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『
孚
議
権
と
雫
議
法
』

　
　
　
　
一

　
螢
働
基
本
権
に
勤
す
る
人
々
の
権
利
意
識
お
よ
び
國
家
の
立
法
は
、
こ
こ
一

世
紀
の
間
各
國
に
お
い
て
め
ざ
ま
し
い
進
歩
を
な
し
て
い
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
雫
議
立
法
は
、
，
一
八
六
四
年
五
月
二
五
日
法
か
ら
始
る
。
本
法

は
、
團
麗
行
動
の
正
當
な
行
使
に
よ
り
引
き
起
さ
れ
る
犯
罪
的
事
實
に
封
し
、

一
都
そ
の
合
法
性
を
法
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
立
法
さ
れ
た
一
八
八
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
　
（
一
九
六
）

年
三
月
一
二
日
法
は
、
團
結
お
よ
び
團
膣
行
動
を
法
的
に
容
認
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
立
法
の
根
底
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
よ
り
長
年
の
間
育
成
さ

れ
て
來
た
近
代
市
民
肚
會
の
法
意
識
が
明
確
に
う
か
が
わ
れ
、
そ
れ
が
支
配
的

で
あ
る
。
爾
法
と
も
に
そ
の
意
圓
す
る
と
こ
ろ
は
、
瞥
働
者
の
團
結
お
よ
び
組

合
活
動
の
自
由
を
確
保
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
雫
議
槽
を
認

め
、
團
結
お
よ
び
組
合
活
動
を
罐
利
と
し
て
法
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。
雫
議

樒
が
樺
利
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
の
間
に
意
識
さ
れ
出
し
た
の
は
、
二
〇
世
紀
初

頭
に
お
け
る
ゼ
ネ
ス
ト
、
政
治
ス
ト
頻
稜
後
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
組
合
運

働
暉
匪
の
暗
い
影
の
中
か
ら
そ
れ
に
抗
す
る
力
に
支
援
さ
れ
つ
つ
徐
々
に
形
成

さ
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
一
九
四
六
年
の
フ
ラ
ン
ス
第
四
共
和
國
憲
法

は
、
そ
の
前
文
に
お
い
て
箏
議
権
を
法
律
中
に
明
確
に
規
定
し
、
こ
れ
を
法
律

上
保
障
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
に
至
つ
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
雫
議
法
の
立
法
過
程
は
、
概
略
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

法
律
が
實
際
ど
の
よ
う
に
解
羅
適
用
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
到
例
と
な
つ
た
か
、

他
面
學
誘
は
ど
の
よ
う
に
動
い
た
か
な
ど
を
考
察
し
、
雫
議
権
お
よ
び
雫
議
立

法
の
研
究
を
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
書
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は
、
二
部
か
ら

な
り
、
第
一
部
は
六
章
に
分
れ
、
第
一
章
に
お
い
て
螢
働
契
約
と
雫
議
と
の
關

係
、
第
二
章
に
お
い
て
】
九
四
六
年
憲
法
前
文
に
つ
い
て
、
第
三
章
に
お
い
て

一
九
四
六
年
以
降
の
到
例
に
つ
い
て
、
第
四
章
に
お
い
て
怠
業
に
つ
い
て
、
第

五
章
に
お
い
て
一
九
五
〇
年
二
月
一
一
日
法
に
つ
い
て
、
第
六
章
に
お
い
て
雫

議
の
刑
事
お
よ
び
民
事
爾
責
任
に
つ
い
て
お
の
お
の
論
究
し
て
い
る
。
第
二
部

は
前
牛
に
お
い
て
雫
議
法
の
各
國
比
較
法
研
究
を
し
、
後
牛
に
お
い
て
フ
ラ
ン

ス
雫
議
法
に
お
け
る
問
題
の
指
摘
と
究
明
と
を
試
み
て
い
る
。
以
下
こ
の
順
序

に
從
い
、
な
お
詳
細
に
本
書
を
紹
介
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。



二

　
著
者
は
、
最
初
に
お
い
て
雫
議
灌
の
概
念
決
定
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

前
提
と
し
て
想
定
さ
れ
る
三
つ
の
概
念
に
つ
い
て
お
の
お
の
考
察
す
る
。
第
一
。

に
雫
議
擢
（
一
Φ
身
o
詳
器
鴨
穿
①
）
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
公
の
秩
序
を

害
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
他
人
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
し
て
の
み
認
め

ら
れ
る
自
由
権
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
。
第
二
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
雫
議

に
お
け
る
擢
利
（
一
Φ
a
o
詳
膨
β
鵯
警
①
）
と
い
わ
れ
、
組
合
行
動
そ
の
も

の
に
よ
つ
て
守
ら
れ
る
穰
利
で
あ
る
。
學
説
上
こ
の
権
利
は
、
憲
法
前
丈
に
法

的
根
振
を
置
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
こ
の
雫
議
穂
に
つ
い
て
「
法

の
範
園
外
に
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
外
の
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、

こ
の
著
者
の
理
解
に
は
根
本
的
疑
問
が
持
た
れ
る
。
第
三
と
し
て
考
え
ら
れ
る

の
は
、
雫
議
の
灌
利
（
一
〇
身
o
詳
♂
宣
職
警
①
）
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
具

瞠
的
に
立
法
さ
れ
た
雫
議
法
が
保
障
し
、
規
定
し
て
い
る
椹
利
を
い
う
の
で
あ

る
。
著
者
は
、
第
一
の
雫
議
権
概
念
は
、
他
の
自
由
灌
と
併
列
す
る
雫
議
灌
そ

の
も
の
の
法
律
上
の
本
質
を
意
味
し
、
第
三
の
概
念
は
、
具
騰
的
法
律
に
お
い

て
個
々
的
に
保
障
さ
れ
る
箏
議
槽
を
意
昧
す
る
と
な
し
、
爾
者
は
不
可
分
の
關

係
に
お
い
て
雫
議
槽
概
念
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
右
の
雫
議
権

に
劉
す
る
理
解
こ
そ
フ
ラ
ン
ス
破
殿
院
の
理
解
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

既
に
憲
法
前
文
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
第
二
の
雫
議
権
概

念
を
搦
除
し
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
誤
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ラ
ソ

ス
に
お
か
て
い
ま
だ
右
の
よ
う
な
雫
議
灌
概
念
が
存
在
し
、
こ
れ
が
破
殿
院
を

支
配
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
原
因
が
何
で
あ
る
か

を
考
察
す
る
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
螢
働
法
に
お
け
る
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

紹
介
と
批
評

三

本
論
に
お
い
て
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
螢
働
契
約
と
箏
議
の
關
係
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
雫
議
は
螢
働
契
約
を
破
棄
（
宣
旨
喜
霞
①
）
す
る
の
か
、
そ
れ

と
も
螢
働
契
約
内
容
の
履
行
を
一
時
停
止
せ
し
め
る
も
の
か
そ
の
何
れ
で
あ
る

の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
か
つ
て
最
も
激
し
く
論
議
さ
れ
た

が
、
既
に
現
在
で
は
雫
議
に
よ
つ
て
螢
働
契
約
は
破
棄
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と

す
る
こ
と
が
最
も
自
然
な
考
え
方
と
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
そ
の
も

の
の
理
論
的
究
明
は
、
螢
働
契
約
の
理
解
に
大
き
な
役
割
を
果
す
で
あ
ろ
う
。

著
者
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
破
段
院
到
例
を
考
察
し
、
一
九
三
九
年
に
至
る
ま

で
の
到
例
理
論
を
紹
介
す
る
。
そ
の
概
略
は
、
雫
議
は
螢
働
契
約
を
破
棄
し
、

そ
れ
に
よ
つ
て
民
法
第
一
一
八
四
條
お
よ
び
第
一
七
八
O
條
が
適
用
さ
れ
る
と

す
る
。
そ
こ
に
は
螢
働
者
の
自
由
意
思
と
自
由
行
動
と
が
契
約
を
破
棄
す
る
と

い
う
考
え
方
が
存
在
し
て
い
る
。
右
の
考
え
方
に
封
し
て
は
v
e
雫
議
に
お
け

る
螢
働
契
約
の
侵
犯
は
、
螢
働
者
の
み
の
責
任
で
は
な
い
、
口
螢
働
力
提
供
を

停
止
せ
し
め
て
い
る
の
は
、
鍔
働
者
の
全
く
の
自
由
意
思
で
は
な
い
、
㊧
螢
働

契
約
を
破
棄
せ
し
め
よ
う
と
す
る
意
思
は
時
に
よ
つ
て
は
當
事
者
間
に
認
め
ら

れ
な
い
な
ど
の
批
到
的
考
え
方
が
表
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
か
く
て
高
等

仲
裁
法
院
は
、
フ
ラ
ン
ス
破
鍛
院
の
結
論
に
反
し
、
雫
議
中
の
螢
働
者
個
々
の

契
約
は
破
棄
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
の
結
論
を
出
し
當
時
注
目
を
引
い
た
の

で
あ
る
。
學
読
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
二
つ
に
分
れ
て
い
る
が
、
學
読
の
大

勢
は
、
契
約
履
行
の
停
止
読
を
と
る
。
そ
の
第
一
と
し
て
匹
曽
三
9
は
、
法

律
上
契
約
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
、
契
約
が
現
實
に
履
行
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
を
匠
別
し
、
雫
議
は
、
契
約
の
存
在
そ
の
も
の
と
何
等
關
係
な
く
、
契
約
内

六
三

（
一
九
七
）
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容
の
履
行
を
休
止
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
ー
第
二
の
履
行
停
止

読
は
霊
o
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
。
霊
o
は
、
国
習
三
が
雫
議
と
い
う
螢
働

者
の
集
團
的
螢
働
の
停
止
を
、
螢
働
者
個
人
ル
々
の
螢
働
の
停
止
の
絡
和
と
考

え
る
の
に
封
し
、
こ
れ
を
「
民
法
の
非
常
に
個
人
的
傳
統
の
う
ち
に
止
る
」
と

批
到
し
、
雫
議
に
、
鍔
働
者
が
個
人
々
々
に
持
つ
て
い
る
灌
利
以
上
の
槽
利
、

い
い
か
え
れ
ば
集
團
的
、
團
膣
的
灌
利
を
認
め
よ
う
と
し
、
そ
の
第
一
段
階
と

し
て
個
人
的
椹
利
を
前
提
と
す
る
民
法
適
用
の
排
除
を
望
ん
だ
。
同
じ
よ
う
に

O
o
一
ぼ
は
團
騰
的
灌
利
と
螢
働
者
の
個
人
的
灌
利
と
を
併
存
せ
し
め
、
問
題
の

探
究
は
、
前
者
の
究
明
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
第
三
は
、
現
代
フ

ラ
ン
ス
螢
働
法
學
を
代
表
す
る
ご
昏
騨
昌
に
よ
り
主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
彼
は
、
團
隆
的
灌
利
に
つ
い
て
研
究
し
た
多
く
の
論
文
を
稜
表
し
て
い
る

が
、
雫
議
と
契
約
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
雫
議
が
螢
働
者
に
與
え
ら
れ
た
権

利
の
實
行
で
あ
り
、
合
法
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
に
よ
り
契
約
が
破
棄
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
い
る
。
著
者
は
、
こ
の
O
g
目
餌
昌
山
の
読
を

肯
定
し
つ
つ
も
、
争
議
が
契
約
の
不
履
行
を
合
法
化
す
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う

か
、
そ
の
原
因
を
な
お
追
究
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
事
議
灌
を
自
由
権

と
考
え
る
著
者
の
根
本
的
態
度
か
ら
し
て
は
、
途
に
開
明
は
不
可
能
に
終
り
、

雫
議
権
の
契
約
法
に
封
す
る
優
越
部
分
を
認
め
る
こ
と
が
出
來
な
い
。

四

　
著
者
は
、
第
二
章
に
お
い
て
一
九
四
六
年
一
〇
月
二
七
日
の
フ
ラ
ソ
ス
第
四
・

共
和
國
憲
法
に
つ
い
て
、
第
一
に
、
そ
の
憲
法
中
に
お
け
る
人
権
宣
言
が
ど
の

よ
う
な
意
昧
を
持
つ
か
、
第
二
に
、
憲
法
前
文
が
ど
の
よ
う
な
法
的
敷
力
を
持

つ
て
い
る
か
を
考
察
し
、
な
お
間
題
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
既

六
四

（
醐
九
八
）

に
述
べ
た
よ
う
に
、
著
者
は
、
こ
こ
で
も
雫
議
灌
を
自
由
灌
の
一
種
と
考
え
る

結
果
、
明
確
な
結
論
に
到
達
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

・
右
の
螢
働
契
約
と
宰
議
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
論
争
は
、
一
九
五
〇
年
二
月

一
一
日
法
第
四
條
が
、
　
「
雫
議
は
鍔
働
契
約
を
破
棄
し
な
い
。
但
し
、
賃
金
螢

働
者
の
責
に
蹄
す
べ
き
重
大
な
過
失
が
あ
る
場
合
を
除
く
」
と
規
定
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
一
懸
解
決
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
本
條
の
適
用
範
園
お
よ
び

解
羅
を
饒
つ
て
、
本
條
で
い
う
螢
働
契
約
の
範
園
を
廣
く
理
解
す
る
か
否
か
、

重
過
失
と
は
何
か
、
こ
う
し
た
解
羅
論
中
心
の
問
題
は
今
後
に
残
る
こ
と
と
な

つ
た
。
と
り
わ
け
本
條
が
あ
ら
ゆ
る
螢
使
關
係
に
適
用
あ
り
と
す
る
U
5
轟
＆

の
立
場
が
、
憲
法
前
文
の
解
繹
と
の
關
係
か
ら
一
般
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
本

書
の
第
五
章
は
主
と
し
て
右
の
一
九
五
〇
年
二
月
一
一
日
法
に
つ
い
て
立
法
者

ー
法
案
作
成
者
ー
の
考
え
方
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
雫
議
灌
に
つ
い
て
な
お
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
雫
議
行
爲
参

加
者
の
刑
事
お
よ
び
民
事
上
の
責
任
で
あ
る
。
著
者
は
、
刑
事
責
任
に
つ
い
て

脅
迫
罪
、
傷
害
罪
、
不
法
逮
捕
お
よ
び
監
禁
罪
、
住
居
優
入
罪
、
窃
盗
罪
、
損

傷
罪
な
ど
の
雫
議
行
爲
中
に
お
け
る
成
立
を
具
膿
的
に
考
察
し
て
い
る
。
民
事

責
任
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
面
、
す
な
わ
ち
國
家
機
關
の
民
事
責
任
、
螢
働
者

お
よ
び
螢
働
組
合
の
民
事
責
任
、
使
用
者
の
民
事
責
任
に
つ
い
て
お
の
お
の
考

察
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
螢
働
者
お
よ
び
笏
働
組
合
の
民
事
責
任
に
つ
い
て

は
、
そ
の
責
任
を
明
確
に
規
定
す
る
條
項
の
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
原
則
と
し

て
民
法
第
一
三
八
二
條
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
大
き
な
問
題

が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
直
ち
に
民
法
第
コ
ニ
八
二
條
を
適
用
す
る
著
者
の
態
度

が
愛
當
で
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
。



五

　
本
書
は
、
最
後
の
第
二
部
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
、
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
東
洋

諸
國
の
雫
議
立
法
を
紹
介
し
つ
つ
フ
ラ
ン
ス
立
法
の
批
到
へ
と
お
よ
ぶ
の
で
あ

る
。
そ
の
う
ち
著
者
が
特
に
問
題
と
す
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
釜
企

業
お
よ
び
國
管
企
業
に
お
い
て
孚
議
行
爲
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

で
あ
り
、
こ
れ
が
果
し
て
憲
法
に
蓮
反
し
な
い
か
を
疑
問
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
阿
久
澤
轟
夫
）

紹
介
と
批
評

六
五

（
一
九
九
）


