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『
民
主
主
義
と
公
務
員
制
』

　
本
誌
第
四
十
三
巻
第
二
号
に
紹
介
し
た
E
・
S
・
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
書
と

同
じ
く
、
本
書
は
R
・
C
・
マ
ー
テ
ィ
ソ
を
編
集
者
と
す
る
「
行
政
と
民
主
主

義
」
シ
リ
ー
ズ
の
中
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
著
者
は
本
書
に
お
い
て
、
国
民
の
投
票
や
議
会
・
政
府
の
任
命
権
に
よ
つ
て

も
交
替
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
恒
久
的
地
位
を
も
つ
た
公
務
員
を
、
「
人
民

に
よ
る
」
政
治
の
原
則
す
な
わ
ち
民
主
主
義
に
適
合
さ
せ
る
に
は
い
か
に
し
た

　
　
　
紹
介
と
批
評

ら
よ
い
か
を
問
稜
そ
れ
に
ひ
と
つ
の
答
を
与
え
よ
う
と
す
る
（
三
、
五
ぺ
ー
ジ
）
．

そ
の
際
著
者
は
、
一
方
で
、
職
業
の
専
門
分
化
お
よ
び
技
術
と
社
会
の
複
雑
化

が
ま
す
ま
す
不
可
逆
的
に
進
み
、
そ
れ
に
伴
つ
て
そ
の
地
位
を
保
障
さ
れ
た
任

命
官
か
ら
な
る
公
務
員
制
へ
の
依
存
度
も
一
層
高
ま
る
も
の
と
考
え
、
他
方
、

か
つ
て
H
・
フ
ァ
イ
ナ
ー
が
積
極
的
に
主
張
し
た
外
在
的
責
任
（
。
喜
9
ぎ
挙

皿
零
琶
巨
一
蔓
）
論
は
第
二
次
大
戦
以
後
の
情
勢
の
発
展
の
具
合
か
ら
み
て
支
持
し

が
た
く
、
か
わ
つ
て
C
・
」
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
が
主
張
し
た
内
在
的
責
任

（
警
9
8
江
く
。
誘
零
匿
巨
一
昌
）
論
が
支
持
さ
れ
る
、
と
す
る
（
三
、
一
〇
、
二
〇
九

ぺ
ー
ジ
）
．
し
た
が
つ
て
、
外
在
的
責
任
を
確
保
す
る
手
段
の
可
能
性
に
つ
い
て

の
考
察
は
、
本
書
で
は
ま
つ
た
く
行
な
わ
れ
な
い
。

　
そ
れ
で
は
右
の
問
に
対
し
て
、
今
日
ま
で
ど
の
よ
う
な
答
が
出
さ
れ
て
き
た

で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
、
公
務
員
が
「
従
順
な
僕
」
で
あ
つ
た
時
代
に
は
政
治

と
行
政
の
関
係
が
問
題
視
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
い
わ
ゆ
る
「
政
治
・

行
政
二
分
論
」
を
、
そ
の
地
位
を
保
障
さ
れ
た
中
立
的
公
務
員
を
い
か
に
し
て

コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
と
い
う
困
難
な
問
題
－
当
初
の
わ
れ
わ
れ
の
設
問

ー
か
ら
の
「
知
的
な
逃
避
」
（
六
七
ぺ
ー
ジ
）
で
あ
つ
た
と
性
格
づ
け
る
．
な

ぜ
な
ら
ぽ
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
政
治
と
行
政
の
制
度
的
な
二
分
法
の
原
理
」

（
四
～
五
ぺ
ー
ジ
）
は
西
欧
の
代
表
制
民
主
主
義
の
発
達
と
そ
の
地
位
を
保
障
さ

れ
た
専
門
的
・
恒
久
的
な
公
務
員
制
の
必
要
性
の
認
識
に
と
も
な
つ
て
現
わ
れ

て
き
た
も
の
で
、
「
政
策
（
政
治
）
は
、
人
民
に
よ
つ
て
撰
出
さ
れ
る
代
表
者

つ
ま
り
議
員
・
大
統
領
お
よ
び
大
統
領
に
よ
つ
て
政
治
的
に
任
命
さ
れ
彼
に
対

し
て
責
任
を
持
つ
補
佐
官
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
、
有
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
（
二
〇
〇
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

か
つ
常
設
の
行
政
官
団
に
よ
る
こ
の
政
策
の
中
立
的
な
執
行
が
行
政
で
あ
る
」

（
六
七
ぺ
ー
ジ
）
と
い
う
そ
の
考
え
が
、
一
八
八
○
年
代
に
お
い
て
今
日
以
上
に

そ
れ
を
支
え
る
経
験
的
基
盤
を
持
つ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
二
分
論
は
、
科
学
的
管
理
運
動
の
影
響
が
強
か
つ
た
間

は
、
な
ん
ら
の
破
綻
を
も
示
さ
な
か
つ
た
。

　
二
十
世
紀
に
入
リ
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
の
時
代
が
到
来
す
る
ま
で
の
間
の
時

期
に
、
公
務
の
技
術
専
門
化
が
進
み
、
大
多
数
の
公
務
員
は
資
格
任
用
制
の
適

用
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
登
場
と
と

も
に
、
政
府
は
積
極
的
に
計
画
を
た
て
て
そ
れ
を
実
行
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
情
勢
の
変
化
を
背
景
に
し
て
公
務
に
関
す
る
新
し
い
考
え
方
が
生

れ
、
一
九
三
七
年
に
出
さ
れ
た
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
委
員
会
の
報
告
書
は
、
従
来
の

政
治
・
行
政
二
分
論
に
新
し
い
解
釈
を
加
え
る
こ
と
に
な
つ
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
、
政
治
と
行
政
に
は
一
線
が
画
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
し
か
し
そ
れ
は

立
法
都
・
行
政
部
の
問
に
お
い
て
で
は
な
く
、
連
邦
政
府
諸
機
関
の
頂
点
に
い

る
ひ
と
に
ぎ
り
の
政
治
的
任
命
官
と
資
格
任
用
制
の
適
用
さ
れ
る
そ
の
部
下
た

ち
と
の
間
に
ひ
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
つ
た
（
八
三
ペ
ー
ジ
）
。

こ
の
新
解
釈
は
、
一
般
的
に
は
便
利
な
説
明
と
し
て
以
後
十
五
年
間
に
わ
た
つ

て
力
を
も
つ
こ
と
に
な
つ
た
。

　
ア
イ
ゼ
ソ
ハ
ウ
ワ
ー
の
大
統
領
就
任
つ
ま
り
共
和
党
政
権
の
久
々
の
登
場

は
、
二
分
論
の
再
解
釈
を
も
た
ら
す
契
機
と
な
る
。
著
者
は
そ
の
理
由
と
し

て
、
政
権
交
替
の
際
の
諸
問
題
の
経
験
を
通
じ
、
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
う

る
位
置
に
そ
の
地
位
を
保
障
さ
れ
た
何
人
か
の
公
務
員
が
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
．
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
組
織
さ
れ
た
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
（
二
〇
〇
八
）

二
次
フ
ー
ヴ
ァ
！
委
員
会
は
一
九
五
五
年
に
報
告
書
を
出
し
、
そ
こ
で
、
政
治
的

に
任
命
さ
る
べ
き
夢
。
冨
一
ま
8
一
実
8
暮
オ
窃
と
資
格
任
用
制
に
よ
る
終
身
職

制
に
も
と
づ
い
て
任
命
さ
る
べ
き
爵
①
畠
冨
9
霞
。
窪
菖
く
霧
と
を
明
確
に
区

別
し
、
そ
の
両
者
の
間
の
線
が
政
治
と
行
政
の
境
界
で
あ
る
と
し
た
（
八
八
ぺ

ー
ジ
）
．
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
二
分
法
の
事
実
的
妥
当
性
そ

の
も
の
に
疑
問
を
も
つ
学
者
は
批
判
を
加
え
、
二
分
法
に
代
る
考
え
方
を
示
す

こ
と
に
な
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
示
さ
れ
た
代
案
と
し
て
の
、
そ
の
地
位
を
保
障
さ

れ
た
終
身
職
制
の
公
務
員
制
と
民
主
主
義
の
原
理
を
適
合
さ
せ
よ
う
と
い
う
理

論
的
構
想
は
．
「
積
極
的
代
表
」
（
零
彗
。
冨
質
Φ
・
窪
藝
ぎ
岩
邑
と
　
「
消
極
的
代

表
」
（
冨
毘
奉
吋
8
憂
①
暮
畳
ぎ
富
器
）
　
の
二
つ
の
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
前
者

は
、
各
々
の
行
政
官
を
様
々
な
外
部
内
部
の
政
治
的
な
力
・
利
害
に
動
か
さ
れ

て
相
互
に
交
渉
し
合
う
も
の
と
理
解
し
、
こ
の
本
来
無
秩
序
的
傾
向
を
持
つ
多

元
性
が
、
公
益
に
配
慮
す
る
大
統
領
の
強
化
さ
れ
た
権
限
に
よ
つ
て
ま
つ
た
く

の
無
秩
序
状
態
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
し
向
け
ら
れ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
「
組
織
さ

れ
た
諸
集
団
を
通
じ
て
の
国
民
の
自
己
表
現
に
お
お
よ
そ
対
応
し
た
（
誘
零
㌣

警
①
）
秩
序
と
バ
ラ
ソ
ス
」
が
生
ず
る
と
す
る
の
で
あ
る
（
八
八
～
九
一
ペ
ー
ジ
）
。

一
方
、
後
者
は
、
党
派
的
な
偏
り
を
も
つ
立
法
部
の
た
よ
り
な
さ
と
無
責
任
さ

を
矯
正
す
る
も
の
と
し
て
、
門
地
・
所
得
レ
ベ
ル
・
学
歴
・
団
体
加
入
状
態
等

に
関
し
て
の
国
民
の
構
成
を
な
る
べ
く
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
（
冨
質
馨
琶
よ

う
に
組
織
さ
れ
た
強
力
な
官
僚
制
を
考
え
、
そ
れ
が
民
主
主
義
の
最
も
重
要
な

支
柱
で
あ
る
と
す
る
（
九
三
～
九
四
ぺ
ー
ジ
）
。

　
当
初
の
設
問
に
対
す
る
以
上
の
答
は
、
二
分
論
が
い
ず
れ
も
、
大
統
領
を
頂



点
と
す
る
統
一
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
そ
こ
に
お
け
る
な

ん
ら
か
の
機
関
・
地
位
に
注
目
し
て
政
治
と
行
政
を
区
別
す
る
こ
と
に
基
礎
を

お
い
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
代
案
と
し
て
の
積
極
的
代
表
・
消
極
的
代
表
の

二
つ
の
考
え
方
は
、
そ
の
よ
う
な
統
一
体
の
考
え
を
排
し
、
行
政
組
織
の
多
元

的
な
理
解
に
立
つ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
　
（
以
上
、
第
三
章
）
．
こ
の
変
化

は
、
外
在
的
責
任
の
放
棄
お
よ
び
内
在
的
責
任
の
重
視
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
ら

れ
る
も
の
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
理
論
上
で
の
統
一
的
理
解
か
ら
多
元
的
理
解
へ
の
移
行
は
、
二

分
論
の
制
度
的
表
現
と
し
て
の
資
格
任
用
制
の
変
容
に
対
応
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
資
格
任
用
制
－
政
治
的
腐
敗
へ
の
義
憤
か
ら
生
れ
競

争
的
任
用
試
験
と
政
治
的
中
立
性
を
特
色
と
す
る
ー
は
民
主
主
義
に
必
須
の

も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
、
一
九
三
〇
年
頃
ま
で
に
人
び
と
に
受
け
入
れ

ら
れ
定
着
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
以
後
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
情
勢
の
変
化
は

従
来
の
資
格
任
用
制
の
原
理
と
そ
の
内
容
に
問
題
を
投
げ
か
け
た
。
（
二
〇
二
、

二
〇
五
ぺ
ー
ジ
．
）
　
こ
の
変
化
は
、
専
門
職
業
（
筍
。
鴎
Φ
毘
自
＆
馨
）
・
終
身
職
制

（
。
鶏
Φ
零
塁
§
ヨ
）
・
団
体
交
渉
（
。
亀
①
＆
ぎ
富
韻
舘
巳
眞
）
・
貧
困
対
策
（
跨
Φ
宮
ぎ
詳
望

胃
畠
声
ヨ
）
の
発
展
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
個
々
の
専
門
職
業
は
そ
れ
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
雇
用
と
昇

進
に
つ
い
て
の
方
針
と
基
準
の
決
定
お
よ
び
個
々
の
人
事
問
題
の
決
定
に
関
し

て
の
自
治
を
次
第
に
要
求
す
る
よ
う
に
な
り
．
資
格
任
用
制
が
も
つ
競
争
的
任

用
試
験
な
ど
の
原
則
に
修
正
を
加
え
る
よ
う
に
な
つ
て
ぎ
て
い
る
。
加
え
て
、

そ
れ
ら
は
、
み
ず
か
ら
の
排
他
的
特
権
領
域
を
形
成
・
拡
大
し
よ
う
と
す
る

　
　
　
紹
介
と
批
評

共
通
の
傾
向
を
持
つ
て
い
る
。
（
第
四
章
、
と
く
に
一
二
一
二
～
二
西
、
一
〇
七
ベ
ー

ジ
．
）
終
身
職
制
は
、
職
務
の
分
類
を
基
礎
と
す
る
人
事
か
ら
公
務
員
個
人
の

能
力
に
焦
点
を
あ
て
た
人
事
へ
の
移
行
を
要
求
し
、
ひ
と
つ
の
終
身
職
制
が
そ

の
古
株
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
き
て
い
る
（
第
五
章
、
と
く
に
一

四
六
～
一
五
五
ペ
ー
ジ
）
．
公
務
員
労
働
組
合
の
考
え
方
は
団
体
主
義
的
な
基
礎
を

も
っ
の
に
対
し
、
資
格
任
用
性
は
個
人
主
義
的
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
公
務

員
組
合
の
発
達
は
、
雇
用
の
条
件
の
決
定
に
際
し
て
資
格
任
用
制
の
個
人
主
義

的
・
競
争
的
な
観
点
よ
り
も
団
体
主
義
的
・
産
業
民
主
主
義
的
な
そ
れ
を
採
る

こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
第
六
章
、
と
く
に
一
八
六
、
一
九
八
ぺ
ー
ジ
．
）

最
後
に
、
近
年
に
お
け
る
少
数
民
族
・
貧
困
者
・
ゲ
ト
ー
住
民
の
問
題
へ
の
人
び

と
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
そ
こ
に
お
け
る
失
業
・
半
失
業
状
態
の
解
消
の
た
め

に
政
府
が
そ
の
よ
う
な
人
び
と
を
進
ん
で
雇
用
す
る
よ
う
に
し
向
け
る
圧
力
と

な
っ
て
い
る
．
そ
の
た
め
、
と
く
に
下
級
レ
ベ
ル
の
職
務
に
お
い
て
．
競
争
的

任
用
の
原
則
が
守
ら
れ
な
く
な
つ
て
き
て
い
る
．
（
二
〇
六
～
二
〇
九
ぺ
：
ジ
．
）
こ

の
よ
う
に
し
て
、
従
来
資
格
任
用
制
が
職
務
の
分
類
に
基
づ
い
て
排
除
し
て
き

た
不
適
切
な
要
素
i
そ
の
主
な
る
も
の
は
、
任
用
に
お
け
る
反
競
争
的
傾
向

お
よ
び
使
用
人
（
公
務
員
）
と
そ
の
団
体
が
政
府
決
定
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る

こ
と
で
あ
る
ー
が
、
今
や
考
慮
さ
る
べ
き
重
要
な
も
の
と
な
つ
て
き
て
い

る
。
（
二
〇
三
～
二
〇
六
ぺ
ー
ジ
）

　
さ
て
、
二
分
法
に
代
わ
る
前
述
の
二
つ
の
考
え
方
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
．
ま
ず
、
消
極
的
代
表
ー
異
な
る
社
会
的
背
景
を
持
つ
た
個
々
の
行
政

官
が
集
つ
て
全
体
と
し
て
社
会
の
全
体
性
が
反
映
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
（
二
〇
〇
九
V
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表
（
冨
箕
①
の
跨
寅
牙
窪
霧
9
＆
讐
口
騨
＆
げ
暫
。
凝
3
目
島
）
1
に
関
し
て
は
、
大

学
教
育
の
機
会
均
等
化
が
ま
す
ま
す
実
現
化
さ
れ
て
い
く
ア
メ
リ
カ
の
現
状
に

あ
つ
て
は
次
第
に
好
ま
し
い
状
態
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
「
所
与
の
前
歴
と
社
会
的
特
性
を
も
つ
た
公
務

員
が
、
そ
の
事
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
同
様
の
前
歴
と
特
性
を
も
つ

他
の
人
び
と
の
利
益
を
代
表
し
て
行
動
し
決
定
を
行
な
う
と
は
必
ず
し
も
い
え

な
い
」
（
輔
三
ぺ
ー
ジ
）
し
、
ま
た
、
公
務
員
に
任
用
さ
れ
た
後
二
十
年
も
三
十
年

も
の
間
、
以
前
同
じ
境
遇
に
あ
つ
た
外
部
の
人
び
と
の
利
益
を
代
表
す
る
と
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
九
五
ぺ
ー
ジ
）
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
消
極
的
代
表

の
限
界
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
．
他
方
、
積
極
的
代
表
ー
行
政
官
が
特
定
の

人
び
と
の
利
益
を
強
く
主
張
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
人
び
と
を
代
弁
す
る
と

い
う
意
味
で
の
代
表
（
話
頁
馨
三
豊
お
冨
器
冒
器
三
凝
些
。
算
零
①
器
。
3
①
叩

巨
①
暮
の
亀
夢
Φ
言
b
巳
蝕
8
）
ー
に
も
．
限
界
が
あ
る
。
つ
ま
り
．
「
効
果
的

な
代
表
を
求
め
て
い
る
多
様
な
特
殊
利
益
の
総
和
は
全
体
的
利
益
で
は
な
い
」

（
一
二
ぺ
ー
ジ
）
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
、
み
ず
か
ら
の
利
益
を
積
極
的
に
表
明

す
る
た
め
に
み
ず
か
ら
を
組
織
化
し
え
な
い
大
多
数
の
人
び
と
の
利
益
は
、
こ

の
仕
組
み
の
中
で
代
表
さ
れ
え
な
い
（
二
〇
九
ぺ
r
ジ
）
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
、
著
者
は
こ
の
問
題
を
、
公
益
と
部
分
社
会
の
特
殊
利
益
と
の
対
立

に
関
す
る
本
質
的
に
「
倫
理
的
」
問
題
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
に
よ
つ

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
へ
導
い
て
い
く
（
第
七
章
、
二
〇
九
ぺ
ー
ジ
以
下
）
。

　
ま
ず
、
最
初
の
傾
向
は
、
公
益
の
観
点
か
ら
「
部
分
的
・
団
体
的
・
専
門
職

業
的
観
点
へ
」
と
考
慮
の
重
点
が
移
行
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
へ
二
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
（
二
〇
一
〇
）

ぺ
ー
ジ
）
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
伝
統
的
な
解
決
法
－
例
え
ぽ
、
チ

ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
ー
が
有
効
で
な
い
こ
と
　
（
ニ
コ
ペ
ー
ジ
）
、

ま
た
、
C
・
1
・
バ
ー
ナ
ー
ド
、
P
・
H
・
ア
ヅ
プ
ル
ビ
、
S
・
K
・
ベ
イ
リ

の
主
張
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
責
任
と
倫
理
の
観
念
は
、
そ
の
基
礎
に
な
つ
て
い

る
「
公
開
の
」
政
策
決
定
の
要
請
が
多
く
の
専
門
職
業
が
も
つ
閉
鎖
性
に
よ
つ

て
実
現
を
は
ば
ま
れ
る
公
算
が
大
き
く
、
こ
れ
ま
た
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
こ

と
が
述
べ
ら
れ
る
（
二
一
四
～
二
一
六
ぺ
ー
ジ
）
．
そ
れ
と
同
時
に
、
社
会
問
題
の

緊
急
性
が
な
に
よ
り
も
ま
ず
解
決
の
た
め
の
な
ん
ら
か
の
活
動
を
求
め
て
い
る

こ
と
、
ま
た
、
知
識
の
発
達
が
社
会
問
題
・
社
会
的
諸
条
件
の
相
互
関
連
性
を

明
ら
か
に
し
た
こ
と
か
ら
、
個
々
の
専
門
職
業
だ
け
で
は
問
題
の
充
分
な
解
決

が
な
し
え
な
い
こ
と
の
認
識
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
（
二
一
六
～
二
一
七
ぺ
ー
ジ
）
。
　
　
　
　
　
　
　
●

　
そ
こ
で
、
著
者
の
結
論
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
公
務
員
制

の
性
格
と
質
が
教
育
制
度
の
性
格
に
極
度
に
依
存
」
　
し
、
（
二
六
ぺ
ー
ジ
）
、
ま

た
、
「
高
級
公
務
員
は
、
大
学
、
主
と
し
て
そ
の
専
門
職
業
的
な
学
部
・
学
科

か
ら
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
将
来
に
お
い
て
ま
す
ま
す
強
ま
る
で
あ
ろ

う
し
、
こ
と
に
よ
る
と
も
つ
ば
ら
そ
の
よ
う
な
学
部
・
学
科
の
出
身
者
に
よ
つ

て
占
め
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
．
彼
ら
は
、
政
策
決
定
に
お
い
て
ま
す

ま
す
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
一
二
七
ぺ
ー
ジ
）
　
と
考
え
ら

れ
る
以
上
、
真
に
民
主
的
な
公
務
員
制
の
実
現
可
能
性
は
、
究
極
的
に
は
つ
ぎ

の
二
点
に
依
存
す
る
”
e
社
会
的
地
位
に
か
か
わ
り
な
く
、
す
べ
て
の
有
能
な

人
材
に
大
学
教
育
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
⇔
大
学
に
お
け
る

オ
リ
エ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
と
教
育
の
内
容
。
θ
に
関
し
て
は
、
ア
メ
リ
ヵ
が
こ
の



方
向
に
向
ウ
て
進
ん
で
い
る
と
い
う
証
拠
が
あ
る
。
け
は
、
行
政
官
の
視
野
分

広
さ
の
問
題
に
関
連
す
る
。
つ
ま
り
、
狭
い
単
一
の
専
門
職
業
の
知
識
と
技
術

の
習
得
だ
け
で
は
な
く
、
加
え
て
、
み
ず
か
ら
の
分
野
に
つ
い
て
の
謙
そ
ん
さ

と
他
の
専
門
職
業
へ
の
顧
慮
、
社
会
・
政
治
に
つ
い
て
お
よ
び
そ
れ
ら
と
み
ず

か
ら
の
分
野
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
、
そ
の
求
め
ら
る
べ
き
内
容
で
あ

る
。
こ
の
後
者
は
、
同
時
に
将
来
の
任
用
資
格
（
馨
旨
）
の
主
要
な
内
容
と
な

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
．
そ
し
て
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
公
務
員
制

の
教
育
制
度
へ
の
依
存
関
係
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
専
門
職
業
を
民
主
主

義
に
と
つ
て
害
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
も
つ
と
も
期
待
さ
れ
る
の

は
大
学
で
あ
る
」
（
一
二
九
ぺ
ー
ジ
）
と
著
者
は
結
論
す
る
の
で
あ
る
．

　
以
上
が
、
本
書
に
お
け
る
著
者
の
主
張
の
要
旨
で
あ
る
。

　
本
書
に
お
い
て
モ
ウ
ジ
ャ
が
考
察
し
た
の
は
、
「
地
位
を
保
障
さ
れ
た
任
命

に
よ
る
公
務
員
制
」
と
民
主
主
義
が
両
立
し
う
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
つ

た
。
著
者
は
考
察
を
始
め
る
に
あ
た
つ
て
、
民
主
主
義
を
　
「
人
民
に
よ
る
」

（
ξ
芸
。
冨
8
◎
政
治
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
右
の
よ
う

な
公
務
員
制
が
、
直
接
民
主
主
義
か
ら
三
段
階
ー
議
員
、
政
治
的
任
命
官
、

資
格
任
用
性
に
よ
る
任
命
官
－
遠
ざ
か
つ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
（
二
～
三
ぺ
ー
ジ
）
．
し
た
が
つ
て
、
当
初
の
設
問
に
対
す
る
答
は
、
公
務
員

制
に
お
け
る
「
人
民
に
よ
る
」
の
要
素
の
強
化
お
よ
び
そ
れ
に
反
す
る
要
素
の

排
除
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
公
務
員
制
に
お
け
る

「
人
民
に
よ
る
」
の
要
素
と
い
う
表
現
は
、
い
ま
だ
き
わ
め
て
不
明
確
で
あ
る
．

そ
れ
は
明
確
に
操
作
的
に
表
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
で
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あ
ろ
う
か
．
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
こ
の
問
題
に
答
え
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。

　
著
者
は
、
「
公
行
政
・
私
行
政
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
使
わ
れ
る

す
べ
て
の
語
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
は
『
責
任
』
で
あ
る
と
い
つ
て
構
わ
な

い
。
」
（
七
ぺ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
語
が
右
の
答
え
と
密
接
に

関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
．
「
責
任
」
は
、
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
二
義
を

持
つ
．
ひ
と
つ
は
著
者
の
。
9
。
＆
奉
冨
G
・
零
匿
蕎
一
一
蔓
で
あ
り
、
行
政
官
が
そ

の
活
動
に
関
し
て
外
在
者
に
対
し
て
負
う
責
任
で
あ
つ
て
、
他
か
ら
与
え
ら
れ

る
政
治
的
決
定
を
自
己
の
好
ぎ
嫌
い
に
か
か
わ
ら
ず
執
行
す
る
、
そ
の
執
行
が

な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
そ
れ
に
対
し
て
罰
が
加
え
ら
れ
う
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
（
七
ぺ
ー
ジ
）
。
こ
れ
に
対
し
て
他
の
ひ
と
つ
は
著
者
に
警
9
。
＆
奉
霞

窃
饗
ぎ
一
。
讐
。
巴
冨
m
零
扉
一
げ
導
蔓
と
呼
ぽ
れ
る
も
の
で
、
む
し
ろ
良
心
と
か
責

任
感
と
い
う
行
為
者
に
内
在
す
る
問
題
で
あ
る
（
八
ぺ
ー
ジ
）
。
こ
の
二
つ
の
観

念
は
、
互
に
「
か
な
り
違
つ
た
意
味
」
（
八
ぺ
ー
ジ
）
を
持
つ
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
「
人
民
に
よ
る
」
の
要
素
が
代
表
制
民
主
主
義
に
お
け
る
よ
り
も
直
接
民

主
主
義
に
お
い
て
よ
り
は
つ
き
り
と
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
こ
で
は

人
民
の
政
治
に
お
け
る
主
体
性
が
問
題
に
な
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
．
前
者
の
観
念
は
こ
の
問
題
そ
の
も
の
を
論
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

後
者
は
行
政
官
に
外
在
的
な
人
民
と
は
論
理
的
に
直
接
関
係
の
な
い
問
題
ー

行
政
官
が
た
と
え
ど
ん
な
に
責
任
感
に
あ
ふ
れ
て
い
た
（
ま
た
は
い
な
か
つ
た
）

と
し
て
も
、
論
理
的
に
人
民
は
主
体
的
で
も
ま
た
非
主
体
的
で
も
あ
り
う
る

！
を
論
じ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
後
者
に
は
パ
タ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
色
合
い

が
あ
り
、
そ
の
色
合
い
は
著
者
自
身
が
「
人
民
に
よ
る
」
で
は
な
く
「
人
民
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
（
二
〇
一
一
）
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た
め
の
」
要
素
と
関
連
づ
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
二
ぺ
ー
ジ
）
。
し
た
が
つ

て
、
こ
の
二
つ
の
観
念
は
論
理
的
に
異
な
る
二
つ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
で

あ
つ
て
、
一
方
を
他
方
に
よ
っ
て
置
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら
か

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
人
民
に
よ
る
」
の
要
素
は
後
者
の
観
念
の
語
彙
を
も
つ

て
し
て
は
表
現
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
り
、
著
者
の
よ
う
に
民
主
主
義
を
「
人
民
に

よ
る
」
の
要
素
に
限
定
し
「
人
民
の
た
め
の
」
の
要
素
を
含
ま
せ
な
い
と
す
れ

ば
、
本
書
の
よ
う
に
外
在
的
責
任
を
論
じ
な
い
こ
と
は
『
民
主
主
義
と
公
務
員

制
』
を
論
じ
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
著
者
の
当
初
の
設
問
に
対

し
て
は
、
見
込
み
な
し
と
し
て
簡
単
に
放
棄
さ
れ
て
し
ま
つ
た
外
在
的
責
任
の

可
能
性
が
、
ま
さ
に
中
心
的
間
題
と
し
て
真
剣
に
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
．
そ
し
て
、
そ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
、
内
在
的
責
任
の
可
能
性
が
位
置
づ

け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
．

　
つ
ぎ
に
、
政
治
・
行
政
二
分
論
が
こ
の
よ
う
な
設
問
へ
の
ひ
と
つ
の
答
で
あ

つ
た
な
ら
ぽ
、
そ
れ
へ
の
代
案
と
し
て
示
さ
れ
た
と
さ
れ
る
積
極
的
代
表
・
消

極
的
代
表
の
考
え
方
i
当
初
の
設
問
を
「
倫
理
的
」
問
題
と
と
ら
え
る
（
二

一
〇
ぺ
ー
ジ
）
著
者
の
結
論
を
も
含
め
て
ー
は
、
そ
れ
が
い
ず
れ
も
内
在
的
責

任
の
文
脈
に
お
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
す
で
に
満
足
な
も
の
で
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
な
ぜ
政
治
と
行
政
の
区
別
が
行
な
わ

れ
始
め
た
か
に
も
ど
つ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う

に
、
そ
れ
は
、
政
策
の
執
行
が
有
効
に
な
さ
れ
る
必
要
と
、
そ
れ
が
人
民
の
コ

ソ
ト
・
ー
ル
の
下
に
置
か
れ
人
民
の
期
待
に
た
が
わ
ぬ
内
容
を
も
つ
べ
き
で
あ

る
と
い
う
要
請
と
の
同
時
的
満
足
を
求
め
る
こ
と
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る

（
六
六
～
六
七
ぺ
－
、
三
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
行
政
組
織
の
機
能
の
あ
り
様
を
記
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
（
二
〇
一
二
）

す
る
た
め
の
原
理
で
は
な
い
。
こ
こ
に
、
事
実
に
よ
り
よ
く
合
致
す
る
と
考
え

ら
れ
る
、
組
織
内
の
利
害
対
立
・
交
渉
モ
デ
ル
に
基
づ
く
二
つ
の
代
案
が
、
当

初
の
設
問
へ
の
答
え
と
し
て
は
不
満
足
な
も
の
と
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
理
由
が

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
政
策
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
低
い
水
準
に
近
づ
け
ば

近
づ
く
程
、
問
題
が
主
に
科
学
的
な
性
格
、
す
な
わ
ち
科
学
の
一
分
野
の
正
確
な

研
究
方
法
で
解
決
で
き
る
よ
う
な
性
格
を
も
つ
（
D
・
K
・
プ
ラ
イ
ス
『
政
府
と
科

学
』
み
す
ず
書
房
・
昭
和
四
二
年
、
一
五
二
ぺ
ー
ジ
）
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

れ
が
研
究
室
内
で
の
分
析
で
は
な
く
政
治
的
実
践
（
政
策
）
で
あ
る
以
上
、
あ
る

政
策
決
定
が
「
人
民
の
期
待
に
た
が
わ
ぬ
内
容
」
を
も
つ
か
否
か
は
、
問
題
の

技
術
的
単
純
さ
に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
人
民
自
身
の
判
定
に
よ
ら
ね
ば
決
定
さ

れ
え
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
公
務
員
制
と
「
人
民
に
よ
る
」
の
要
素
の
適
合
が

論
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
技
術
的
複
雑
さ
の
レ
ベ
ル
に
し
た
が
つ
て
ま
た

通
常
そ
の
問
題
を
担
当
す
る
部
署
の
組
織
上
の
レ
ベ
ル
に
関
係
な
く
、
諸
々
の

条
件
の
変
化
に
対
応
し
て
流
動
的
に
定
ま
る
、
ω
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
決
定
さ

れ
る
か
が
人
び
と
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
し
た
が
つ
て
人
び
と
が
そ

の
具
体
的
内
容
の
満
足
・
不
満
足
に
関
心
を
払
う
類
の
政
策
決
定
と
⑬
そ
れ
が

い
か
な
る
内
容
を
与
え
ら
れ
て
決
定
さ
れ
よ
う
と
も
人
び
と
の
生
活
に
大
き
な

差
異
は
生
ぜ
ず
、
し
た
が
つ
て
人
び
と
が
行
政
官
に
そ
の
決
定
を
ま
か
せ
て
し

ま
い
と
く
に
関
心
を
払
わ
な
い
類
の
政
策
決
定
と
の
区
別
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
（
具
体
的
に
は
．
ω
と
＠
の
区
別
は
、
選
挙
を
通
じ
て
選
出
さ
れ
る
議
員
・
大

統
領
お
よ
び
そ
の
任
命
に
な
る
輔
佐
官
が
．
人
び
と
が
示
す
関
心
の
程
度
を
考
慮
し
て
決

定
す
る
と
い
う
形
で
定
ま
る
と
い
え
よ
う
．
）
二
分
論
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
区
別
を



技
術
レ
ベ
ル
・
組
織
レ
ベ
ル
に
関
し
て
流
的
動
に
と
ら
え
ず
、
そ
の
時
々
の
状

況
に
お
け
る
近
似
値
と
し
て
制
度
的
に
固
定
し
て
と
ら
え
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
．
し
た
が
つ
て
、
情
勢
の
変
化
と
と
も
に
再
解
釈
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

の
は
当
然
で
あ
る
．
政
治
・
行
政
二
分
論
を
「
民
主
主
義
と
公
務
員
制
」
の
文

脈
で
論
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
制
度
的
に
再
解
釈
し
た
り
、
正
確
な
事
実
の
記

述
へ
と
性
格
変
化
を
と
げ
さ
せ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
右
の
ω
・
＠
の
区
別

と
し
て
具
体
的
に
は
流
動
的
に
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
以
上
の
立
場
か
ら
、
著
者
が
論
じ
た
も
の
の
中
で
つ
ぎ
の
二
点
が
問
題
に
な

る
。

e
著
者
は
、
終
身
職
制
の
発
展
が
そ
の
古
株
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
傾
向

を
生
む
こ
と
、
専
門
職
業
の
発
展
が
そ
れ
固
有
の
排
他
的
特
権
領
域
を
形
成
し

政
治
的
任
命
官
と
専
門
職
業
の
エ
リ
ー
ト
と
の
間
に
緊
張
関
係
が
生
ず
る
こ
と

を
指
摘
し
、
専
門
職
業
化
・
終
身
職
化
し
た
公
務
員
の
民
主
的
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル

に
決
定
的
重
要
性
を
も
つ
の
は
、
外
部
の
人
材
の
政
治
的
任
命
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
部
分
に
偏
し
な
い

一
般
性
を
も
つ
ブ
レ
イ
ン
と
し
て
の
政
治
的
任
命
官
が
大
統
領
の
統
制
力
を
強

化
し
て
い
る
も
の
の
、
行
政
組
織
が
よ
り
専
門
職
業
の
区
分
に
そ
つ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
地
方
レ
ベ
ル
で
は
、
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
の
数
も
少
な
く
知
事
等
の
統

制
力
も
比
較
的
弱
く
、
ま
た
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
も
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
が
減
る
傾

向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
「
決
定
的
重
要
性
」
を
も
つ
方

策
は
、
「
こ
れ
ら
の
〔
政
府
の
〕
上
層
に
位
す
る
政
治
的
任
命
官
が
各
省
庁
の

終
身
職
制
の
エ
リ
ー
ト
と
さ
ら
に
一
層
専
門
職
業
的
に
同
質
化
し
な
い
か
ぎ
り

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
へ
　
　
　
や
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヤ

ー
ま
た
は
、
そ
う
な
る
ま
で
は
．
彼
ら
は
規
野
の
狭
い
専
門
職
業
家
・
終
爵

　
　
　
紹
介
と
批
評

職
制
の
公
務
員
に
牛
耳
ら
れ
る
政
府
計
画
に
対
す
る
堅
固
な
防
壁
と
な
る
で
あ

ろ
う
．
」
（
一
六
九
～
一
七
〇
ぺ
ー
ジ
、
傍
点
・
根
岸
）
と
い
う
き
わ
め
て
限
定
さ
れ

た
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
⇔
公
務
員
の
労
働
組
合
運
動
が
示
す
産
業
民
主
主
義
的
な
傾
向
に
対
し
て
、

そ
れ
が
政
治
的
民
主
主
義
（
主
権
）
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
．

著
者
は
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
「
今
ま
で
に
集
め
ら
れ
た
証
拠
を
検
討
し
て
み

る
と
、
あ
ち
こ
ち
の
少
数
の
例
を
除
け
ば
、
公
務
員
の
組
合
と
団
体
交
渉
と
に

よ
つ
て
政
治
的
民
主
主
義
が
重
大
な
脅
威
を
受
け
て
は
い
な
い
と
い
え
る
．
」

（
二
〇
〇
ぺ
ー
ジ
）
と
反
論
を
加
え
て
い
る
．

　
以
上
の
二
点
は
、
議
員
等
が
前
述
の
ω
・
＠
の
区
別
を
し
臼
り
に
関
し
て
は
行

政
官
に
ま
か
せ
ぎ
り
に
し
な
い
で
有
効
に
決
定
を
行
な
う
と
い
う
「
人
民
に
よ

る
」
の
要
素
の
強
化
と
そ
れ
を
妨
げ
る
要
素
の
排
除
と
い
う
問
題
に
、
直
接
大

き
な
影
響
を
も
つ
．
「
民
主
主
義
と
公
務
員
制
」
を
論
ず
る
本
書
に
お
い
て
は
、

こ
の
二
点
こ
そ
よ
り
深
い
分
析
を
加
え
て
ほ
し
か
つ
た
問
題
で
は
あ
つ
た
。
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