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特
別
記
事

お
け
る
理
論
動
向
へ
の
着
目
の
必
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
通
り
て
あ
る
。

特別記事

新
井
誠
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
議
員
の
免
責
特
権
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
議
会
政
治
の
伝
統
の

中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
不
逮
捕
特
権
と
並
ぶ
議
員
の
特
権
で
あ
り
、

各
国
の
憲
法
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
規
定
さ
れ
て
い
る
。
日
本
国
憲

法
で
も
第
五
一
条
が
規
定
す
る
。

　
そ
れ
ら
各
国
の
憲
法
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
の
解
釈
に
お
い
て

は
、
議
員
免
責
特
権
成
立
の
歴
史
的
事
情
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
免
責
特

権
論
の
展
開
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
他
方
現
代
の
議
会
政

治
の
下
で
議
員
の
地
位
・
役
割
は
各
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
を
呈
し

て
い
る
。

　
今
回
、
新
井
誠
君
よ
り
提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
請
求
論
文
「
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
の
研
究
」
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を

踏
ま
え
て
、
日
本
国
憲
法
第
五
一
条
に
規
定
さ
れ
る
国
会
議
員
の
免

責
特
権
を
め
ぐ
る
理
解
が
、
こ
れ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
の
免
責
特
権
に
過

度
に
依
拠
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
示
し
、
フ
ラ
ン
ス
に

序
章

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

問
題
の
所
在

　
目
本
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
論
の
特
質

　
日
本
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
を
め
ぐ
る
学
説
・
判
例
の
新

　
た
な
展
開

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
の
歴
史
的
・
理
論
的
展

　
開

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
議
員
」
と
「
議
院
」
の
特
権
論

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
関
連
規
定
の
適
用
範
囲

　
を
め
ぐ
る
解
釈
論

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
に
関
す
る
憲
法
規
定
と

　
通
常
法
律
規
定
の
関
係

　
フ
ラ
ン
ス
議
員
免
責
特
権
論
に
お
け
る
「
責
任
」
と
国
家
補

　
償
ー
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
の
憲
法
的
位
置
づ
け
を

　
め
ぐ
る
現
代
的
展
開
－
一
八
八
一
年
法
律
改
正
と
憲
法
院
違

　
憲
判
決
1

ま
と
め
と
展
望

　
ま
ず
、
序
章
で
は
、
議
員
の
免
責
特
権
論
の
比
較
法
的
理
解
に
あ

た
っ
て
フ
ラ
ン
ス
を
取
り
上
げ
る
理
由
と
し
て
、
議
員
免
責
特
権
の
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源
流
が
イ
ギ
リ
ス
に
発
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
理
論
的
考
察
に
と
っ

て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
が
有
用
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
員
免
責
特
権
の
研
究
が
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く

存
在
し
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
日
本
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
研

究
の
空
隙
を
埋
め
る
必
要
性
を
指
摘
す
る
。
具
体
的
に
は
、
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
代
表
制
論
の
影
響
、
議
員
免
責
特
権
と
議
院
自
律
権
の

関
係
、
責
任
の
意
味
、
立
法
に
よ
る
特
権
の
拡
大
な
ど
の
点
で
、
わ

が
国
の
議
員
免
責
特
権
の
研
究
に
資
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。

　
第
一
章
て
は
、
日
本
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
の
特
色
を
、
明
治

憲
法
下
お
よ
び
日
本
国
憲
法
下
で
の
展
開
過
程
を
踏
ま
え
て
指
摘
す

る
。
ま
ず
、
明
治
憲
法
下
で
は
議
員
免
責
特
権
の
理
論
や
解
釈
は
、

イ
ギ
リ
ス
か
ら
直
接
に
で
は
な
く
ド
イ
ツ
の
議
論
を
経
由
し
て
も
た

ら
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
よ
う
に
「
議
院
」
の
特

権
と
し
て
で
は
な
く
、
「
議
員
」
の
特
権
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
す
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
に
お

い
て
改
め
て
検
討
を
受
け
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
ま
ま
維
持
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
一
九
五
五
年
の
第
一
次
国
会

乱
闘
事
件
及
び
一
九
五
六
年
の
第
二
次
乱
闘
事
件
を
契
機
に
、
議
員

の
職
務
附
随
行
為
が
免
責
特
権
の
保
障
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
、
議

院
に
よ
る
告
発
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
な
ど
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
議

員
免
責
特
権
の
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
た
が
、
そ
の
論
議
の
過
程
で
イ

ギ
リ
ス
的
な
議
院
自
律
権
論
に
基
づ
く
フ
ラ
ン
ス
的
な
代
表
制
論
の

観
点
か
ら
捉
え
る
議
論
が
、
従
来
の
解
釈
に
対
し
て
主
張
さ
れ
た
が
、

通
説
を
覆
す
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
す
る
。

　
第
二
章
で
は
、
最
近
の
日
本
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
を
め
ぐ
る

新
た
な
議
論
、
す
な
わ
ち
議
員
免
責
特
権
の
性
格
を
議
員
と
一
般
市

民
と
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
、
ど
の
程
度
平
等
原
則

に
対
す
る
例
外
を
認
め
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
い
ま
述
べ
た
点
は
、
具
体
的
に
は
議
院
内
の
議
員
の
発
言
で
名
誉

殿
損
等
の
損
害
を
受
け
た
と
す
る
市
民
が
、
議
員
本
人
や
国
を
相
手

取
り
損
害
賠
償
を
請
求
し
う
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
事
件
を
契

機
と
し
て
生
じ
た
。
こ
の
事
件
と
そ
の
判
決
を
め
ぐ
っ
て
は
、
学
説

上
議
員
免
責
特
権
を
相
対
的
・
制
限
的
に
解
し
て
一
般
市
民
の
名
誉

等
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
相
対
的
免
責
説
と
イ
ギ
リ
ス
の
議
論
を
背

景
に
し
た
絶
対
的
免
責
説
の
対
立
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
の
学
説

の
重
要
な
分
岐
点
は
「
責
任
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
絶
対
的
免
責
説

の
立
場
が
説
明
責
任
や
応
答
責
任
を
も
重
視
す
る
の
に
対
し
、
相
対

的
免
責
説
が
国
家
賠
償
法
等
の
制
裁
責
任
と
解
す
る
こ
と
に
あ
る
と

す
る
。

　
第
三
章
で
は
、
第
一
章
及
び
第
二
章
の
日
本
で
の
理
解
を
踏
ま
え
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て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
論
の
歴
史
及
び
学
説
的
展

開
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　
そ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
の
特
徴
と
し
て
、

第
一
に
そ
れ
が
議
員
の
特
権
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
イ
ギ
リ
ス
と
は
異

な
り
、
議
院
自
律
権
と
は
切
り
離
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

第
二
に
国
民
主
権
論
や
代
表
制
論
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン

ス
で
は
国
家
・
議
会
と
国
民
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
憲

法
学
の
主
眼
が
お
か
れ
て
き
た
た
め
、
議
員
免
責
特
権
研
究
も
同
様

な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
第
二

点
に
つ
い
て
は
、
現
代
に
お
け
る
権
力
分
立
の
性
格
の
変
容
に
伴
い
、

国
家
・
議
会
と
国
民
と
の
関
係
か
ら
議
員
免
責
特
権
の
新
た
な
正
当

化
事
由
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
学
説
が
登
場
し
て
い
る
と
し
、
そ
の

内
容
と
背
景
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
で
は
、
第
三
章
で
指
摘
さ
れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議

員
免
責
特
権
研
究
が
、
イ
ギ
リ
ス
と
は
異
な
り
、
議
員
の
特
権
を
議

院
自
律
特
権
に
基
づ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
う
点
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
期
か
ら
王
政
復
古
の
議
会
史
、

第
三
共
和
制
期
の
学
説
の
分
析
を
踏
ま
え
て
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い

る
。

　
そ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
歴
史
的
に
議
員
特
権
と
議
院
自
律
権

と
が
一
種
の
対
抗
概
念
と
し
て
当
初
か
ら
存
在
し
、
ま
た
理
論
的
に

は
イ
ギ
リ
ス
型
の
議
員
免
責
特
権
論
か
著
名
な
憲
法
学
者
エ
ス
マ
ン

に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
的
に
は
免
責
特
権

の
法
的
利
益
の
主
体
は
議
員
と
解
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
的
な
理
解
は
フ

ラ
ン
ス
の
憲
法
解
釈
論
に
は
影
響
を
与
え
て
こ
な
か
っ
た
と
指
摘
す

る
。　

第
五
章
で
は
、
ま
す
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
議
員
免
責
特
権
に

関
す
る
規
定
と
し
て
憲
法
上
の
規
定
と
通
常
法
律
で
あ
る
一
八
八
一

年
プ
レ
ス
の
自
由
に
関
す
る
法
律
の
規
定
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
議
員
免
責
特
権
に
関
す
る
規
定
の
適
用
範

囲
に
つ
い
て
の
解
釈
論
に
触
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
憲
法
規
定
に
関
し

て
は
、
免
責
の
主
体
は
議
員
に
限
定
さ
れ
、
ま
た
免
責
さ
れ
る
行
為

は
意
見
や
表
決
に
限
定
さ
れ
ず
幅
広
く
解
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
一
八
八
一
年
プ
レ
ス
の
自
由
に
関
す
る
法
律
の
解
釈

に
お
い
て
は
、
免
責
の
主
体
を
議
員
に
限
定
す
る
の
か
、
議
員
の
院

内
で
の
職
務
行
為
と
は
無
関
係
な
文
書
も
免
責
の
対
象
と
す
る
の
か

を
め
ぐ
っ
て
解
釈
が
争
わ
れ
て
い
た
と
す
る
。

　
第
六
章
で
は
、
議
員
免
責
特
権
に
関
す
る
憲
法
L
の
規
定
と
一
八

八
］
年
プ
レ
ス
の
自
由
に
関
す
る
法
律
の
規
定
の
関
係
に
つ
い
て
、

免
責
の
人
的
範
囲
の
違
い
を
め
ぐ
る
第
三
共
和
制
期
か
ら
現
在
に
至

る
主
要
な
憲
法
学
説
を
素
材
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
一
八
八
一
年
プ
レ
ス
の
自
由
に
関
す
る
法
律
第
四
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一
条
第
一
項
が
、
免
責
の
主
体
に
つ
い
て
の
規
定
を
置
か
な
か
っ
た

た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
の
人
的
適
用
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
学
説
や

判
例
の
中
に
は
議
員
以
外
の
者
に
も
及
ぶ
と
い
う
立
場
が
見
ら
れ
た

と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
一
九
五
六
年
の
破
棄
院
判

決
に
よ
っ
て
、
憲
法
上
の
規
定
と
同
様
に
議
員
に
限
定
す
る
解
釈
が

と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
沈
静
化
す
る
と
と
も
に
、
一
八
八
八
一
年

プ
レ
ス
の
自
由
に
関
す
る
法
律
第
四
一
条
第
一
項
も
、
憲
法
の
範
囲

内
で
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘

さ
れ
る
。

　
第
七
章
で
は
、
議
員
免
責
特
権
論
に
い
う
免
責
と
は
、
損
害
賠
償

や
刑
罰
等
の
実
体
的
な
責
任
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
議
員
が
議
院
内
で
発
言
し
た
こ
と
が
裁
判
所
等
で
証
拠
と

し
て
用
い
ら
れ
ず
、
ま
た
そ
の
裁
判
へ
の
証
人
と
し
て
の
出
頭
な
ど

の
応
答
責
任
な
ど
も
含
め
て
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
、
両
極
に
位
置
す
る
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
と
を
比
較
す
る
。

　
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
で
は
す
べ
て
の
責
任
を
包
括
す
る
と
理
解

さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
議
員
の
発
言
に
関
し
て

官
吏
に
国
家
補
償
を
認
め
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
が
下
さ
れ

た
こ
と
も
あ
り
、
学
説
の
中
に
は
責
任
概
念
を
類
型
化
し
て
区
別
し
、

制
裁
責
任
の
み
を
議
員
に
免
除
す
る
と
い
う
理
解
が
見
ら
れ
る
と
す

る
。

　
第
八
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
議
員
免
責
特
権
論
の
新
た
な
動
き
が
紹

介
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
近
年
議
会
と
行
政
の
協
働
関
係
を
確

立
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
議
員
に
対
し
て
政
府
が
任
務
を
委
嘱

す
る
制
度
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
の
関
係
で
、
一

九
八
O
年
代
後
半
に
、
そ
の
よ
う
な
任
務
に
つ
い
て
も
議
員
に
免
責

特
権
を
認
め
る
「
議
員
特
権
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
た
が
、

た
だ
ち
に
そ
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
、
憲
法
院
は
、
政
府
に
よ
る
委
嘱

任
務
は
議
員
以
外
の
人
物
に
も
委
嘱
さ
れ
う
る
か
ら
免
責
さ
れ
る
議

員
の
職
務
行
為
で
は
な
く
、
立
法
に
よ
る
新
た
な
議
員
免
責
制
度
の

創
設
は
平
等
原
則
に
反
す
る
と
し
て
、
違
憲
で
あ
る
と
し
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
。

　
以
上
、
本
論
文
の
構
成
と
各
章
の
概
要
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ

の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
以
下
本
論
文
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
と
問
題

点
に
つ
い
て
触
れ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
議
員
免
責
特
権
論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

従
来
の
理
解
は
イ
ギ
リ
ス
で
歴
史
的
に
議
院
自
律
権
を
確
保
す
る
と

い
う
目
的
か
ら
生
じ
形
成
さ
れ
て
き
た
「
議
会
」
の
特
権
で
あ
る
と

い
う
見
方
が
と
ら
れ
、
そ
れ
が
各
国
の
憲
法
学
に
お
い
て
幅
広
く
受

け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
本
論
文
は
、
議
員
免
責
特
権
を
め
ぐ
る
理
解
は

各
国
に
お
け
る
歴
史
的
、
学
説
的
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
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る
と
い
う
視
点
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
の
歴
史

的
及
び
理
論
的
展
開
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
、
そ
の
独
自
性
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
て
あ
る
。

　
本
論
文
の
意
義
と
し
て
は
、
以
下
の
二
点
が
指
摘
で
き
る
。
第
一

に
、
最
近
最
高
裁
て
も
争
わ
れ
、
議
員
免
責
特
権
を
め
ぐ
る
大
き
な

問
題
と
さ
れ
る
、
議
員
の
院
内
で
な
し
た
発
、
言
の
内
容
が
一
般
市
民

の
名
誉
を
殿
損
し
た
場
合
に
名
誉
回
復
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
法
的

救
済
を
図
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
を
背
景
に

そ
の
理
論
的
根
拠
を
提
供
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
て
あ
る
。

　
最
高
裁
の
判
例
は
、
法
的
救
済
と
し
て
国
家
賠
償
法
の
適
用
の
可

能
性
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
議
員
の
免
責
特
権
論
の
本
質
的
理
解
と

の
関
連
で
は
、
そ
の
理
論
的
根
拠
は
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、

従
来
議
会
と
他
の
統
治
機
構
と
の
関
係
を
重
視
し
、
国
家
機
関
の
間

で
の
権
限
分
配
の
問
題
と
し
て
議
員
の
免
責
特
権
を
捉
え
よ
う
と
す

る
イ
ギ
リ
ス
の
議
論
は
不
適
切
て
あ
る
と
い
う
本
論
文
の
指
摘
は
、

説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
問
題
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
代
え
て
、
ど
の
国
の
議
論
を
比
較
検
討
の

対
象
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
本
論
文
は
、
議

員
免
責
特
権
が
国
民
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
法
的
位
置
づ
け
を
持

つ
の
か
を
考
察
す
る
際
に
参
考
と
な
る
の
は
代
表
制
論
で
あ
る
と
い

う
理
解
か
ら
、
こ
れ
ま
て
基
礎
理
論
的
な
考
察
が
重
視
さ
れ
な
か
ら
、

個
別
制
度
と
し
て
そ
の
検
討
の
機
会
が
少
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
議
員
免
責
特
権
論
を
格
好
の
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
、
学
説
を

第
三
共
和
制
期
に
ま
で
遡
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
丹
念
か
つ
仔
細
に

検
討
を
加
え
て
い
る
。

　
た
し
か
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
歴
史
的
な
事
情
か
ら
議
員
免
責
特

権
に
つ
い
て
は
議
員
の
身
分
保
障
の
観
点
が
重
視
さ
れ
、
議
院
自
律

権
と
の
関
係
は
弱
く
、
そ
の
結
果
免
責
特
権
は
議
員
の
特
権
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
理
論
的
に
は
、
議
員
免
責
特
権
は
代
表

制
と
の
結
び
つ
き
か
ら
論
じ
ら
れ
、
純
粋
代
表
制
の
下
で
は
自
由
委

任
の
制
度
的
保
障
と
し
て
法
的
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
規
定
と
代
表
制

論
の
結
び
つ
き
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
は
、

国
民
と
議
員
の
法
的
関
係
に
着
目
す
る
代
表
制
論
の
議
論
で
は
、
純

粋
代
表
、
半
代
表
、
命
令
委
任
へ
と
代
表
制
が
発
展
す
る
と
い
う
場

合
に
、
国
民
の
主
権
的
な
意
思
が
ど
の
程
度
個
別
の
議
員
に
対
し
法

的
政
治
的
な
影
響
を
及
ぽ
し
う
る
か
を
基
準
に
、
議
会
統
治
の
発
展

の
度
合
い
を
確
認
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
議
員

に
自
由
な
身
分
を
与
え
る
こ
と
へ
の
不
信
、
す
な
わ
ち
議
員
特
権
を

高
度
に
保
障
す
る
こ
と
へ
の
不
安
か
見
ら
れ
た
と
指
摘
す
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
に
お
い
て
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
か
ら

議
員
免
責
特
権
と
議
員
自
律
特
権
と
は
別
の
概
念
と
し
て
扱
わ
れ
る
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よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
こ
の
点
で
日
本
で
の
理
解
に
近
い
も
の
が
示

さ
れ
て
い
る
と
し
つ
つ
、
議
員
免
責
特
権
論
に
お
け
る
「
責
任
」
の

概
念
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
議
員
の
応
答
責
任
と
制
裁
責
任
が
区
別

し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。

　
本
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て
、
最
近
の
日
本
の
学
説

が
両
者
を
区
別
し
な
い
英
米
法
的
理
解
に
理
論
的
な
認
識
を
明
確
に

し
な
い
ま
ま
与
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
制
裁
責
任
を
も
っ
て
責

任
の
概
念
と
と
ら
え
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
学
説
理
解
が
、
議
員
免

責
特
権
の
対
象
が
議
院
で
は
な
く
議
員
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
点
で
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
指
摘
は
、
今
後
日
本
で
も
検
討

す
べ
き
問
題
を
正
確
に
提
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
論
文
の
第
二
の
意
義
は
、
日
本
の
憲
法
学
へ
の
寄
与
が
少
な
か

ら
ず
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
日
本
国
憲
法
第
五
一
条
の
解
釈

論
へ
の
寄
与
と
し
て
は
、
従
来
の
通
説
の
よ
う
に
、
議
院
自
律
権
と

議
員
免
責
特
権
と
の
結
び
つ
き
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン

ス
の
よ
う
な
議
員
免
責
特
権
を
議
員
の
身
分
保
障
と
し
て
位
置
づ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
議
院
と
他
の
機
関
の
権
限
分
配
の
問
題

と
し
て
で
は
な
く
、
議
員
と
一
般
市
民
の
関
係
と
い
う
文
脈
の
中
で
、

そ
の
役
割
と
民
主
的
正
当
化
根
拠
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
れ
ま
て
議
員
の
身
分
に
影
響
を
与
え

る
よ
う
な
議
員
を
刑
事
訴
追
す
る
た
め
に
議
院
の
告
発
を
必
要
と
す

る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
点
に
お
い
て
、
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識

的
に
議
院
の
自
律
の
観
点
が
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
、
フ
ラ
ン
ス
的
な
見
解
に
よ
る
と
き
は
、
よ
り
民
主
的
な
正
当
化

根
拠
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
相
違
を
引
き
出
す

こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
の
解
釈
論
に
お

い
て
見
ら
れ
る
、
免
除
さ
れ
る
「
責
任
」
の
理
解
に
関
し
て
も
、
応

答
責
任
と
制
裁
責
任
と
い
う
よ
う
に
責
任
概
念
を
区
分
す
る
フ
ラ
ン

ス
に
見
ら
れ
る
理
解
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
員
の
院
内
で
の
発

言
に
よ
り
名
誉
を
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
名
誉
回
復
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
理
論
的
に
よ
り
明
瞭
な
形
で
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性

を
も
た
ら
す
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
本
論
文
の
寄
与
と
し
て
は
、
今
後
の
日
本
に
お
け
る
改

革
の
過
程
の
中
で
、
行
政
権
と
議
会
と
の
協
働
が
強
く
謳
わ
れ
、
そ

の
中
で
議
員
へ
の
免
責
特
権
の
附
与
を
定
め
る
法
律
が
仮
に
制
定
さ

れ
た
場
合
に
、
そ
の
合
憲
性
を
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
な

理
由
に
基
づ
い
て
判
断
す
べ
き
か
と
い
う
、
現
代
の
立
憲
主
義
の
抱

え
る
問
題
の
一
つ
に
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
論
文
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
憲

法
院
が
、
第
五
共
和
制
憲
法
第
二
六
条
第
一
項
の
現
在
の
通
説
的
解

釈
の
枠
を
超
え
る
新
た
な
免
責
付
与
を
議
会
に
よ
る
通
常
法
律
の
改
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正
の
み
で
行
う
こ
と
は
、
憲
法
の
平
等
原
則
の
枠
を
超
え
違
憲
て
あ

る
と
判
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
消
極
的
で
は
あ
る
が
、
免
責
の
範
囲

内
の
内
容
を
決
定
す
る
権
限
を
裁
判
所
が
有
す
る
こ
と
を
示
す
と
と

も
に
、
憲
法
院
が
、
憲
法
優
位
の
ス
タ
ン
ス
に
拠
り
な
が
ら
、
自
ら

の
審
査
を
伝
統
的
に
は
議
院
権
限
と
さ
れ
て
き
た
議
員
免
責
特
権
の

諸
規
定
の
解
釈
権
ま
で
に
広
げ
た
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
今
後

の
研
究
に
と
っ
て
有
益
な
示
唆
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
本
論
文
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
本
論
文
に
も

問
題
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、
本
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
の

議
員
免
責
特
権
の
比
較
憲
法
的
考
察
が
英
米
に
偏
っ
て
い
る
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
議
論
を
研
究
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
た
し

か
に
、
イ
ギ
リ
ス
的
理
解
に
よ
る
伝
統
的
な
議
員
免
責
特
権
論
が
、

議
員
と
一
般
市
民
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
議
員
免
責
特
権
を
理
解

す
る
上
で
不
十
分
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
国

に
お
け
る
議
員
免
責
特
権
論
の
研
究
が
、
各
国
に
お
け
る
立
憲
的
な

制
度
の
受
容
と
現
代
的
変
容
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
と
い
え
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス

と
ア
メ
リ
カ
を
同
様
に
捉
え
る
こ
と
も
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

実
際
、
日
本
の
有
力
な
学
説
は
、
議
員
の
発
言
に
よ
る
一
般
市
民
の

名
誉
殿
損
に
関
連
し
て
、
そ
の
考
察
の
糸
口
を
ア
メ
リ
カ
に
求
め
て

い
る
の
で
あ
る
。
同
様
な
観
点
か
ら
、
な
ぜ
ド
イ
ツ
て
は
な
く
フ
ラ

ン
ス
な
の
か
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
る
可
能
性
が
存
在
し
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
議
員
免
責
特
権

に
つ
い
て
、
一
般
的
普
遍
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
比
較
法
研
究
の
対
象
と
し
て
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
こ
と
に

な
る
。
本
論
文
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
を
第
三

共
和
制
期
か
ら
現
代
ま
で
幅
広
く
狩
猟
し
、
代
表
制
論
と
の
結
び
付

き
を
重
視
し
た
新
し
い
見
解
の
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
そ
の
見
解
を
本
格
的
に
構
成
す
る
に
は
ま
だ
至
っ
て

い
な
い
。

　
さ
ら
に
、
本
論
文
全
体
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
や
や
控
え
め
な
叙
述

は
、
現
代
立
憲
主
義
の
下
で
議
員
免
責
特
権
を
今
後
憲
法
と
の
関
係

で
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
随
所
で
な
さ
れ
て
い
る

指
摘
の
価
値
を
少
な
か
ら
ず
減
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
L
要
す
る
に
、
本
論
文
は
、
近
年
国
民
の
名
誉
権
等
の
調
整
が

必
要
で
あ
る
と
つ
と
に
指
摘
さ
れ
つ
つ
あ
る
議
員
免
責
特
権
と
い
う

主
題
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
制
論
の
各
論
的
課
題
と
し
て
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス

憲
法
学
の
特
徴
で
あ
る
代
表
制
論
に
基
づ
い
て
議
員
と
一
般
市
民
と

の
関
係
か
ら
議
員
免
責
特
権
を
捉
え
る
見
方
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い

斬
新
な
も
の
で
あ
っ
て
大
い
に
評
価
で
き
、
今
後
の
理
論
的
発
展
が

期
待
さ
れ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
の
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
フ
ラ
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ン
ス
の
第
三
共
和
制
期
か
ら
現
代
に
い
た
る
主
要
な
憲
法
学
者
の
見

解
が
網
羅
的
に
収
集
・
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
十
分
賞
賛
に
値
す

る
。
通
読
す
る
と
、
叙
述
の
点
で
若
干
抑
制
的
な
点
が
気
に
な
る
が
、

そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
蝦
理
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
本
研
究
の

優
れ
た
価
値
を
い
さ
さ
か
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。

　
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
審
査
員
一
同
、
本
論
文
を
博
士
学
位
（
法
学
、

慶
鷹
義
塾
大
学
）
を
与
え
る
に
値
す
る
も
の
と
認
め
る
次
第
で
あ
る
。

二
〇
〇
四
年
一
一
月
一
五
日

主
査

副
査

副
査

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

慶
慮
義
塾
常
任
理
事

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

大
沢
　
秀
介

田
中
　
俊
郎

小
林

斤斤

即
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