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『
行
政
国
家
に
お
け
る
民
主
主
義
』

　
本
書
は
R
・
C
・
マ
ー
テ
ィ
ン
が
編
集
に
あ
た
る
「
行
政
と
民
主
主
義
」
シ

リ
ー
ズ
の
ひ
と
つ
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
著
者
エ
メ
ッ
ト
・
S
・
レ
ッ

ド
フ
ォ
ー
ド
は
テ
キ
サ
ス
大
学
の
政
治
学
教
授
で
あ
り
、
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
政

治
学
会
の
会
長
を
つ
と
め
た
こ
と
が
あ
る
。

　
本
書
の
目
的
は
「
行
政
国
家
に
お
け
る
民
主
主
義
の
可
能
性
」
の
問
題
に
光

を
あ
て
る
こ
と
．
い
い
か
え
れ
ば
行
政
国
家
の
諸
活
動
と
民
主
主
義
の
「
ア
メ

リ
カ
的
理
想
」
を
つ
き
合
せ
て
み
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
両
者
の
調
和
点
を

見
つ
け
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
著
者
は
、
ま
ず
民
主
主
義

の
原
理
の
本
質
的
要
素
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
実
現
が
具
体
的
な
政
策
の
遂
行
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紹
介
と
批
評

に
お
い
て
ど
ん
な
困
難
に
直
面
す
る
か
を
考
察
す
る
（
一
し
§
8
蚕
浮
蜜
自
患
ξ
・

評
呂
。
℃
＆
。
ざ
”
呂
菩
。
勺
。
一
三
＆
留
器
唐
）
こ
と
か
ら
始
め
、
つ
ぎ
に
行
政

国
家
の
実
態
分
析
を
行
い
、
そ
こ
で
、
行
政
国
家
の
運
営
に
作
用
す
る
影
響
力

の
集
中
・
分
散
の
要
因
（
旨
寂
旨
鼠
。
冨
8
些
Φ
占
唐
巨
弩
駐
さ
幹
辞
①
）
、
行

政
国
家
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
政
府
に
お
い
て
政
策
の
形
成
と
そ

の
遂
行
が
ど
う
行
わ
れ
て
い
る
か
の
問
題
（
目
」
暮
Φ
冨
＆
8
冒
些
Φ
客
畳
8
巴

＞
島
目
一
三
警
憲
該
＜
Φ
の
冨
O
o
ヨ
“
一
＜
。
旨
一
g
8
0
一
§
畠
騨
ロ
α
の
目
び
の
釜
“
Φ
目
℃
o
＝
寓
o
ω
“

＜
．
醤
①
岩
8
3
箆
置
邑
o
Q
釜
け
。
目
）
お
よ
び
行
政
の
対
象
と
し
て
の
人
間
・
行

政
を
動
か
す
も
の
と
し
て
の
人
間
の
問
題
（
＜
H
竃
導
器
警
ε
Φ
9
。
噛
＞
山
巨
、

巳
・
賃
畳
。
三
く
鍔
蜜
導
器
≦
。
詩
霞
冒
9
鵯
巳
N
畳
9
）
を
考
察
し
て
、
最
後

に
以
上
の
分
析
を
基
礎
に
著
者
が
考
え
る
「
実
現
可
能
な
民
主
主
義
」
の
構
想

を
示
し
て
い
る
（
＜
自
H
●
円
ざ
》
山
昌
巳
田
霞
辞
一
奉
幹
暮
Φ
ぼ
勺
理
昌
8
菖
奉
）
。
こ
の

よ
う
な
著
者
の
試
み
の
評
価
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
に
詳
し
く
論
ず
る
が
、
ま
ず
こ

こ
で
は
、
本
書
の
第
二
章
か
ら
第
七
章
ま
で
が
現
在
の
ア
メ
リ
カ
行
政
学

（
b
暮
浮
＞
傷
巨
募
霞
豊
目
）
　
の
成
果
を
ひ
と
つ
の
視
点
か
ら
手
際
よ
く
ま
と
め

た
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
は
民
主
主
義
の
問
題
を
主
と
し
て
過
程
の
問
題
と
し
て
と

ら
え
る
が
、
そ
れ
は
緊
張
の
コ
ン
ト
・
ー
ル
と
い
つ
た
よ
う
な
形
態
と
し
て
で

は
な
く
、
そ
れ
の
「
民
主
主
義
に
関
し
て
の
、
過
程
に
外
在
す
る
前
提
と
の
関

連
性
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
．
そ
の
前
提
と
は
、
e
個
人
の
価
値
の
実
現
、
O

個
人
の
価
値
の
平
等
な
承
認
．
お
よ
び
、
㊧
前
二
老
保
全
の
た
め
の
政
治
へ
の

普
遍
的
な
参
与
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
三
点
が
実
際
の
政
策
遂
行
の
段
階
で
実
現
さ
れ
る
と
な
る
と
、
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
　
　
（
三
八
○
）

に
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
生
じ
て
来
る
。
ま
ず
、
e
個
人
の
価
値
の
実
現
i

自
己
開
発
の
機
会
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
「
政
策
が
多
く
の
人
び
と
に
よ
つ

て
共
有
さ
れ
る
、
人
格
実
現
の
必
要
条
件
と
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
」
こ
と
か

ら
問
題
が
出
て
く
る
．
つ
ま
り
、
協
働
的
活
動
が
行
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
人
に
よ
つ
て
利
害
が
異
な
つ
た
り
、
同
じ
利
害
を
共
有
す
る
人

の
間
に
も
そ
の
利
害
関
係
の
内
容
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ぎ

に
、
O
個
々
人
の
価
値
は
平
等
で
あ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
少
数
派
の
利

害
が
問
題
と
な
る
．
「
民
主
主
義
理
論
の
具
体
的
な
政
策
争
点
へ
の
適
用
に
お

い
て
も
つ
と
も
解
決
の
困
難
な
問
題
は
、
利
害
の
量
の
相
違
（
段
鴨
忠
曾
8
ぎ

ρ
壼
暮
凶
留
。
＝
暮
零
婁
）
か
ら
生
れ
る
。
：
：
民
主
主
義
の
原
理
は
、
政
策
立

案
者
に
『
す
べ
て
の
人
の
利
害
は
妥
当
性
を
持
つ
』
と
い
う
一
般
的
な
答
を
与

え
て
く
れ
る
が
、
利
害
の
量
が
同
じ
で
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
は
充
分
な
現
実

の
基
準
と
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
具
体
的
状
況
に
利
害
の
量
の
差
が
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
多
数
決
に
加
え
て
他
の
民
主
主
義
の
方
法
に
注
意
を
向
け

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
。
」
「
頭
数
だ
け
で
は
公
正
を
期
せ
る
も
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
」
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
こ
の
「
利
害
の
量
」
の
差
と
は
、
e

で
指
摘
さ
れ
た
利
害
の
内
容
の
違
い
の
こ
と
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
．
さ
ら

に
、
㊧
政
治
へ
の
普
遍
的
な
参
与
に
関
し
て
は
、
「
利
害
の
量
と
参
与
を
相
等

し
く
す
る
こ
と
」
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
「
政
策
の
対
象
と
な
る
具
体
的

な
状
況
に
お
い
て
、
利
害
の
量
が
多
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
考
慮
さ
れ
る
権
利
は
よ

り
大
き
く
て
当
然
だ
と
い
う
仮
定
が
妥
当
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
民
主
主
義
の

・
原
理
は
平
等
で
な
い
参
与
、
つ
ま
り
頭
数
か
ら
み
れ
ぽ
不
平
等
な
権
力
へ
の
接

近
の
仕
方
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
．
」
と
い
う
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
多
数



決
的
決
定
方
法
へ
の
疑
問
が
指
摘
さ
れ
て
く
る
。

　
要
す
る
に
、
著
者
が
指
摘
し
て
い
る
民
主
主
義
の
原
理
の
実
現
の
際
に
生
ず

る
主
要
な
問
題
は
、
量
的
な
差
の
あ
る
利
害
が
多
数
決
と
い
う
頭
数
を
か
ぞ
え

る
方
法
を
も
つ
て
し
て
は
よ
く
代
表
さ
れ
え
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
．
そ
れ
で

は
、
著
者
の
い
う
「
利
害
の
量
」
と
は
な
に
な
の
か
。
そ
し
て
、
著
者
は
「
利

害
の
量
」
の
差
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
人
び
と
の
利
害
が
い
か
に
代
表
さ
れ

る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
著
者
は
利
害
（
一
暮
霞
婁
）
を
、
客
観
的
な
も
の
と
し
て
の
必
要
（
器
＆
）
と

主
観
的
な
も
の
と
し
て
の
態
度
（
諄
鉱
言
倉
）
に
分
け
て
考
え
る
。
ま
た
、
利
害

の
つ
ぎ
の
よ
う
な
側
面
も
指
摘
さ
れ
る
。
O
「
満
足
の
種
類
」
（
臨
匿
ひ
亀

器
冴
鵠
＆
2
）
”
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
試
合
を
見
る
・
交
響
曲
を
聴
く
の
相
違
に
も

と
づ
く
区
別
、
O
「
満
足
の
質
」
（
馨
昌
蔓
亀
器
冴
費
＆
。
ロ
）
”
満
足
し
た
バ

ヵ
・
不
満
足
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
相
違
に
も
と
づ
く
区
別
、
臼
「
好
み
の
強
度
」

（
帥
暮
Φ
邑
蔓
9
箕
箒
冨
9
①
）
U
知
覚
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
純
粋
に
内
的
な
反

応
で
あ
り
、
「
主
観
的
な
も
の
」
と
、
「
利
害
の
量
」
（
ρ
奏
暮
一
身
亀
一
暮
畦
婁
）

”
必
要
の
度
合
、
特
定
事
項
に
一
個
人
が
持
つ
利
害
関
係
の
量
（
暫
幕
器
霞
Φ
9

幕
鼻
爵
。
魯
ヨ
。
暮
ひ
亀
暮
躊
①
。
器
富
・
冒
”
唐
暮
ひ
8
　
で
あ
つ
て
、
「
客
観
的

な
も
の
」
と
の
区
別
。
白
を
具
体
例
で
説
明
す
れ
ば
、
「
ベ
ト
ナ
ム
で
五
人
の

息
子
が
戦
つ
て
い
る
母
親
は
：
・
大
き
な
（
客
観
的
）
利
害
の
量
を
持
ち
、
ま

た
、
お
そ
ら
く
高
い
（
主
観
的
）
利
害
の
強
度
を
持
つ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
南

部
の
無
関
心
な
黒
人
は
・
：
多
く
の
政
策
に
大
き
な
利
害
の
量
を
持
つ
が
、
利

害
の
強
度
は
低
い
．
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
か
ら
死
刑
廃
止
を
熱
心
に
唱
え
る

人
は
・
：
利
害
の
量
は
少
な
い
が
、
利
害
の
強
度
は
高
い
。
」
と
い
う
こ
と
に

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

な
る
。
つ
ま
り
レ
ヅ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
い
う
「
利
害
の
量
」
と
は
、
一
個
人
が
そ

の
主
観
的
な
態
度
の
い
か
ん
に
か
か
わ
り
な
く
持
つ
客
観
的
な
必
要
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
量
的
大
き
さ
の
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
利
害
の
種
類
・

質
・
強
度
・
量
の
区
別
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
現
実
の
政
策
が
こ
れ
ら
の
要
素
の

複
雑
に
組
み
合
さ
つ
た
状
況
に
対
処
す
る
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
指

摘
し
、
し
だ
が
つ
て
、
た
だ
頭
数
を
調
べ
る
だ
け
の
多
数
決
を
「
同
等
で
な
い

量
の
利
害
を
同
じ
も
の
と
し
て
数
え
る
」
も
の
と
し
て
そ
の
有
用
性
を
限
定
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
著
者
は
、
e
社
会
に
す
で
に
存
在
す

る
一
致
し
た
意
見
を
手
引
き
と
す
る
、
⇔
多
数
決
の
決
定
に
従
う
、
㊧
利
害
の

種
類
・
質
・
強
度
・
量
の
区
別
と
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
差
異
を
考
慮
し
、
政
策

決
定
機
構
へ
個
々
の
利
害
関
係
者
が
接
近
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
れ
る
種
々
の

利
害
の
間
で
の
仲
介
作
用
（
夢
。
ぼ
。
ざ
声
鷺
亀
奉
ぎ
墓
日
言
お
器
）
に
ま
か
せ

る
の
三
つ
の
方
法
を
そ
の
状
況
に
応
じ
て
組
み
合
せ
使
用
す
る
こ
と
が
民
主
主

義
を
実
現
す
る
道
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
え
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
実
認
識
に
立
ち
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

　
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
行
政
国
家
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
」
と
考

え
る
．
行
政
国
家
化
の
趨
勢
に
制
限
を
加
え
よ
う
と
い
う
三
つ
の
考
え
方
、
す

な
わ
ち
、
e
古
い
個
人
主
義
・
自
由
放
任
主
義
へ
の
復
帰
は
、
「
行
政
国
家
か

ら
逃
れ
え
て
も
管
理
社
会
（
爵
Φ
呂
巨
巳
器
吋
a
8
号
な
）
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な

い
」
な
ど
の
理
由
で
、
口
「
公
・
私
連
邦
主
義
」
（
9
①
冨
霞
。
。
胃
ぞ
辞
Φ
ま
号
冨
冴
ヨ
）

は
、
現
状
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
し
て
、
さ
ら
に
、
㊧
裁
量
の
余
地
の

少
な
い
行
政
の
考
え
方
は
、
「
裁
量
的
な
行
政
が
大
量
に
生
活
の
細
部
に
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
　
　
（
三
八
一
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

浸
透
し
て
き
て
い
る
事
実
は
大
部
分
の
政
策
分
野
に
お
い
て
不
可
避
で
あ
る
」

と
い
う
理
由
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
否
定
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
不
可
避
な
も
の
と
し
て
の
行
政
国
家
は
、
構
造
的
専
門
化

（
曾
置
。
言
邑
ω
冨
舞
詳
畳
g
）
、
戦
略
的
地
位
（
弩
暮
轟
ざ
2
の
往
。
琶
、
相
互
作

用
（
一
暮
。
鐸
＆
8
）
に
そ
の
制
度
的
特
色
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

行
政
国
家
に
あ
つ
て
は
、
中
央
政
府
の
三
権
の
区
分
・
中
央
地
方
の
区
別
・
公

私
の
区
別
を
こ
え
て
、
政
策
目
的
別
に
専
門
の
緯
織
構
造
が
分
れ
て
き
て
い

る
．
ま
た
、
政
策
決
定
に
与
え
う
る
影
響
力
の
大
き
さ
は
人
に
よ
つ
て
異
な

り
、
そ
の
影
響
力
は
専
門
化
さ
れ
た
構
造
の
中
の
少
数
の
人
び
と
に
集
中
し
て

い
る
．
さ
ら
に
、
政
策
は
こ
の
よ
う
な
戦
略
的
地
位
に
い
る
人
び
と
の
相
互
作

用
の
中
か
ら
生
れ
て
く
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
行
政
国
家
に
お
い
て
は
、
政
策

は
専
門
分
化
し
た
制
度
の
戦
略
的
地
位
を
占
め
る
人
び
と
の
相
互
作
用
に
よ
つ

て
生
れ
る
」
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
行
政
の
機
能
は
、
調
停
的
活
動
（
＆
冨
身
Φ

魯
9
三
ぐ
）
と
指
示
さ
れ
た
活
動
（
＆
冨
9
＆
四
9
三
受
）
の
一
一
側
面
を
持
つ
と
さ

れ
る
．
前
者
は
「
諸
利
害
間
の
調
停
と
い
う
政
治
的
過
程
の
延
長
」
と
考
え
ら

れ
る
．
後
者
は
、
目
的
・
組
織
の
設
立
・
規
則
・
役
割
の
分
担
の
形
を
と
つ
て

示
さ
れ
、
「
行
政
に
期
待
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
あ
る
程
度
の
意
見
の
一
致
に

基
づ
い
た
、
行
政
の
前
提
条
件
を
定
め
る
」
指
示
に
拘
束
さ
れ
る
側
面
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、
行
政
に
お
け
る
調
停
は
一
定
の
枠
を
は
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
点
で
、
政
治
の
調
停
と
は
異
な
つ
て
い
る
．
「
こ
れ
は
つ
ぎ
の
こ

と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
に
は
社
会
に
役
立
つ
二
つ
の
型
の
作
用
が

含
ま
れ
て
い
る
。
厳
密
な
計
画
を
立
て
て
や
れ
ば
、
再
検
討
を
う
け
制
限
さ
れ

た
り
支
持
を
と
り
つ
け
た
り
す
る
た
め
に
政
治
レ
ベ
ル
に
さ
し
も
ど
さ
れ
る
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
　
　
（
三
八
二
）

合
を
除
い
て
、
意
見
の
一
致
に
も
と
づ
く
目
標
を
追
求
す
る
自
動
的
・
継
続
的

か
つ
脱
政
治
的
な
活
動
が
え
ら
れ
る
。
よ
り
漠
然
と
し
た
指
示
を
与
え
れ
ば
、

諸
利
害
間
で
の
継
続
的
な
調
停
と
選
択
を
す
る
た
め
の
活
動
が
え
ら
れ
る
。
様

々
な
行
政
活
動
は
、
こ
の
二
つ
の
活
動
の
型
の
間
に
で
き
る
連
続
体
の
上
に
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
行
政
国
家
を
理
解
し
た
著
者
は
、
純
粋
な
型
で
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

的
な
民
主
主
義
の
理
想
の
実
現
は
求
め
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
そ
こ
に
「
実
現

可
能
な
民
主
主
義
」
（
ぎ
蒔
善
一
Φ
留
甘
9
寅
畠
）
ー
「
行
政
国
家
を
生
み
出
し
た

諸
条
件
の
下
で
の
、
民
主
主
義
の
原
理
の
最
大
限
の
達
成
」
の
構
想
図
が
描
か

れ
る
こ
と
に
な
る
．
こ
の
理
想
的
な
型
の
実
現
を
「
制
限
す
る
条
件
」
と
は
、

す
で
に
指
摘
し
た
行
政
国
家
の
制
度
的
特
色
と
そ
の
機
能
の
二
側
面
の
現
実
の

関
連
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ー
「
政
策
は
、
人
び
と
を
直
接
に
代
表

ぬ
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
や
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
や

す
る
組
織
か
ら
の
指
令
に
ほ
ん
の
一
部
分
だ
け
従
つ
て
活
動
し
、
専
門
分
化
し

た
組
織
の
中
の
戦
略
的
地
位
を
占
め
る
人
び
と
か
ら
な
る
少
数
者
集
団
に
よ
つ

て
作
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
適
用
さ
れ
る
。
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が

　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
や
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

つ
て
、
「
行
政
の
領
域
に
お
け
る
民
主
主
義
の
理
想
の
達
成
は
、
多
数
票
に
よ

り
も
政
策
決
定
者
間
の
相
互
作
用
の
中
に
諸
々
の
利
害
を
広
汎
に
つ
つ
み
こ
ん

で
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
ず
つ
と
大
き
く
依
存
し
て
い
る
．
」
「
組
織
の
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
が
強
く
、
（
政
策
・
組
織
・
役
割
分
担
を
作
り
出
す
規
則
の
形
で
記
録
さ
れ
た
）

意
見
の
一
致
が
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
限
り
、
民
主
主
義
的
統
制
は
政
治
の
経

路
を
通
じ
て
垂
直
に
働
ら
か
せ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
が
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
弱

く
、
一
致
を
み
た
明
確
な
意
見
が
伝
え
ら
れ
ず
、
し
た
が
つ
て
相
互
に
作
用
し

合
う
戦
略
的
地
位
の
活
動
に
裁
量
が
許
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
民
主
主
義
的
統



制
は
そ
の
戦
略
的
中
心
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
通
じ
て
の
み
保
つ
こ
と
が
で

き
る
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
要
す
る
に
、
〔
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
い
う
〕
実

現
可
能
な
民
主
主
義
は
、
指
導
者
〔
n
政
策
決
定
に
参
与
す
る
者
〕
の
敏
感
さ

（
霧
零
量
き
富
邑
を
充
分
に
確
保
す
る
よ
う
に
、
社
会
の
様
々
な
部
分
か
ら
彼

ら
に
対
し
て
圧
力
を
か
け
彼
ら
を
監
視
す
る
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
れ

は
．
す
べ
て
の
人
び
と
の
利
害
に
対
す
る
敏
感
す
ぎ
る
程
の
感
覚
（
。・
暮
。
羅
琶
，

葺
く
一
ξ
）
　
を
指
導
者
に
強
要
す
る
ひ
と
つ
の
体
系
を
前
提
と
す
る
。
そ
の
体
系

は
、
指
導
者
が
政
策
決
定
を
す
る
際
、
意
見
の
一
致
の
形
成
ま
た
は
そ
の
よ
う

な
も
の
と
な
り
う
る
意
見
を
追
い
求
め
、
そ
の
社
会
で
相
対
立
し
た
り
補
足
」

合
つ
た
り
す
る
様
々
な
利
害
に
留
意
す
る
（
ε
鴨
奉
辞
ざ
暮
一
書
§
こ
と
を
強

要
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
傍
点
．
筆
者
．
）

　
以
上
で
明
ら
か
に
な
つ
た
よ
う
に
、
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
主
張
は
、
ア
メ
リ

カ
行
政
学
の
現
状
分
析
の
成
果
と
著
者
独
自
の
利
害
の
内
容
分
析
を
二
本
の
柱

に
し
、
そ
の
上
で
決
定
内
容
と
現
実
の
諸
利
害
の
種
類
・
質
・
強
度
・
量
的
な

内
容
と
の
対
応
関
係
を
問
題
に
す
る
と
い
う
論
理
構
造
を
持
つ
て
い
る
。
つ
ぎ

に
、
こ
の
主
張
が
持
つ
問
題
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
み
た
い
。

　
著
者
の
民
主
主
義
の
概
念
の
特
色
は
、
．
ぎ
の
葛
器
才
Φ
奮
器
、
．
の
強
調
に
あ
る

と
い
つ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
政
策
決
定
者
が
人
び
と
の
利
害
に
留
意
し
そ
れ
を

敏
感
に
感
じ
と
つ
て
決
定
内
容
の
中
に
も
り
込
む
と
い
う
、
決
定
者
の
側
に
主

体
性
が
あ
り
そ
の
決
定
に
拘
束
さ
れ
る
者
は
決
定
者
に
心
理
的
圧
力
と
い
う
形

で
影
響
を
与
え
る
し
か
な
い
と
い
う
過
程
に
関
し
て
、
そ
の
決
定
者
が
自
己
に

外
在
す
る
利
害
・
そ
の
利
害
を
支
持
す
る
人
び
と
の
加
え
る
心
理
的
圧
力
に
対

L
ど
の
程
度
敏
感
に
反
応
を
示
す
か
を
問
題
に
す
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
紹
介
と
批
評

が
で
き
る
．
こ
の
過
程
の
本
質
は
、
決
定
者
側
の
裁
量
・
主
体
性
と
、
そ
の
決

定
に
拘
束
さ
れ
る
側
の
決
定
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
努
力
が
決
定
内
容
と

論
理
必
然
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
「
あ
な
た
ま
か
せ
」
の
性
質
に
あ

る
．
こ
の
本
質
は
、
著
者
が
本
書
の
あ
ち
こ
ち
で
し
ば
し
ば
使
用
し
て
い
る

．
．
琴
8
器
、
．
㌦
．
暮
ざ
暮
一
8
．
．
な
ど
の
用
語
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
．
敏
感
な
反
応

（
お
愚
・
邑
奉
幕
邑
の
確
保
は
外
か
ら
圧
力
を
加
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
達
成
さ

れ
、
そ
の
た
め
に
様
々
な
外
部
の
利
害
を
担
う
人
び
と
が
政
策
決
定
機
構
へ
接

近
す
る
（
器
8
琶
こ
と
に
な
る
。
接
近
す
る
権
利
と
は
聴
聞
さ
れ
る
機
会
で
あ
る

（
9
①
。
唇
負
言
巳
受
8
げ
①
ぎ
鷲
α
ー
夢
①
吋
蒔
鐸
ε
即
§
琶
．
そ
れ
は
、
考
慮
さ

れ
る
べ
き
諸
利
害
と
は
な
に
か
等
の
情
報
を
政
策
決
定
者
の
意
識
に
の
ぽ
ら
せ

る
、
そ
れ
に
政
策
決
定
者
の
注
意
を
向
け
る
働
き
を
す
る
（
窪
認
一
轟
8
夢
Φ

彗
3
ロ
瓜
8
0
暁
づ
o
一
6
望
目
曽
犀
Φ
琶
営
h
o
リ
ヨ
暮
ざ
ロ
o
昌
　
毒
げ
暮
一
げ
①
営
一
Φ
冨
ロ
呂
6
0
げ
Φ

8
匿
留
『
＆
程
Φ
）
。
こ
れ
が
ま
さ
し
く
行
政
の
調
停
的
活
動
と
い
わ
れ
る
も
の

の
本
質
で
あ
り
、
そ
の
活
動
は
「
そ
の
量
が
多
く
か
つ
組
織
さ
れ
た
利
害
の
擁

護
に
偏
よ
る
と
い
う
平
衡
を
失
つ
た
結
果
を
も
た
ら
す
か
も
知
れ
な
い
が
、
一

方
相
対
立
す
る
利
害
の
そ
れ
ぞ
れ
に
な
ん
ら
か
の
『
パ
ン
や
魚
』
を
与
え
る
こ

と
に
よ
つ
て
調
停
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
」
の
で
あ
る
。
著
者
は
所
に
よ
つ

て
は
、
こ
の
敏
感
な
反
応
と
い
う
概
念
を
、
、
奉
質
①
器
暮
暮
貯
Φ
器
器
．
．
と
い
う
言

葉
で
も
表
わ
し
て
い
る
．
例
え
ば
、
門
地
・
収
入
等
の
属
性
か
ら
み
て
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
の
公
務
員
は
議
会
よ
り
も
ヨ
リ
話
鷺
霧
霞
富
鉱
奉
で
あ
る
と
す
る
際

に
薯
者
が
考
え
て
い
る
も
の
は
、
つ
ぎ
に
論
ず
る
「
代
表
」
の
概
念
で
は
な
く

む
し
ろ
冨
馨
9
巴
ぎ
冨
器
の
概
念
で
あ
る
．

　
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
民
主
主
義
の
概
念
は
、
敏
感
な
反
応
μ
行
政
の
調
停
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
　
　
（
三
八
三
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

活
動
の
ほ
か
に
「
代
表
」
“
行
政
の
指
示
さ
れ
た
活
動
の
二
側
面
を
あ
わ
せ
も

つ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
は
前
者
が
非
常
に
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け

で
あ
る
。
後
者
は
．
．
。
＜
①
旨
Φ
＆
留
巨
8
蚕
畠
、
、
と
い
う
言
葉
に
含
ま
れ
て
い
る

概
念
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
組
織
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
通
じ
て
働
く
民
主
主
義
的

統
制
に
対
応
す
る
が
、
こ
の
民
主
主
義
は
著
者
に
よ
つ
て
単
純
す
ぎ
る
と
し

て
消
極
的
に
し
か
評
価
さ
れ
て
い
な
い
．
前
者
の
概
念
が
政
策
決
定
者
の
主
体

性
と
決
定
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
の
努
力
の
「
あ
な
た
ま
か
せ
」
的
な
性
質
を
そ

の
本
質
と
し
、
決
定
者
の
反
応
の
敏
感
さ
を
間
題
に
し
て
い
た
の
に
対
し
、

「
代
表
」
の
概
念
は
決
定
内
容
と
決
定
過
程
へ
の
働
き
か
け
の
努
力
の
論
理
必

然
的
な
結
び
つ
き
に
注
目
し
、
そ
の
結
び
つ
き
が
あ
る
場
合
そ
の
決
定
に
「
代

表
性
」
を
認
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
著
者
の
民
主
主
義
の
概
念
が
こ
の
よ
う
な
異
質
の
二
つ
の
概
念
の
組
み
合
せ

か
ら
成
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
ま
ず
明
示
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
敏
感
な
反
応
の
側
面
の
重
視
は
、
著
者
の
利
害
の
内
容
分
析
に
そ
の
基

礎
を
も
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
利
害
の
量
は
頭
数
を
か
ぞ
え
る
こ
と

目
多
数
決
を
も
つ
て
し
て
は
公
平
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
て
、
政

策
決
定
機
構
へ
の
利
害
関
係
者
の
接
近
の
結
果
か
ら
生
れ
る
様
々
な
利
害
の
問

で
の
調
停
的
作
用
に
大
き
な
期
待
を
か
け
る
の
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
著
者
の
民

主
主
義
概
念
の
調
停
的
活
動
に
期
待
す
る
冨
の
零
拐
貯
9
窃
の
の
側
面
は
利
害
の

量
”
客
観
的
な
も
の
と
し
て
の
必
要
に
関
連
が
あ
り
、
一
方
そ
の
指
示
さ
れ
た

活
動
に
期
待
す
る
代
表
性
（
冨
胃
。
器
暮
鋒
ぎ
竃
邑
の
側
面
は
利
害
の
も
つ
好
み

の
強
度
”
主
観
的
な
も
の
と
し
て
の
態
度
・
意
思
・
意
欲
に
関
連
が
あ
る
と
整

理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
但
し
、
著
者
に
お
い
て
は
、
こ
れ
程
は
つ
き
り
し
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た
形
で
は
利
害
の
量
の
概
念
が
定
着
し
て
い
な
い
、
い
い
か
え
れ
ば
両
者
を
混
同
し

か
け
る
個
所
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
）
と
す
れ
ば
、
著
者
の
民
主
主
義
概
念
の
二

側
面
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
．
．
話
。
。
速
窃
貯
霞
①
器
．
、
の
側
面
i
決
定
さ
れ
た
政
策
内
容
と
国
家
社
会
一
般

に
存
在
す
る
客
観
的
な
も
の
と
し
て
の
様
々
な
利
害
の
対
応
関
係
を
、
決
定
者

の
意
思
・
決
定
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
の
意
思
に
か
か
わ
り
な
く
比
較
検
討
し
、

そ
の
対
応
が
発
見
さ
れ
れ
ば
そ
の
決
定
さ
れ
た
政
策
は
そ
の
客
観
的
な
利
害
に

対
し
て
お
の
言
拐
貯
Φ
器
器
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
レ
ッ
ド
フ
オ
ー
ド

に
よ
れ
ば
、
政
策
決
定
者
個
人
の
利
害
関
係
が
決
定
内
容
に
入
り
こ
む
こ
と
も

あ
れ
ば
入
り
こ
ま
な
い
こ
と
も
あ
る
の
だ
し
、
政
策
決
定
者
に
接
近
し
圧
力
を

加
え
る
も
の
の
利
害
関
係
が
決
定
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
と
り
入

れ
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
政
策
決
定
者
・
決
定
に
拘
束
さ
れ
る
も

の
双
方
の
態
度
の
中
に
発
見
さ
れ
る
様
々
な
利
害
に
注
目
す
る
必
要
は
、
こ
こ

で
は
第
一
義
的
に
は
生
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
「
代
表
性
」
（
お
胃
§
彗
昌
ぎ
房
器
）
の
側
面
－
決
定
さ
れ
た
政
策
内
容
が
国

家
社
会
の
構
成
員
の
ど
の
部
分
の
人
び
と
の
態
度
の
中
に
あ
る
主
観
的
な
も
の

と
し
て
の
利
害
と
対
応
し
て
い
る
か
を
検
討
し
、
し
か
も
そ
の
対
応
が
論
理
必

然
的
に
生
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
決
定
が
そ
の
部
分
の
構
成
員
の
意
思
に
対
し

て
冨
箕
＄
Φ
暮
暮
貯
Φ
冨
器
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
論
理
必
然
的
に
」

と
い
う
の
は
偶
然
そ
う
な
つ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
利
害
を
担
う
人
び

と
が
主
体
的
な
決
定
者
で
あ
る
、
ま
た
は
、
そ
の
人
び
と
が
決
定
老
を
自
由
に

更
迭
し
え
て
決
定
者
の
お
賢
Φ
器
旨
暮
客
9
＄
¢
か
ら
の
逸
脱
を
随
時
修
正
で
き

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。



　
こ
の
よ
う
な
異
な
る
二
つ
の
概
念
を
合
せ
て
ひ
と
つ
の
民
主
主
義
と
い
う
概

念
を
作
る
こ
と
は
．
研
究
者
の
自
由
で
あ
る
．
し
か
し
、
も
し
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
り
分
析
上
の
不
都
合
が
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
概
念
を
放
棄
し
て
よ
り

狭
い
二
概
念
を
個
々
に
独
立
さ
せ
る
の
が
得
策
で
あ
る
．
事
実
、
こ
の
大
き
い

概
念
で
は
分
析
上
の
不
都
合
が
生
ず
る
の
で
あ
る
．

　
ま
ず
、
よ
り
狭
い
二
概
念
の
双
方
を
含
ま
せ
た
大
き
い
民
主
主
義
の
概
念
を

も
つ
て
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
西
欧
型
民
主
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
的

民
主
主
義
の
区
別
が
で
き
な
く
な
る
．
両
者
は
普
通
一
般
に
同
じ
類
に
属
す
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
異
質
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
両

者
を
同
じ
類
に
属
す
程
度
の
み
異
な
る
も
の
と
し
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
と

し
た
ら
、
こ
れ
は
不
都
合
で
は
な
い
か
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
民
主
主
義
は
、
客

観
的
な
も
の
と
し
て
の
利
害
の
主
要
な
も
の
を
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
利

害
」
と
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
利
害
」
と
考
え
、
現
実
の
社
会
主
義
社
会
に
お

い
て
は
個
々
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
た
る
人
民
が
主
観
的
に
な
に
を
意
欲
す
る
か
に

か
か
わ
り
な
く
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
利
害
」
に
対
応
す
る
政
策
を
遂
行
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
冨
。。
宕
づ
巴
く
窪
窃
。
。
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
そ

れ
は
一
応
相
当
の
水
準
に
あ
る
と
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
方
、

冨
箕
＄
①
暮
暮
貯
Φ
器
器
に
関
し
て
は
そ
れ
は
当
然
低
い
水
準
に
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
西
欧
型
民
主
主
義
と
考
え
ら
れ
る
日
本
の
政
治
制
度
は
、
ソ
連
の

そ
れ
と
比
べ
れ
ば
お
鷺
霧
Φ
暮
慧
ぎ
器
霧
は
優
れ
て
い
る
が
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の
利
害
」
・
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
利
害
」
を
基
礎
に
考
え
れ
ば
お
切
速
苧

匹
お
審
器
で
は
優
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
．
西
欧
型
民
主
主
義
・

マ
ル
ク
ス
主
義
的
民
主
主
義
の
区
別
は
こ
の
よ
う
に
狭
い
方
の
二
概
念
を
分
け

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

て
考
察
す
る
か
ら
な
し
う
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
区
別
し
な
い
大
き
い
概
念

で
は
、
両
者
と
も
い
ず
れ
か
一
方
の
小
概
念
に
よ
る
高
水
準
が
他
方
の
低
水
準

を
補
い
、
合
計
と
し
て
は
大
ぎ
い
概
念
を
相
当
に
満
足
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
で
、
結
局
両
者
は
区
別
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
が
こ
の
よ
う
な
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る

『
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
i
」
が
、
そ
の
外
見
は
と
も
か
く
そ
の
内
実
に

お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
的
民
主
主
義
に
近
似
性
を
深
め
て
き
て
い
る
こ
と
を
示

す
も
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
民
主
主
義
概
念
で
は
、
周
8
括
器
暮
豊
ε
冨
器

の
確
保
の
意
義
と
吋
霧
を
漢
ぞ
Φ
器
器
の
確
保
の
意
義
が
並
列
的
に
考
え
ら
れ
て

い
る
と
い
つ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
行
政
の
3
・
8
霧
芝
Φ
器
器
が
調
停
的
活
動
と

し
て
一
定
の
枠
の
中
で
発
揮
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
枠
そ
の
も
の
の
根
本
的
な
変

革
に
は
政
党
・
大
統
領
・
議
会
の
指
導
者
等
を
含
め
た
広
汎
な
議
論
の
結
果
、

組
織
の
役
割
分
担
・
規
則
等
の
変
更
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
な
の
で
あ
る
．
ま
た
、
著
者
は
利
害
の
種
類
・

質
・
強
度
・
量
を
区
別
す
る
が
、
諸
々
の
利
害
を
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
と
し
て
と

ら
え
、
同
じ
種
類
の
利
害
の
間
で
の
体
系
づ
け
を
し
て
い
な
い
。
こ
の
体
系
づ

け
と
は
、
い
く
つ
か
の
同
種
の
利
害
の
間
で
の
目
的
－
手
段
の
関
係
を
も
と

に
、
そ
れ
ら
を
よ
り
原
則
的
な
も
の
か
ら
よ
り
具
体
的
な
も
の
ま
で
統
一
性
を

持
た
せ
て
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
よ
り
原
則
的
レ
ベ
ル
の
利

害
に
関
し
て
の
満
足
と
よ
り
具
体
的
レ
ベ
ル
の
そ
れ
と
で
は
、
そ
の
意
義
に
違

い
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
著
者
が
政
策
決
定
機
構
へ
の
利

害
関
係
者
の
接
近
を
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
区
別
し
な
い
で
扱
つ
て
い
る
こ
と
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や
、
大
統
領
に
よ
る
行
政
の
監
視
が
選
択
的
で
あ
る
理
由
を
複
雑
多
岐
に
わ
た

る
事
項
に
対
処
す
る
に
は
大
統
領
個
人
の
注
意
力
で
は
と
う
て
い
す
べ
て
に
配

慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
こ
の
利
害
の
体

系
づ
け
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
証
拠
で
あ
る
．
私
は
こ
の
体
系
づ
け
か
ら
出
て

く
る
利
害
の
意
義
の
相
違
を
認
め
る
の
で
、
一
定
枠
内
で
の
活
動
と
枠
そ
の
も

の
を
変
え
る
活
動
の
間
に
も
意
義
の
相
違
を
認
め
、
し
た
が
つ
て
括
冥
霧
雪
寅
－

鼠
お
冨
器
と
お
・
零
累
守
3
Φ
器
の
間
に
も
意
義
の
違
い
を
見
る
。
そ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
の
こ
の
二
者
を
ひ
と
つ
に
く
く
る
こ
と
は
．
日
本
に
お
け
る
よ
う

に
政
党
間
の
基
本
的
な
立
場
に
大
き
な
溝
が
あ
る
と
こ
ろ
で
の
政
治
の
分
析
で

は
や
は
り
不
都
合
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
著
者
が
こ
の
両
者
を
並
列
的
に
扱

う
と
い
う
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
基
本
的
な
政
治
的
立
場
に
関
し
て
少

な
く
と
も
表
面
上
は
一
枚
岩
的
な
社
会
で
あ
る
こ
と
の
反
映
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。

　
さ
ら
に
、
著
者
は
「
実
現
可
能
な
民
主
主
義
」
の
構
想
図
を
描
く
際
、
ア
メ

リ
カ
行
政
学
の
分
析
成
果
と
し
て
の
行
政
国
家
の
現
状
の
特
色
を
民
主
主
義
の

理
想
的
な
実
現
を
制
限
す
る
条
件
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
、
そ
れ
が
ま
つ

た
く
変
え
ら
れ
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
、
投
票
者
↓

議
員
・
大
統
領
↓
大
統
領
↓
省
庁
局
等
へ
の
経
路
で
考
え
ら
れ
た
伝
統
的
民
主

主
義
の
統
制
は
現
実
の
行
政
の
実
態
に
合
わ
な
い
、
し
た
が
つ
て
あ
ま
り
に
も

単
純
な
考
え
方
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
政
策
決
定
機
構
へ
の
利
害
関

係
者
の
接
近
を
通
し
て
の
民
主
主
義
を
強
調
す
る
に
い
た
つ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
に
現
状
を
所
与
の
条
件
と
し
、
変
え
ら
れ
な
い
も
の
と
断
定

す
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
ー
そ
れ
は
本
書
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い

一
二
八

（
三
八
六
）

の
で
あ
る
。

　
現
在
の
日
本
に
お
い
て
も
つ
と
も
基
本
的
な
も
の
と
し
て
問
題
に
な
る
の

は
、
政
権
が
自
由
民
主
党
か
ら
例
え
ば
社
会
党
に
移
つ
た
場
合
の
政
治
の
全
体

的
な
枠
の
根
本
的
改
変
の
可
能
性
・
困
難
さ
の
問
題
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

で
は
、
枠
の
根
本
的
な
変
更
は
主
と
し
て
大
統
領
か
ら
発
案
さ
れ
る
と
い
う
。

し
か
し
日
本
で
は
、
多
く
の
根
本
的
政
策
案
が
実
際
は
官
僚
に
よ
つ
て
発
案
さ

れ
た
り
立
案
さ
れ
る
の
が
現
状
で
あ
り
、
自
由
民
主
党
支
配
の
実
態
は
官
僚
支

配
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
と
す
れ
ば
、
社
会
党
が
か
り
に
選
挙
で
政
権
を
と
つ

た
と
し
て
も
、
は
た
し
て
政
治
の
全
体
的
な
枠
の
根
本
的
な
改
変
を
行
い
う
る

の
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
投
票
者
が
社

会
主
義
化
を
選
択
し
た
と
仮
定
し
た
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
レ
ッ

ド
フ
ォ
ー
ド
が
現
状
を
所
与
の
も
の
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
て
し
ま
つ
た

こ
と
は
、
な
ぜ
伝
統
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
そ
つ
た
統
制
が
現
在
行
わ
れ
え
て

い
な
い
か
の
分
析
を
初
め
か
ら
放
棄
し
て
し
ま
つ
た
こ
と
に
な
り
、
よ
り
基
本

的
な
お
罵
霧
窪
鼠
菖
お
器
器
の
問
題
へ
の
回
答
を
ま
つ
た
く
不
可
能
に
す
る
も

の
で
あ
る
．
も
し
こ
の
よ
う
な
不
都
合
が
大
き
な
民
主
主
義
の
概
念
を
生
ん
だ

意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
意
味
か
ら
も
3
鷺
Φ
器
暮
暮
貯
曾
霊
ω

と
器
孤
零
霧
才
雲
Φ
器
の
概
念
は
明
確
に
区
別
し
独
立
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
私
は
政
治
学
的
分
析
に
お
い
て
は
伝
統
的
な
話
鷲
Φ
－

器
暮
畳
ぎ
冨
器
の
概
念
に
限
つ
て
民
主
主
義
の
語
を
用
い
、
器
。・
零
塁
貯
9
Φ
器

は
別
個
の
概
念
と
し
て
考
え
、
そ
の
混
同
を
さ
け
る
の
が
得
策
だ
と
考
え
る
。

し
た
が
つ
て
、
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
が
本
書
に
お
い
て
詳
し
く
考
察
し
た



ぼ
8
。
議
オ
曾
①
器
0
問
題
は
、
民
主
主
義
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
げ

る
こ
と
に
ょ
り
、
積
極
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
．

　
（
『
法
学
研
究
』
第
四
〇
巻
第
四
号
所
収
の
拙
稿
「
民
主
的
官
僚
の
概
念
」
は
、
こ

の
お
鷲
＄
魯
鼠
註
奉
琶
器
の
問
題
点
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
．
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
九
六
九
年
十
一
月
二
十
日
脱
稿
）
　
（
根
岸
　
毅
）

　
　
　
紹
介
と
批
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
　
　
　
（
三
八
七
）


