味
を
で
る
も
の
で
は 

な
力
っ
た
と
し
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
本
書
の
課
題
を 

こ
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
幸
徳
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
さ
ら
に
深
く
理
解
す
る
に 

は

火

杉

栄

T i
=
:

一一1

四
郎
等
わ
が
国
の
ア
ナ
キ
ス

ト

た

ち
と
の
比

較

も
今

 ̂

当
然
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
K

接
行
動
論

と

切
り
離
し
え
な
い
fi
n

題
と
し
て
、

幸

徳

の
労
働
^

観
を 

検
討
す
る
必
•要
がで
て
く
る
。
雪

は

r

我
は
社

会

產

者

也」

や

『

社
会
主 

義
利
髄j

の
時
期
の
幸
徳
の
労
働
若
観
に
つ
い
て
、

「

労
働
者
を
独
立
1

た
.# 

級
と
し
て
、
そ
の
歴
史
的
な
役
割
を
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
貧
困
で
、
生 

活
が
荒
れ
、
品
性
が
乱
れ
た
下
層
社
会
の

r
f#
r

<?
^

K

AT』

と
し
て
し
か
認
識 

4

き
な
か
っ
た

」
(
一

七
九
頁

)

と
い
い
、
さ
ら
に

「

い
ま
だ
労
働
者
階
級
の
、
 

本
命
的
階
級
と
し
て
の
歴
史
的
役
割
を
認
識
出
来
な
か
っ
た

」

と
説
明
し
て
い 

る
。
こ
の
説
明
は
こ
の
時
点
で
は
適
切
な
評
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
幸
徳
の
労 

磡
翥
と
し
て
I

当
で
は
な
い
し
、
馨
は
そ
の
後
の
露
者
観

Q

発
展
に 

つ
い
て
は
必
ず
し
も
整
理
す

る

形
で
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
康

に

も

幸

徳
の
労 

樹
-̂
E

は

r

村
会
主
義
神
飾

I』

の
段
階
で
停
止
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

1

五
〇

(一
I

六
〇)

後
大
き
く
前
進
を
み
せ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
九

0
六
'
 

年

の

「

一
波
万
波

」

や

「

世
界
f

叩
運
動
の
潮
流

」

の
段
階
で
は
、
明
確
こ
労 

働
者
の
階
級
的
繁

.

霧
を
認
識
ず
る
に
い
た

0
て
お
り
、
社
会
変
幕
の
担 

い
手
と
し
て
志
士
仁
人
を
考
え
る
よ
う
な
理
解
を
ぬ
け
だ
し
て
い
る
。
さ
ら
に

. 

一.九
〇
七
年
の

「

独
こ
総
選
挙
と
欧
州
社
会
党

」

•
や.
.「

予
が
思
想
の
変
化

」

で 

も

S

行
動
を
？

る
中
で
、
そ
の
担
い
手
を
明
白
に
露
者
階
級
と
し
て 

お
り
そ
の
歴
史
的

^
命
、
団
結
の
意
味
を
正
し
く
把
握
す
る
に
い
た
っ
て
、
 

る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
幸
徳
の
直
接
行
動
論
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容 

や.
観
点
の
是
非
は
あ
る
と
し
て
も
、
直
接
行
動
論
へ
の
到
達
と
い
う
こ
と
が
労 

ぼ
者
階
級
の
歴
史
的
使
命
の
理
解
に
達
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た 

と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

要
す
る
に
幸
循
は
わ
が
国

Q
:

社
会
主
峩
お
よ
び

7
ナ

キ

ズ

ム

思
想
の
飞

1 

た.
先
駆
者
で
あ
っ
た
わ
け

'2

る
が
、
先
駆
者

2

っ
た
が
故
に
、

主
義
に
傲 

す
る
限
り
政
府

•
官
f

衝
突
l

l

i

か
っ
た
。
麗

の

窗

期

に

あ
 

フ
て
は
、

筆
で
た
つ
こ

■と
.
#
実
践
で

あ
り
、
幸
徳
の
よ
う
な
理
論
家
で

す
ら 

圧
の
渦
に

ま
き
こ
ま
れ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
が

大
逆
取
.̂ 

へ
と
導
力
れ
る
わ
け
.
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
わ
が
国
の

社

会

產
.

ァ 

ナ
キ
ズ
ム
.
運
動
の
先
駆
者
と
し
て
の
、
ま
た
卓
抜
し
た
墨

家
と
し
て
の
幸
徳 

の
役
割
を
黎
明
期
の
弾
圧
と
渾
池

た
る
渦
の

中
、
あ
る
い
は

衝
擊
的
な
事
件
と

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
、
本
書
は
大
逆
事
件
に
比
豪
お
か
れ
す
ぎ 

て
い
る
と
は
い
え
、
幸
徳
の
思
想

の

功
罪
を
余
す
と

こ
ろ
な
く

提
示
す
る

努

力

を
払
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
幸
徳
伝
の
中
で
は
最
も
密
度
の
高
い

も
の
と

い 

っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
.
は
な
い
よ
う
に
思
う
。 

.

い
ず
れ
に
し
て
も
、：
幸
徳
の
箸
作
全
集
の
計
画
も
着
々
と
す
す
め
ら
れ
、
い 

よ
い
よ
彼
の
全
体
像
を
解
明
す
る
条
件
が
と
と
の
い
だ
し
て
い
ゐ
時
に
、
こ
の 

よ
う
な
労
作
が
公
け
に
さ
れ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
、
著
者 

が
戦
後
の
幸
徳
研
究
に
お
い
て
、

一
七
年
と
い
う
歳
月
を
隔
て
て
開
拓
者
的
業 

績
と
締
め
く
く
り
的
業
續
の
双
方
を
泶
し
た
こ
と
に
は
深
い
敬
意
を
表
.し
た 

い
。
な
お
、
最
後
に
、
本
書
で
は
幸
徳
に
関
す
る
史
料
‘
文
献
目
録
等
に
つ
い 

て
も
懇
切
な
説
明
が
付
さ
れ
、
読
渚
•
研
究
者
に
有
益
な
方
向
を
与
え
て
い
る 

こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く

. 

—

一

二
月
二
日
—

(

W
木
篑
店•

一
九
六
七
年
七
月
刊
.

A
5.

三
五
七
頁

〔

索
引
一
三
頁

〕
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八
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