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篠
原
　
一
著

『
市
民
参
加
』

　
わ
れ
わ
れ
の
戦
後
民
主
主
義
が
、
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
天
皇
の
存
在

に
釈
然
と
し
な
い
ま
ま
に
、
政
治
紛
争
の
解
決
手
段
と
し
て
の
戦
争
の
拡
棄
を

人
間
の
栄
光
と
し
て
み
ず
か
ら
誇
り
な
が
ら
も
三
〇
年
の
歴
史
を
経
た
と
き
に
、

そ
の
戦
後
民
主
主
義
の
実
質
的
核
心
を
確
実
に
す
る
も
の
は
、
ま
だ
共
通
の
認

識
と
し
て
確
定
で
き
な
い
で
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
言
い
か

え
れ
ば
、
反
戦
平
和
と
い
う
、
つ
ね
に
外
的
環
境
に
相
対
す
る
状
況
的
定
言
の

中
で
流
動
す
る
精
神
の
構
え
と
し
て
発
現
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
私
は
も
ち
ろ
ん
、
「
究
極
的
に
は
九
条
の
方
式
の
ほ
か
に
人
類
が
平
和
に
生

存
、
共
存
で
き
る
シ
ス
テ
ム
は
な
い
と
い
う
点
で
、
二
〇
世
紀
の
英
知
の
所
産

だ
つ
た
」
（
小
林
直
樹
「
憲
法
三
十
年
の
過
程
と
展
望
」
．
『
世
界
』
昭
和
五
二
年
六
月
）

憲
法
体
制
の
定
着
、
維
持
の
歴
史
的
意
義
を
確
実
に
肯
定
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
「
維
持
」
そ
の
も
の
が
、
政
治
の
慣
性
に
支
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
国
民
の
創
造
的
営
為
に
よ
つ
て
い
る
こ
と
も
評
価
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
戦
後
民
主
主
義
に
お
け
る
人
間
が
、
い
わ
ぽ
基
本
的
人
権
の
体
現

　
　
　
紹
介
と
批
評

者
と
い
う
本
来
的
に
は
抽
象
的
人
間
像
に
よ
つ
て
覆
わ
れ
つ
く
し
、
な
ま
の
人

間
は
国
民
と
個
人
に
、
媒
介
原
理
を
と
も
な
わ
な
い
形
で
分
裂
し
た
ま
ま
で
放

置
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
、
ま
た
確
か
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
大

学
紛
争
で
学
生
諸
君
が
人
間
の
復
権
を
と
な
え
、
な
ま
身
の
人
間
の
ト
ー
タ
ル

な
存
在
を
主
張
し
た
の
も
、
こ
の
国
民
と
個
人
に
永
久
に
分
断
さ
れ
て
し
ま
つ

て
い
る
人
間
を
、
全
一
的
に
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
苦
悩
の
発
現
で
あ
つ

た
、
と
私
は
考
え
る
。
だ
が
そ
の
場
合
、
学
生
諸
君
は
そ
の
両
者
を
媒
介
す
る

い
ち
ぽ
ん
厄
介
な
部
分
を
、
階
級
的
連
帯
と
い
う
こ
と
で
ご
ま
か
し
て
し
ま

い
、
な
お
そ
の
ご
ま
か
し
を
意
識
し
な
い
ま
で
に
自
身
を
・
マ
ン
化
し
、
革
命

神
学
に
幻
想
的
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
で
、
み
ず
か
ら
状
況
的
存
在
に
堕
ち
て

い
つ
て
し
ま
つ
た
痛
恨
が
そ
こ
に
あ
る
。

　
民
主
主
義
は
在
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
つ
ね
に
創
造
さ
れ
る
べ
き
も
の

だ
、
と
い
う
の
は
民
主
主
義
が
み
ず
か
ら
画
一
化
を
拒
否
す
る
人
間
の
営
為
と

し
て
の
意
味
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
政
治
的

民
主
主
義
は
、
人
間
を
全
一
的
存
在
と
し
て
保
証
し
、
し
か
も
人
間
は
そ
の
発

動
の
次
元
で
は
多
様
な
役
割
を
担
当
し
、
し
か
も
そ
の
役
割
担
当
者
と
し
て
の

人
間
は
ま
た
、
民
主
主
義
的
価
値
の
創
造
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
政
治
的
民
主
主
義
と
は
、
役

割
遂
行
者
と
し
て
の
狭
義
の
人
間
と
、
至
高
の
存
在
と
し
て
の
人
問
と
の
媒
介

原
理
を
正
当
に
提
供
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
六
〇
年
代
後
半
か
ら
現
象
と
し
て
明
確
化
さ
れ
た
市
民
運
動
は
、
そ
れ
以
前

の
恒
常
的
運
動
者
と
し
て
の
市
民
概
念
と
は
、
か
な
り
質
を
異
に
す
る
人
間
の

噴
出
と
見
る
べ
き
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
ご
く
普
通
の
、
政
治
と
は
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
（
一
〇
八
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

か
わ
り
を
も
た
な
い
と
の
み
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
大
衆
に
属
す

る
人
た
ち
の
運
動
で
あ
つ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
い
や
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら

の
動
き
に
は
何
か
し
ら
新
し
い
も
の
を
創
り
だ
す
気
配
が
濃
厚
で
あ
つ
た
。
そ

し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
政
治
と
い
う
名
の
人
間
の
営
為
で
は
な
い
か
、
と
い
う
予

想
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
政
治
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ

が
共
有
し
て
い
る
環
境
の
中
で
発
生
し
た
変
化
に
帰
因
す
る
諸
問
題
の
解
決
法

を
決
定
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
と
行
動
を
適
応
さ
せ

る
場
合
に
、
自
分
自
身
お
よ
び
他
の
人
た
ち
を
制
御
し
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
も
他

の
人
た
ち
か
ら
制
御
さ
れ
る
仕
方
を
意
味
す
る
、
と
規
定
し
た
J
・
オ
ー
ル
マ

ン
の
現
代
的
な
政
治
の
位
相
が
見
え
て
く
る
。

　
自
と
他
を
も
つ
て
人
間
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
自
と
他
の
識
別
の
上
に
立
つ

て
、
な
お
人
間
を
成
立
さ
せ
る
原
理
が
、
砂
の
よ
う
な
大
衆
か
ら
の
人
間
の
自

己
回
復
原
理
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
が
探
し
求
め
て
い
た
媒
介
原

理
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
を
〈
市
民
〉
原
理
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
創

造
的
民
主
主
義
は
市
民
民
主
主
義
へ
と
志
向
さ
れ
る
し
、
そ
こ
で
の
人
間
の
意

味
の
あ
る
営
為
を
こ
そ
市
民
参
加
と
よ
び
う
る
。

＊

　
著
者
は
こ
の
テ
ー
マ
を
対
象
と
し
て
論
ず
る
に
当
つ
て
の
問
題
点
を
次
の
よ

う
に
述
懐
し
て
い
る
。

『
市
民
参
加
を
論
ず
る
こ
と
は
、
現
に
起
つ
て
い
る
事
象
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る

と
同
時
に
、
と
ら
る
べ
き
政
策
を
も
論
ず
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
う
い
う
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
　
（
一
〇
九
〇
）

味
で
分
析
学
で
あ
る
と
同
時
に
政
策
学
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
宿
命
を
負
つ
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
社
会
科
学
者
は
分
析
に
は
習
熟
し
て
い
て
も
、
政
策
学

に
つ
い
て
の
修
練
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
与
え
ら

れ
た
課
題
は
つ
ね
に
重
か
つ
た
。
」
（
「
あ
と
が
ぎ
」
）

　
こ
の
〈
課
題
の
重
さ
〉
に
耐
え
た
著
者
の
知
的
誠
実
さ
に
、
ま
ず
は
何
よ
り

も
敬
意
を
表
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
著
者
が
踏
み
こ
た
え
て
い
る
土
俵

こ
そ
が
民
主
主
義
を
民
主
主
義
た
ら
し
め
る
、
人
間
の
創
造
と
栄
光
の
場
に
ち

が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
著
者
の
ふ
み
こ
た
え
は
、
本
書
の
理
論
的
総
論

と
し
て
の
第
一
章
「
市
民
参
加
の
歴
史
的
位
相
」
で
書
き
下
ろ
さ
れ
た
問
題
状

況
の
理
論
的
認
識
に
顕
在
化
し
、
さ
ら
に
第
二
章
「
市
民
参
加
の
制
度
と
運

動
」
、
第
三
章
「
参
加
民
主
主
義
時
代
の
都
市
」
、
第
四
章
「
都
市
と
人
間
」
そ

し
て
補
論
「
消
費
者
運
動
と
政
治
」
の
各
論
に
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
章
か
ら

補
論
に
い
た
る
部
分
は
、
既
発
表
の
論
文
を
も
つ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
私
に

は
既
知
の
も
の
で
あ
り
、
著
者
が
お
そ
ら
く
は
、
そ
う
し
た
既
出
の
諸
論
考
で

見
す
え
て
い
た
現
実
か
ら
研
究
者
と
し
て
の
良
心
と
知
性
を
投
じ
て
書
き
し
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

し
た
で
あ
ろ
う
第
一
章
こ
そ
が
、
篠
原
市
民
参
加
論
に
ち
が
い
な
い
。
か
く
し

て
、
私
の
対
象
は
第
一
章
を
中
心
と
し
て
探
り
針
を
い
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
。

　
現
実
と
し
て
の
民
主
主
義
の
政
治
体
制
が
、
「
参
加
志
向
型
の
政
治
と
し
て

出
発
し
…
…
時
の
経
過
と
と
も
に
ま
す
ま
す
権
力
志
向
型
政
治
の
方
に
傾
斜
し

つ
つ
あ
る
」
（
二
頁
）
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
思
想
の
制
度
化
の
ダ
イ
ナ

ミ
ク
ス
と
し
て
の
政
治
世
界
の
歴
史
法
則
を
民
主
主
義
と
て
も
免
れ
え
な
い
こ



と
を
意
味
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
制
度
化
・
体
制
化
さ
れ
た
民
主
主

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

義
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
が
「
こ
の
よ
う
な
現
実
の
圧
力
に
抗
し
て
、
ふ
っ

う
の
市
民
の
権
利
の
主
張
と
し
て
拾
頭
し
て
き
た
」
状
況
を
と
ら
え
て
民
主
主

義
を
現
代
的
に
活
性
化
さ
せ
る
契
機
を
つ
か
み
と
つ
た
こ
と
が
重
大
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
代
表
民
主
主
義
の
空
洞
化
に
対
す
る
人
間
の
復
元
作

用
」
（
二
頁
）
と
し
て
の
く
参
加
民
主
主
義
V
と
措
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
収
敏
す

べ
し
、
と
認
識
さ
れ
る
情
況
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
〈
市
民
参
加
〉
を
「
ひ
と

り
目
本
の
、
し
か
も
突
発
的
な
現
象
で
は
な
く
、
民
主
主
義
発
達
史
に
お
け
る

一
つ
の
段
階
を
象
徴
す
る
概
念
」
（
三
i
四
頁
）
と
定
礎
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の

情
況
の
歴
史
的
意
味
づ
け
が
果
た
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
こ
と
わ
つ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
ら
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
民
主

主
義
政
治
は
、
政
治
参
加
を
キ
イ
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
比
較
政
治
学
者
た
ち
は
戦
後
の
新
し
い
政
治
世
界
を
デ
ザ
イ
ン

す
る
に
当
つ
て
、
政
治
参
加
を
一
つ
の
軸
に
と
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
治

が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
参
加
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
参
加
を
通
じ
て
人
間

は
政
治
の
人
間
化
（
す
な
わ
ち
民
主
主
義
に
ょ
る
政
治
）
が
あ
り
う
る
、
と
す
る
基

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

礎
図
式
を
普
遍
的
に
採
用
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
L
・
W
・

ミ
ル
ブ
レ
イ
ス
が
そ
の
著
書
の
日
本
語
版
の
た
め
に
新
し
く
加
え
た
一
章
の
中

で
　
（
「
政
治
参
加
の
理
論
化
」
、
内
山
秀
夫
訳
『
政
治
参
加
の
心
理
と
行
動
』
早
稲
田
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

出
版
部
所
収
）
、
約
一
〇
年
前
に
書
か
れ
た
本
文
に
対
し
て
「
政
治
参
加
を
慣
行

ヤ
　
　
ヤ

的
な
民
主
主
義
に
お
け
る
活
動
と
規
定
し
、
さ
ら
に
政
治
参
加
が
な
ぜ
行
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

れ
る
か
、
あ
る
い
は
行
な
わ
れ
な
い
か
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
点
に
課
題
が
設

定
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
本
書
で
提
出
し
た
概
念
枠
組
で
十
分
で
あ
ろ
う
」
（
傍
点

　
　
　
紹
介
と
批
評

陥
内
山
）
と
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
、
先
進
民
主
主
義
の
状
況
と
符
合
し
て

い
る
こ
と
に
ち
が
い
な
か
つ
た
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
民
主
主
義
の
新
段
階
の
キ
イ
概
念
と
し
て
は
、
「
参
加
」
が
更
新

さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
「
包
括
概
念
と
し
て
の
政
治
参
加
の
一
つ
の
発
展
形
態
」
と

し
て
〈
市
民
参
加
〉
が
概
念
化
さ
れ
、
そ
れ
を
う
け
て
「
参
加
民
主
主
義
の
時

代
に
お
け
る
参
加
が
い
わ
ゆ
る
市
民
参
加
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
」
（
五
頁
）

歴
史
的
意
味
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
＊
　
＊

　
こ
う
し
た
市
民
参
加
の
歴
史
的
評
価
を
ふ
ま
え
た
著
者
は
、
民
主
主
義
の
史

的
展
開
を
概
観
す
る
理
論
の
枠
組
と
し
て
、
R
・
A
・
ダ
ー
ル
の
多
元
政

（
零
一
旨
8
菖
）
概
念
を
採
用
す
る
。
そ
の
場
合
、
多
元
政
と
は
「
実
質
的
に

人
民
化
さ
れ
自
由
化
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
高
度
に
包
絡
的
で
、
公
的
異

議
申
立
て
に
広
く
開
放
的
な
政
治
体
制
で
あ
る
。
」
（
閑
o
げ
。
旨
｝
U
魯
一
・
ざ
蘭
、

ミ
ら
ξ
”
、
ミ
蔑
ら
骨
黛
軌
§
§
駄
O
慧
8
ミ
§
、
2
①
≦
国
”
＜
窪
”
紹
巴
Φ
O
巳
く
巽
ω
一
姶

霞
窃
ω
し
零
一
も
。
o
。
）
こ
の
包
絡
性
（
“
参
加
）
と
公
的
異
議
申
立
て
（
“
自
由
化
）

を
二
つ
の
軸
と
し
た
時
、
第
1
図
の
よ
う
な
政
治
体
制
の
諸
類
型
が
え
ら
れ

る
。
こ
の
図
は
前
近
代
的
社
会
を
示
す
閉
鎖
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
体
制
を
起
点
と

し
、
自
由
化
度
に
お
い
て
発
展
し
た
競
争
的
寡
頭
制
、
参
加
に
お
い
て
進
展
し

た
包
絡
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
体
制
、
そ
し
て
そ
の
両
軸
に
お
い
て
発
展
し
た
多
元
政

を
表
示
し
て
い
る
。

　
著
者
は
、
こ
の
ダ
ー
ル
の
類
型
論
を
さ
ら
に
展
開
し
、
歴
史
的
発
展
に
重
点

を
お
い
た
形
で
第
2
図
を
提
出
す
る
（
こ
れ
に
は
も
う
一
つ
の
ダ
ー
ル
の
図
示
が
含

ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
割
愛
す
る
）
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
封
建
的
社
会
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
（
一
〇
九
一
）
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ポリ

アーキー
的
制

争
頭

競
寡

m

π

ヘゲモニー
　　体制

1

閉鎖的　、

ヘゲモニー
　　体制

自
由
化
（
異
議
申
立
て
）

　　　　包絡（参加）

第1図　政治体制の諸類型

／新ポリアーキー

正ポリアーキー

　　　　　　準ポリアーキー
離

陸　　　　　　　”ノ
点　　　　！！
　　　　，’　　　，’　　，’　，’

自
由
化
（
公
的
異
議
申
立
て
）

の
政
治
的
離
陸
を
は
た
し
た
社
会
が
準
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
（
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な

ど
）
を
へ
て
、
通
常
民
主
主
義
体
制
（
正
ポ
リ
ァ
ー
キ
ー
）
と
し
て
第
一
次
大
戦

後
の
一
般
的
歴
史
的
状
況
を
現
出
さ
せ
、
現
在
、
二
九
六
〇
年
代
に
お
け
る

参
加
と
抵
抗
の
諸
運
動
、
中
央
集
権
に
対
す
る
分
権
と
自
治
の
傾
向
」
（
一
四

頁
）
に
よ
つ
て
識
別
さ
れ
る
新
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
ヘ
の
方
向
性
が
、
こ
こ
で
想
定

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
第
一
章
の
問
題
は
こ
の
新
ポ
リ
ア
ー

キ
ー
に
集
中
す
る
こ
と
で
突
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
正
の
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
の
完
成
こ
そ
が
政
治
参
加
の
制
度

封建的ヘゲモニー体制

　　　　　　　参加（包絡）

　第2図　ポリアーキーの歴史的展開

　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
（
一
〇
九
二
）

化
の
完
了
で
あ
り
、
そ
れ
を
突
き
つ
め
て
ゆ
け
ば

民
主
主
義
が
完
成
す
る
は
ず
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、

「
ま
さ
に
政
治
参
加
の
制
度
化
が
ほ
ぽ
お
わ
つ
た

と
思
わ
れ
た
そ
の
と
き
に
、
と
く
に
一
九
六
〇
年

代
の
後
半
に
至
つ
て
、
爆
発
的
な
参
加
へ
の
要
求

と
運
動
が
お
こ
つ
た
。
新
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
、
っ
ま

り
参
加
民
主
主
義
の
時
代
は
こ
の
よ
う
に
し
て
開

幕
す
る
。
」
（
一
八
頁
）

　
学
生
運
動
に
先
導
さ
れ
た
政
治
運
動
は
、
正
ポ

リ
ア
ー
キ
の
病
理
を
管
理
社
会
化
・
集
権
化
・
生

活
破
壊
に
見
て
と
つ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
前
述
し

た
よ
う
に
、
新
し
い
質
の
政
治
体
制
へ
の
展
望
と

の
か
か
わ
り
で
提
起
さ
れ
た
参
加
へ
の
要
求
と
運

動
で
あ
つ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
か
く

し
て
、
こ
の
問
題
状
況
は
対
症
療
法
的
政
策
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

O
人
間
の
復
権
と
解
放
、
⇔
分
権
化
と
分
権
化
さ
れ
た
単
位
へ
の
ア
マ
チ
ュ
ア

の
参
加
、
日
生
活
防
衛
、
を
中
核
と
す
る
変
革
を
内
包
す
る
も
の
（
一
九
頁
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

認
識
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
そ
れ
は
政
治
に
お
け
る
市
民
権
の
侵
蝕
だ
け
で
な
く
市

民
権
そ
の
も
の
が
腐
食
し
た
大
衆
的
政
治
状
況
か
ら
の
人
間
の
く
市
民
V
と
し

て
の
再
生
に
よ
る
歴
史
創
造
を
意
味
し
て
い
る
点
が
重
大
で
あ
る
。
「
市
民
参

加
の
場
合
は
、
客
観
的
効
果
よ
り
も
む
し
ろ
、
主
観
的
に
効
果
が
あ
つ
た
と
考

え
る
こ
と
が
、
次
な
る
行
動
の
バ
ネ
と
な
り
、
あ
る
い
は
参
加
者
と
し
て
の
意



識
的
構
造
が
そ
れ
に
よ
つ
て
定
着
す
る
と
い
う
意
味
で
重
要
で
あ
る
」
（
二
九
頁
）

と
著
者
が
い
う
の
は
、
こ
の
く
市
民
V
成
立
の
契
機
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
参
加
」
は
、
そ
れ
が
権
力
に
よ
つ
て
組
み
こ
ま
れ
る

可
能
性
を
つ
ね
に
そ
し
て
大
き
く
も
つ
て
い
る
こ
と
は
、
歴
史
の
証
明
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
市
民
参
加
が
、
た
き
え
ば
労
働
と
資
本
の

対
立
と
い
う
問
題
を
隠
蔽
す
る
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
す
で
に
一
部

に
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
市
民
参
加
は
、
つ
ね
に
異
議
申
立
て
と
セ

ッ
ト
を
な
し
て
、
す
な
わ
ち
「
抵
抗
と
参
加
」
と
し
て
み
ず
か
ら
現
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
「
現
代
社
会
に
お
い
て
は
包
絡
へ
の
傾
斜
が
ま
す
ま
す
強
い
と
す

れ
ば
（
第
2
図
の
点
線
“
内
山
）
、
そ
こ
に
お
け
る
市
民
参
加
や
市
民
運
動
は
ま
ず

当
然
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
形
あ
る
い
は
抵
抗
と
し
て
お
こ
ら
ざ
る
を
え
な
い
」

（
…
一
貢
）
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
市
民
参
加
を
構
造
的
に
見
れ
ば
、
「
一
般
的
に
い
つ
て
、
間
接
的
、
制

度
的
、
中
央
的
な
も
の
か
ら
、
直
接
的
、
非
制
度
的
、
地
域
的
な
も
の
へ
」

（
三
七
頁
）
と
む
か
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
よ
り
運
動
的
、
よ
り
草
の
根
的
な
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

向
へ
、
と
い
う
形
で
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
市
民
参
加
の
歴
史
学
的
理
解

か
ら
理
論
的
理
解
に
進
む
場
合
、
著
者
は
「
『
競
争
』
を
基
本
原
理
に
す
る
も

の
と
、
『
和
解
』
を
中
心
と
す
る
も
の
と
が
」
現
代
理
論
に
見
ら
れ
る
と
し
、

「
こ
の
上
に
『
参
加
』
の
重
要
性
を
と
く
参
加
民
主
主
義
論
が
加
え
ら
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
た
だ
横
に
並
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
政
治
単
位

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
レ
ベ
ル
の
ち
が
い
に
よ
つ
て
、
そ
の
要
当
性
を
異
に
す
る
と
考
え
る
」
（
三
九

頁
、
傍
点
”
内
山
）
と
明
ら
か
に
し
て
、
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
見
す
え
る
と
、
（
「
競
争
」
と
「
和
解
」
の
現
代
理
論
に
つ
い
て
の
興

味
深
い
論
述
は
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
直
接
民
主
主
義
か
間
接
民
主
主
義
か
の
二
老

択
一
的
思
考
の
不
毛
性
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
）
　
「
政
治
の
基
礎
単
位
に
は

参
加
民
主
主
義
、
国
民
国
家
の
レ
ベ
ル
で
は
競
争
型
代
議
制
と
和
解
型
代
議

制
、
国
際
レ
ベ
ル
で
は
和
解
型
の
代
議
制
が
よ
り
多
く
の
要
当
性
を
も
つ
」

（
五
七
頁
）
と
い
う
著
者
の
理
論
的
識
別
の
意
味
が
分
か
つ
て
く
る
。

　
こ
の
マ
ク
ロ
市
民
参
加
理
論
に
た
い
し
て
、
著
者
が
く
誰
が
い
か
な
る
原
因

に
よ
つ
て
参
加
す
る
か
、
あ
る
い
は
参
加
し
な
い
か
に
つ
い
て
の
実
証
的
研

究
V
の
た
め
の
ミ
ク
ロ
理
論
を
提
出
し
た
の
は
周
到
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

ミ
ク
・
理
論
が
従
来
の
選
挙
分
析
の
た
め
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
前
述
し
た
よ
う

な
安
定
的
民
主
主
義
イ
メ
ー
ジ
に
牛
耳
ら
れ
、
創
造
可
能
的
な
新
ポ
リ
ア
ー
キ

ー
に
結
ぶ
理
論
へ
の
志
向
は
で
に
く
い
。
し
た
が
つ
て
、
そ
こ
で
は
、
行
動
論

的
ミ
ク
ロ
理
論
が
、
マ
ク
ロ
理
論
に
と
つ
て
必
須
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
そ
の
一
つ
の
手
が
か
り
は
、
著
者
に
よ
つ
て
政
治
単
位
の
規
模
と
市
民
参
加

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
関
係
に
認
め
ら
れ
て
い
る
点
を
重
視
し
た
い
。
そ
の
場
合
、
著
者
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
規
模
の
問
題
は
都
市
化
の
問
題
と
か
ら
み
あ
つ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
都
市
環
境
の
下
で
は
参
加
が
増
大
す
る
と
す
る
〈
動
員
モ
デ
ル
〉
と
、
都

市
環
境
は
参
加
に
マ
イ
ナ
ス
効
果
を
及
ぽ
す
と
す
る
く
コ
、
・
・
ユ
ニ
テ
ィ
崩
壊
モ

デ
ル
V
が
論
じ
ら
れ
る
。
後
者
に
か
ん
し
て
は
さ
ら
に
、
「
政
治
単
位
と
し
て

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
崩
壊
し
、
社
会
の
複
雑
化
、
非
人
間
化
、
遠
隔
化
が
お
こ

る
こ
と
に
よ
つ
て
人
々
は
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
」
（
六
六
頁
）

点
か
ら
、
ヴ
ァ
ー
バ
ら
の
隔
離
性
基
準
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
規
模
と
隔
離
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
（
一
〇
九
三
）
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を
軸
に
し
た
分
析
は
、
「
地
方
的
な
問
題
に
関
し
て
は
、
隔
離
性
の
も
つ
効
果

は
歴
然
と
し
て
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
崩
壊
』
説
が
要
当
し
、
ま
た
都
市
と
田
舎
で

そ
れ
ぞ
れ
方
向
は
逆
で
あ
る
が
、
規
模
の
効
果
も
機
能
し
て
い
る
。
つ
ま
り
田

舎
で
は
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
参
加
率
が
高
く
な
り
、
都
会
で
は
逆
に
な

る
。
中
央
の
問
題
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
は
つ
き
り
し
た
法
則
性
は
な
く
『
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
崩
壊
』
説
は
こ
こ
で
は
通
用
し
な
い
。
『
動
員
』
説
は
隔
離
性
を
考

慮
し
て
二
分
し
た
二
つ
の
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
別
箇
に
考
察
す
れ
ば
や
や
妥
当
性

を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
（
六
七

－
八
頁
）
を
導
き
だ
す
。
そ
し
て
、
こ
の
分
析
は
さ
ら
に
、
都
市
の
問
題
と
し

て
、
分
権
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
が
必
要
可
能
と
提
示
さ
れ
、
そ
こ
で
の

大
き
な
権
限
の
分
権
が
、
参
加
民
主
主
義
の
存
在
保
障
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る

と
す
る
指
摘
が
行
な
わ
れ
る
。

　
　
　
管
　
曇
　
静

　
「
市
民
参
加
の
政
治
理
論
」
に
執
着
し
す
ぎ
て
、
各
論
に
さ
く
紙
数
が
な
く

な
つ
て
し
ま
つ
た
た
め
に
問
題
点
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
第

二
章
は
、
市
民
参
加
の
く
運
動
V
と
〈
制
度
〉
を
問
題
に
す
る
。
こ
こ
で
重
大

な
の
は
、
市
民
参
加
の
行
政
系
列
化
と
政
治
系
列
化
の
識
別
で
あ
ろ
う
。
前

者
は
わ
れ
わ
れ
が
往
々
に
し
て
見
ま
ち
が
え
る
市
民
参
加
と
行
政
過
程
と
の
同

一
化
を
、
む
し
ろ
断
ち
切
る
ほ
ど
の
冷
静
さ
の
強
調
で
あ
り
、
後
者
は
参
加
民

主
主
義
へ
の
民
主
主
義
の
構
造
変
革
の
強
調
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
ぎ
で

あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
「
草
の
根
民
主
主
義
」
の
意
義
が
強
調
さ
れ
、
市
民
の

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　

出
会
い
の
場
と
し
て
の
都
市
に
お
け
る
く
広
場
V
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ

に
市
民
参
加
と
住
民
参
加
が
連
結
す
る
ポ
イ
ン
ト
が
予
想
で
き
る
の
で
は
な
か

八
四
　
　
（
一
〇
九
四
）

ろ
う
か
。

　
第
三
章
は
、
政
治
の
基
本
単
位
と
し
て
の
都
市
が
論
じ
あ
げ
ら
れ
、
生
産
過

程
・
消
費
過
程
・
廃
棄
過
程
・
自
然
環
境
過
程
と
し
て
生
活
構
造
が
把
握
さ

れ
、
生
産
点
・
消
費
点
・
廃
棄
点
・
資
源
利
用
点
と
し
て
、
そ
の
過
程
内
で
の

人
間
の
拠
点
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
生
産
過
程
に
密
着
し
て
登
場
し
発
達
し

た
都
市
が
、
む
し
ろ
反
都
市
と
し
て
そ
の
歴
史
像
を
裏
切
つ
て
ゆ
き
、
つ
い
に

は
反
人
間
的
な
場
と
化
し
て
い
る
現
状
を
、
〈
市
民
V
を
媒
介
に
し
て
人
間
化

す
る
可
能
性
が
追
求
さ
れ
る
。

　
第
四
章
は
、
人
間
疎
外
の
典
型
的
存
在
と
し
て
の
都
市
の
様
相
を
前
章
か
ら

つ
な
げ
な
が
ら
、
そ
こ
で
の
新
し
い
権
利
関
係
を
模
索
す
る
こ
と
で
、
権
利
主

体
と
し
て
の
市
民
相
互
の
衝
突
か
ら
創
造
さ
れ
う
る
新
し
い
「
公
」
へ
の
期
待

が
提
出
さ
れ
る
。
「
私
法
的
お
よ
び
公
法
的
な
新
し
い
権
利
を
求
め
、
市
民
自

治
に
よ
る
問
題
解
決
を
試
み
よ
う
と
す
る
運
動
の
中
か
ら
、
や
が
て
『
市
民
』

と
市
民
意
識
が
生
長
し
て
い
く
」
（
二
一
一
頁
）
と
す
る
著
老
の
ぎ
り
ぎ
り
の
楽

観
主
義
が
、
こ
の
最
終
章
を
力
強
く
い
ろ
ど
つ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

補
論
は
、
「
消
費
者
運
動
が
政
治
に
お
け
る
発
言
権
を
つ
よ
め
て
い
く
た
め
に

は
、
生
活
価
値
の
優
先
と
い
う
価
値
体
系
の
変
革
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
（
壬
二
九
頁
）
と
い
う
著
者
の
主
張
が
、
鮮
明
に
提
出
さ
れ
た
部
分
で
あ

る
。
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読
み
終
え
た
時
に
、
私
の
身
内
を
み
た
し
た
の
は
、
著
老
の
政
治
へ
の
尊
重

と
そ
れ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
人
間
の
豊
か
な
情
感
、
そ
し
て
そ
れ
に
矛
盾
す
る

こ
と
の
な
い
犀
利
な
眼
へ
の
畏
敬
の
念
で
あ
つ
た
。
私
自
身
、
参
加
を
も
つ
て



民
主
主
義
を
活
性
化
す
る
契
機
と
も
見
、
ま
た
民
主
主
義
の
人
間
化
を
構
想
す

る
理
論
展
開
を
考
え
て
き
た
（
拙
著
『
政
治
文
化
と
政
治
変
動
』
早
稲
田
大
学
出
版
部

に
収
録
さ
れ
た
諸
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

　
し
か
し
、
著
者
の
理
論
は
、
社
会
科
学
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
く
理
論
と
実

践
V
の
中
か
ら
、
ま
さ
し
く
現
在
的
に
し
ぽ
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
で
、

読
む
者
を
圧
倒
す
る
。
そ
れ
は
、
政
治
が
つ
ね
に
実
験
で
あ
る
、
と
い
う
点
で

ま
ぎ
れ
も
な
く
現
代
的
な
現
実
と
の
対
決
を
通
じ
て
著
者
の
現
存
在
が
か
け
ら

れ
て
い
る
た
ぐ
い
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
参
加
が
あ
た
か
も
現

代
政
治
に
万
能
で
あ
る
か
の
幻
想
が
、
本
書
に
よ
つ
て
断
ち
切
ら
れ
る
、
そ
し

て
参
加
と
は
い
か
に
多
様
に
可
能
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
い
か
に
退
廃
を
も
生

み
だ
す
か
、
の
辛
さ
も
行
間
に
に
じ
み
で
て
い
る
。

　
「
こ
の
世
俗
の
時
代
に
、
人
間
が
信
仰
を
も
て
る
と
し
た
ら
、
私
の
信
仰
は

政
治
で
あ
る
」
と
い
つ
た
の
は
オ
ー
ル
マ
ソ
だ
つ
た
が
、
政
治
と
は
つ
ね
に
逆

説
的
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
立
つ
た
と
き
に
、
私
は
著
者
の
悲
観
と
楽
観
の
な

い
ま
ぜ
に
な
つ
た
、
そ
の
思
惟
の
構
造
が
し
か
と
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

「
全
日
制
市
民
」
と
し
て
礎
定
さ
れ
た
主
婦
や
高
齢
者
の
位
置
づ
け
な
ぞ
は
、

著
者
の
人
間
観
の
み
ど
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
本
書
は
現
代
政
治

か
ら
政
治
を
考
え
直
す
手
が
か
り
足
が
か
り
を
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
代

を
生
ぎ
る
た
め
の
〈
政
治
〉
に
人
間
が
な
お
十
分
に
仮
託
し
う
る
こ
と
を
論
じ

て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
（
B
6
版
、
二
四
七
頁
、
岩
波
書
店
刊
、
一
、
一
〇
〇

円
。
）
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