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説

は
じ
め
に

ゴ、

両冊

民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
政
府
は
市
民
に
応
答
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
逆
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
市
民
に

は
選
挙
権
だ
け
で
は
な
く
、
自
由
に
意
思
形
成
を
行
う
た
め
の
権
利
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
が
国
（
永
か
ら
距
離
を
置

い
た
主
体
と
し
て
行
っ
た
自
律
的
な
判
断
に
政
府
が
従
う
こ
と
こ
そ
が
民
主
政
の
本
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
核
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
の
が
言
論
の
自
由
で
あ
る
。
言
論
の
自
由
を
「
国
｛
永
か
ら
の
自
由
」
と
し
て
、
特
に
子
厚
い
保
護
を
与
え
よ
う
と
し
て
き
た

の
は
、
こ
の
自
由
が
統
治
を
行
う
者
に
と
っ
て
は
自
分
の
行
動
を
縛
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
許
さ
れ
な
い
制
約
の
危
険
性
が
大
き
い

か
ら
と
い
う
の
が
そ
の
大
き
な
理
由
で
あ
る
。
こ
の
際
国
家
が
用
い
る
手
段
は
、
伝
統
的
に
は
、
個
人
の
一
言
論
活
動
に
対
す
る
刑
罰
を

典
型
と
し
た
「
規
制
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
現
代
の
国
家
は
「
規
制
」
だ
け
で
は
な
く
「
助
成
」
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
言
論
市
場

に
関
与
し
て
い
る
。
文
化
的
活
動
や
N
G
O
に
対
す
る
助
成
な
ど
、
通
常
の
市
場
で
は
現
れ
に
く
い
言
論
に
助
成
を
行
う
こ
と
で
、
ょ

（

1
）
 

り
多
く
の
情
報
が
言
論
市
場
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
表
現
の
自
由
が
「
国
家
に
よ
る
自
由
」

（

2
）
 

と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
言
論
の
自
由
と
い
う
憲
法
上
の
権
利
が
政
府
に
対
し
て
課
す
制
約
が
、
助
成
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と

す
る
と
、
民
主
政
や
個
人
の
自
由
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
危
険
が
存
在
す
る
。
政
府
は
極
め
て
大
き
な
資
金
を
強
制
的
な
徴
税
に
よ

っ
て
確
保
し
て
い
る
。
そ
の
資
金
を
憲
法
上
の
制
約
な
く
支
出
で
き
る
と
す
れ
ば
、

言
論
市
場
は
政
府
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
、

市
民
の
見
解
に
応
答
的
な
政
府
と
い
う
民
主
政
の
根
幹
を
揺
る
が
す
事
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

「
助
成
」
を
い
か
に
憲
法
上

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
べ
き
か
は
、
現
代
国
家
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
最
近
で
は
日
本
に
お
い
て
も
言
論
助
成

（

3）
 

に
対
す
る
問
題
意
識
を
示
し
た
研
究
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
政
府
の
言
論
助
成
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て

い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
分
析
の
枠
組
み
を
明
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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第

一
章

判
例
の
歴
史

「
大
は
小
を
兼
ね
る
」

言
論
助
成
へ
の
条
件
付
け
に
対
す
る
憲
法
上
の
規
律
は
、
二

O
世
紀
初
頭
か
ら
主
張
さ
れ
て
は
い
た
が
、
当
時
は
そ
こ
で
規
制
さ
れ

て
い
た
行
為
が
そ
も
そ
も
直
接
的
に
も
規
制
可
能
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
た
め
、
憲
法
上
の
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
は
い
な
か

っ
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
戦
争
や
政
府
を
批
判
す
る
新
聞
や
定
期
刊
行
物
を
割
安
な
第
二
種
郵
便
と
し
て
配
達
で
き
な
い
も
の
と
す

言論活動への政府資金助成に対する憲法上の規律

る
郵
政
長
官
の
決
定
が
修
正
一
条
に
反
し
な
い
と
さ
れ
た
、
ロ
ロ
一
件
。
門
日
自
己

2

2
ミ
～
冨
一
言

m
E
W
2
ω
2・ロ巾
HH52巳
片
岡

ν
z
z
－’

（

4
）
 

印

y
z
m
h
o－
4
・∞

R
－og
D
が
挙
げ
ら
れ
る
。
最
高
裁
は
、
「
も
し
新
聞
が
『
配
達
可
能
な
も
の
』
で
な
い
記
事
を
含
む
よ
う
編
集
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

明
ら
か
に
そ
れ
は
第
二
種
郵
便
と
し
て
運
ば
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
が
議
会
の
意
思
で
あ
り
、
与
え
ら

れ
て
い
た
許
可
を
撤
回
す
る
命
令
は
適
切
か
つ
正
当
化
さ
れ
る
」
と
し
た
。
「
命
令
は
単
に
第
二
種
郵
便
の
特
権
を
撤
回
す
る
だ
け
で

あ
り
、
他
の
種
類
の
郵
便
か
ら
新
聞
を
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
の
だ
か
ら
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
侵
害
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
の

で
あ
っ
た
。

当
時
は
、
そ
こ
で
助
成
を
拒
否
さ
れ
て
い
た
防
諜
法
違
反
の
表
現
が
そ
も
そ
も
直
接
的
に
も
規
制
可
能
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い

（

5
）
 

た
。
言
論
そ
れ
自
体
が
保
護
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
助
成
す
る
義
務
が
な
い
の
は
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
政
府

が
提
供
す
る
義
務
を
持
た
な
い
特
権
に
つ
い
て
は
、
全
面
的
に
や
め
る
こ
と
も
出
来
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
条
件
を
付
す

か
は
政
府
の
裁
量
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
立
場
は
、
警
察
官
に
対
す
る
政
治
的
目
的
の
寄
付
募
集
禁
止
が
争
わ
れ
た

宮
内
リ
〉
三
店
内
〈
・
冨

ao「。同
Z
0
4
司
∞
色
町
C
丘
で
、
「
上
訴
人
に
は
政
治
に
つ
い
て
話
す
憲
法
上
の
権
利
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

警
察
官
に
な
る
憲
法
上
の
権
利
は
な
い
」
と
し
た
ホ
ー
ム
ズ
裁
判
官
の
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
警
察
官
に
な
る
こ
と
は
権
利

（阪大法学） 53 (1 115) 115〔2003.5〕



1見

で
は
な
く
特
権
で
あ
り
、
特
権
の
付
与
に
つ
い
て
は
政
府
は
自
由
裁
量
を
持
つ
と
い
う
「
権
利
特
権
区
分
論
」
で
あ
り
、
「
大
は
小
を

-A‘ 
師岡

で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
州
の
公
道
使
用
に
つ
き
運
送
人
に
憲
法
上
の
権

（

7）
 

利
放
棄
を
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
司
E
巳
除
司

5
え
吋

E
n
w
E
m
n。
・
〈
何
色
可
。
包
打
。

5
5．
ロ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

兼
ね
る
」
（
己
出
唱
ゆ
え

2
8ロ
E
S
Fぬ
］

g
m
q）

「
権
利
特
権
区
分
論
」
は
崩
壊
し
、
「
違
憲
な
条
件
の
法
理
」
と
呼
ば
れ
る
枠
組
み
の
中
で
、
政
府
の
便
益
提
供
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う

（

8
）
 

に
な
っ
た
。
そ
の
後
最
高
裁
が
言
論
の
自
由
の
保
護
に
積
極
的
に
乗
り
出
す
よ
う
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
言
論
助
成
が
本
格
的
な
憲
法

問
題
と
し
て
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
違
憲
な
条
件
の
法
理
」
の
時
代

印
℃

g
m
q
〈・河川

Ee－
－
で
は
、
政
府
の
暴
力
的
廃
棄
等
を
唱
道
す
る
団
体
に
課
税
免
除
を
認
め
な
い
と
す
る
州
憲
法
を
執
行
す
る
た

め
に
、
所
得
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
州
憲
法
に
記
さ
れ
た
活
動
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
文
書
へ
の

サ
イ
ン
を
求
め
、
当
局
が
禁
止
事
項
に
該
当
し
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
に
反
証
す
る
責
任
を
申
請
者
側
に
課
し
た
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
の
収
入
課
税
法
が
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
と
さ
れ
た
。
最
高
裁
は
、
暴
力
的
手
段
に
よ
る
政
府
の
転
覆
を
唱
道
す
る
こ
と
を

（叩）

禁
じ
た
ス
ミ
ス
法
を
合
意
と
し
て
い
た
た
め
、
州
憲
法
に
よ
る
課
税
免
除
の
禁
止
そ
れ
自
体
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
判
断
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
最
高
裁
は
、

「
あ
る
種
の
言
論
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
た
免
税
の
拒
否
は
主
張
者
に
対
し
て
禁
止
さ
れ
た
言
論
を

行
わ
な
い
よ
う
強
制
す
る
効
果
を
持
つ
」
実
質
的
な
処
罰
に
あ
た
る
と
考
え
た
。
課
税
が
実
質
的
に
は
犯
罪
へ
の
処
罰
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
事
者
に
は
刑
事
子
続
の
際
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
厳
重
な
子
続
的
保
護
が
与
、
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
本
法
が
禁
止
さ
れ
た

行
為
に
関
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
責
任
を
納
税
者
に
課
す
こ
と
は
、
例
え
課
税
免
除
の
拒
否
を
定
め
る
州
憲
法
の
規
定
が
有
効
で

（日）

あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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（ロ）

し
か
し
、

h
m
B
E
R
g
o
〈
・
巴
巳
Z
巳
宮
山
吉
田
で
は
、

「
ロ
ビ

l
活
動
、
立
法
の
推
進
ま
た
は
阻
止
、
取
引
広
告
以
外
の
広
告
を
合

む
と
こ
ろ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
宣
伝
へ
の
支
出
」
は
連
邦
所
得
税
の
課
税
控
除
を
受
け
ら
れ
な
い
と
す
る
財
務
省
規
則
が
合
憲
と
さ
れ

た
。
上
訴
人
は

ω宮
2
2
判
決
に
依
拠
し
て
本
件
規
則
も
違
憲
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
最
高
裁
は
、

「
上
訴
人
は
憲
法
上
保
護

さ
れ
た
活
動
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
課
税
控
除
を
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
単
に
彼
ら
の
ポ
ケ
ッ
ト
の
外
に
あ
る
活
動
に

対
し
て
支
払
う
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
「
立
法
の
推
進
ま
た
は
阻
止
の
た
め
の
支
出
を
総
所
得
額
か

言論活動への政府資金助成に対する憲法卜の規律

ら
控
除
す
る
こ
と
を
差
別
扱
い
す
る
こ
と
な
く
拒
否
す
る
こ
と
が
『
危
険
な
思
想
の
抑
圧
を
目
的
と
し
て
い
る
』
と
は
明
ら
か
に
一
一
一
一
口
え

（日）

な
い
」
と
し
て
こ
の
主
張
を
退
け
た
。

（

U）
 

ま
た
∞
ロ
n
w
F可
〈
・
〈
巳
き
で
は
、
助
成
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、

一
九
七
四
年
連
邦
選
挙
法
が
、
大
統
領
の
予
備
選
挙
、
指
名
大

会
、
本
選
挙
に
つ
き
、
主
要
政
党
と
非
主
流
政
党
、
新
政
党
を
区
別
し
て
、
連
邦
資
金
の
受
領
額
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
基
準
を
用
い
た

点
、
受
領
を
求
め
る
者
に
支
出
制
限
を
課
し
た
点
が
問
題
と
な
っ
た
。
同
）
q
n
R
U
E
の
法
廷
意
見
は
、
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
候
補

者
が
広
範
な
支
持
を
集
め
て
い
る
こ
と
を
推
し
量
り
、
指
名
さ
れ
る
実
質
的
可
能
性
が
あ
る
候
補
者
に
助
成
を
限
定
す
る
と
い
う
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
、
候
補
者
に
対
す
る
公
衆
の
支
持
を
測
る
合
理
的
な
手
法
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
限
定
が
な
け
れ
ば
泡
沫

（日）

候
補
や
党
派
の
分
裂
を
招
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
助
成
を
受
け
る
か
否
か
は
当
事
者
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
支
出
制
限

は
違
憲
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
助
成
を
受
け
な
い
政
党
は
自
由
に
資
金
を
集
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
確

か
に
本
判
決
で
違
憲
と
さ
れ
た
支
出
規
制
と
の
関
連
性
は
あ
る
も
の
の
、
公
的
助
成
の
価
値
は
一
般
的
支
出
制
限
の
存
在
に
依
存
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
問
題
と
は
分
離
可
能
で
あ
る
と
し
た
。

そ
し
て
、

（
日
目
）

官
官
ロ
〈
・
斗
虫
色
。
ロ
主
任
岡
山
岳
円
。
自
己
主
。
ロ
。
門
司
自
E
D
m
gロ
で
は
、
課
税
免
除
を
受
け
る
団
体
の
資
格
と
し
て
、

ロ
ビ
l
活
動
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
要
件
を
課
し
た
内
国
歳
入
法
が
修
正
一
条
に
反
し
な
い
と
さ
れ
た
。
最
高
裁
は
、

T
W
R
は、
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組
織
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
ロ
ビ
l
活
動
の
部
分
に
つ
い
て
は
課
税
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
「
議
会
は
ロ
ビ

（

mm）
 

l
活
動
に
公
の
資
金
を
出
す
こ
と
を
拒
否
し
た
に
過
ぎ
な
い
」
の
だ
と
い
う
。
T
W
R
は

ω胃
2
q判
決
に
依
拠
し
て
本
件
が
違
憲

士プZ入
貢岡

で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
本
件
は
憲
法
上
の
権
利
を
行
使
し
た
こ
と
に
よ
る
便
益
供
与
の
拒
否
で
は
な
く
、
憲
法
上
の
権
利
を
行
使
す

る
こ
と
へ
の
便
益
提
供
義
務
の
問
題
で
あ
る
と
し
た
。
「
基
本
的
権
利
の
行
使
を
助
成
し
な
い
と
い
う
立
法
府
の
決
定
は
権
利
を
侵
害

（初）

す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
従
っ
て
厳
格
審
査
に
服
し
な
い
」
こ
と
か
ら
、
議
会
の
判
断
は
非
合
理
的
で
な
け
れ
ば
許
さ
れ
、
そ
の
判
断

は
支
持
で
き
る
と
さ
れ
た
。

（幻）

し
か
し
E
u
h
〈
・
円
。
ぉ
己
ゆ
え
君
。

E
B
ぐ

c
Z
3
0同（い山口問。
E
U
で
は
、
公
共
放
送
公
社
（
C
P
B、
（い
O
円七。吋山昨日。口問。叶

同》ロ
E

－n∞可。
ω門同
2
2
5
m）
を
通
じ
て
連
邦
資
金
の
助
成
を
受
け
た
、
非
商
業
的
な
教
育
放
送
局
が
論
説
放
送
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
た

一
九
六
七
年
公
共
放
送
法
が
修
正

一
条
に
反
す
る
と
さ
れ
た
。
最
高
裁
は
、
放
送
局
に
は
対
立
す
る
見
解
を
表
す
こ
と
な
く
自
己
の
立

場
を
唱
道
す
る
完
全
な
自
由
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
制
約
は
、
実
質
的
な
政
府
利
益
を
促
進
す
る
た
め
に
狭
く
し
つ
ら
え
ら
れ
て
い
る

（幻）

時
に
の
み
支
持
さ
れ
る
と
す
る
。
だ
が
、
こ
の
規
制
は
、
論
説
放
送
と
い
う
「
修
正
一
条
の
保
護
の
中
核
」
で
あ
る
形
式
の
言
論
に
向

（お）

け
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
放
送
局
が
政
府
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
私
的
な
利
益
集
団
の
党
派
的
見
解
の
伝
達
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に

す
る
と
い
う
政
府
の
主
張
は
、
過
去
の
放
送
規
制
の
事
例
と
適
合
的
で
は
あ
る
が
、
本
規
制
は
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
公
正
な
論
説
放
送

（

M
）
 

で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
禁
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
政
府
は
、

T
W
R
判
決
に
依
拠
し
て
、
支
出
権
限
か
ら
こ
の
よ
う
な
規
制
も
正
当
化
さ

れ
る
と
主
張
し
た
が
、
「
叶
巴
g
t
c口
当
日
戸
間
山
岳
5
2
E
m円
宮
口
の
慈
善
団
体
の
状
況
と
は
異
な
り
、

全
収
入
の
僅
か
一
パ
ー
セ
ン
ト

（お）

だ
け
を
C
P
Bか
ら
受
け
取
っ
て
い
る
非
商
業
的
教
育
放
送
局
で
あ
っ
て
も
論
説
放
送
を
完
全
に
禁
じ
ら
れ
る
」
こ
と
か
ら
、
本
件
と

は
区
別
さ
れ
る
と
し
た
。
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第
二
章

現
在
の
最
高
裁
｜
｜

河
口
え
〈
・

ω
E
Z
Sロ
以
降
の
判
例

閉山口師同〈
・
∞戸］］一〈山口
判
決

言
論
助
成
に
対
す
る
最
高
裁
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
変
化
が
現
れ
た
の
が
、

（
叩
叫
）

H
N
Z
2
4
・
m巳
ZJHω
ロ
で
あ
る
。
本
件
で
は
、

中
絶
の
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
に
対
す
る
連
邦
資
金
の
提
供
拒
否
が
争
わ
れ
た
。
家
族
計
画
サ
ー
ビ
ス
へ
の
連
邦
資
金
助
成
を
定
め
る
公
衆
健
康
サ
ー
ビ
ス

法
第

一
O
編

（叶

X
Z
凶）

「本
副
章
の
下
に
お
け
る
資
金
は
、
中
絶
を
家
族
計
画
の
手
法
と
す
る
計
画
に
用
い

の
一
O
O八
条
は
、

ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
た
（
お
巴
・

ω－
h
・叩

8
0（
釦
）
∞
）
。
こ
の
規
定
を
受
け
た
連
邦
規
則
は
、

医
師
が
本
助
成
計
画
の
下
で
、

言論活動への政府資金助成に対する憲法上の規律

中
絶
を
用
い
る
こ
と
を
家
族
計
画
の
子
法
と
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
、
中
絶
を
行
う
機
関
の
紹
介
な
ど
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
、
本
助

成
計
画
が
実
施
さ
れ
る
医
療
機
関
が
中
絶
を
行
う
機
関
か
ら
「
物
理
的
、
経
済
的
に
分
離
し
て
い
る
こ
と
」
を
求
め
た
（
b
n
E
N
Z

S
・M
・
S
P
E
P
S－
E
）。
こ
の
規
制
が
受
給
者
及
び
医
師
の
修
正
一
条
の
権
利
の
侵
害
で
あ
る
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ケ
ネ
デ
ィ、

レ
ー
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
法
廷
意
見
（
ホ
ワ
イ
ト
、

ス
l
タ
裁
判
官
同
調）

は、

「
政
，
肘
は
、
憲
法
に

ス
カ
リ
ア
、

反
す
る
こ
と
な
く
、
公
共
の
利
益
が
あ
る
と
信
じ
る
あ
る
種
の
活
動
を
促
進
す
る
計
画
に
対
し
て
、
同
時
に
そ
の
問
題
に
異
な
る
や
り

方
で
対
処
し
よ
う
と
す
る
代
替
的
計
画
に
支
出
す
る
こ
と
な
く
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
っ
て
、
「
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
政
府
は
見
解
に
よ
っ
て
差
別
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
政
府
は
単
に
あ
る
計
画
に
対
し
て
、
別
の
計
画
を
排
除
し
た
上
で
支
出
す

（

幻

）

る
こ
と
を
選
択
し
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
す
る
。
中
絶
を
家
族
計
画
の
手
法
と
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
中
絶
を
行
う
機
関
へ

の
言
及
は

助
成
計
画
の
射
程
外
で
あ
り
、
見
解
差
別
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
。
上
訴
人
は
、
こ
の
規
制
は
受
給
者
に
憲
法
上
の
権
利
の
放
棄
を

条
件
付
け
る
も
の
で
あ
り
許
さ
れ
な
い
と
主
張
し
た
が
、
本
規
制
は
単
に
中
絶
に
関
す
る
言
論
活
動
と
計
画
に
よ
る
支
出
が
分
離
さ
れ

て
い
る
こ
と
の
み
を
主
張
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
活
動
を
制
約
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
「
違
憲
な
条
件
」
の
事
例
は
、
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「
政
府
が
、
特
定
の
計
両
や
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
く
、
助
成
の
受
領
者
に
対
し
て
条
件
を
付
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
り
、
助
成
の
受
領
者

（
お
）

と
助
成
を
受
領
す
る
計
画
を
明
示
的
に
区
別
し
て
い
る
本
件
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
上
訴
人
は
本
規
制
が
第
一

O
編
か
ら
の
支
出
で

ゴi

函岡

は
な
い
資
金
か
ら
の
言
論
に
制
裁
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
受
給
者
は
第
一

O
編
の
計
画
へ
の
参
加
を
強
制
さ
れ
て
お

ら
ず
、
受
給
者
が
私
的
な
資
金
を
中
絶
に
関
す
る
活
動
に
用
い
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
主
張
を
否
定
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、

ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
反
対
意
見
（
マ
ー
シ
ャ
ル
、

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
宵
同
調
）

は
、
「
今
日
に
至
る
ま
で
、

裁
判
所
は
、
見
解
に
基
づ
い
た
一
言
論
の
抑
圧
を
、
単
に
そ
の
抑
圧
が
公
的
資
金
の
受
領
に
対
す
る
条
件
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
支
持
し

（却）

た
こ
と
は
な
い
」
と
法
廷
意
見
を
批
判
す
る
。
本
規
定
は
言
論
の
内
容
に
基
づ
い
た
規
制
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
明
ら
か
に
見
解
に
も

基
づ
い
て
い
る
。
法
廷
意
見
は
、
「
政
府
は
単
に
あ
る
計
画
に
対
し
て
、
別
の
計
画
を
排
除
し
た
上
で
支
出
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
に

そ
れ
が
中
絶
を
唱
道
す
る
と
い
う
理
由
で
助
成

（
却
）

を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
は
明
ら
か
に
特
定
の
見
解
に
ね
ら
い
を
定
め
て
い
る
」
。
確
か
に
河
内
ummE
で
は
ロ
ビ

l
活
動
を
助

過
ぎ
な
い
」
と
言
う
が
、
「
中
絶
を
唱
道
す
る
家
族
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
て
、

成
の
対
象
外
と
し
た
規
制
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
規
制
対
象
が
ロ
ビ
l
活
動
と
い
う
限
定
的
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
本
規
制
は
中
絶
を
促
進
（

E
g
gロ
E
m
E
m
u
－
）

5
5
c江
口
向
。
吋
包
〈
。

g
z口
問
、
）
す
る
あ
ら
ゆ
る
言
論
に
及
ん
で
い
る
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
上
訴
人
が
『
（
彼
も
し
く
は
彼
女
が
）
受
け
入
れ
が
た
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
解
へ
の
公
的
な
支
持
を
促
進
す
る
た
め
の

道
具
と
な
る
』
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
」
よ
う
な
「
侵
入
的
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
た
言
論
規
制
は
、

HNommE
で
認
め
ら
れ
た
限

定
的
な
ロ
ビ

l
活
動
規
制
を
這
か
に
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
単
に
そ
の
規
制
が
政
府
に
よ
る
便
益
受
領
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で

正
当
化
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
患
者
に
は
自
己
の
健
康
及
ぴ
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
自
由
に
関
し
て
、

医
師
が
完
全
な
情
報
の
提
供
を
し
て
く
れ
る
と
い
う
正
当
な
期
待
が
あ
り
、
医
師
に
は
そ
れ
に
応
え
る
専
門
家
と
し
て
の
倫
理
的
責
務

が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
規
制
は
医
師
と
患
者
の
対
話
を
歪
め
、
女
性
が
自
発
的
に
出
産
に
つ
き
決
定
す
る
能
力
を
否
定
す
る
こ
と
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（
位
）

に
な
る
と
す
る
。

問
。
印
ぬ
ロ

σ
q
m
m肖

ι

司
・
岡
山
巾
円
件
。
吋

ωロ
巳
ぐ
在
沖
。
吋
印
。
円

F
o
白
色
〈
・
。
円
〈
｛
吋

m
E
E
判
決

（
お
）

H
C）
凹

B
Z「
m
q
4
H山
ゅ
の
件
。
吋
山
口
与
さ
由
｛
件
。
話
。
円
岳
巾
巴
邑
〈
・

0
同
〈
目
指

E
U
で
は
、
州
立
大
学
の
学
生
の
課
外
活
動
団
体
に
対
し

て
行
わ
れ
る
助
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、
団
体
の
活
動
が
宗
教
的
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
排
除
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
が
修
正
一
条
違
反
と
し
て
争
わ
れ
た
。

ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
法
廷
意
見
（
レ

l
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
、

オ
コ
ナ
l
、

ス
カ
リ
ア
、

ト
l
マ
ス
裁
判
官
同
調
）
は
、
こ
の
条
件
が
見
解
に
基
づ
い
て
お
り
、
修
正
一
条
に
反
す
る
と
判
断
し
た
。
州
は
限
定
的
か
つ
正
当
な

言論活動への政府資金助成に対する憲法上の規律

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
設
立
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
な
規
制
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、

ひ
と
た
び
限
定
的
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
設
し

た
な
ら
ば
、
「
『
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
目
的
に
照
ら
し
て
合
理
的
」
で
は
な
い
区
別
を
行
っ
た
り
：
：
：
見
解
に
基
づ
い
た
差
別
を
行
つ
て
は

（
川
訓
）

な
ら
な
い
」
。
そ
し
て
、
大
学
の
教
育
目
的
に
関
連
す
る
学
生
の
広
範
な
課
外
活
動
を
支
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
本
件
助
成
。
フ
ロ

地
理
的
意
味
と
い
う
よ
り
は
形
而
上
的
な
意
味
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
が
、

（
お
）

フ
ォ
ー
ラ
ム
と
：
：
：
筆
者
）
同
じ
原
理
が
適
用
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
。
大
学
が
教
育
内
容
を
定
め
て
い
る
際
に
は
、
大
学
自
身
が
表

グ
ラ
ム
は
、
「
空
間
的
、

（
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク

現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
内
容
規
制
が
許
さ
れ
る
が
、
大
学
が
私
的
発
言
者
の
見
解
の
多
様
性
を
促
進
す
る
た
め
に
資
金
を
支
出
し
て

（
お
）

い
る
際
に
は
、
見
解
に
基
づ
い
た
制
限
は
許
さ
れ
な
い
。
州
は
、
宗
教
的
言
論
を
目
的
と
す
る
団
体
へ
の
助
成
は
国
教
樹
立
条
項
に
反

す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
た
が
、
法
廷
意
見
は
、
中
立
的
な
基
準
に
よ
っ
て
多
様
な
見
解
の
団
体
に
便
益
が
行
き
渡
る
な
ら
ば
、

（
幻
）

宗
教
に
対
す
る
中
立
性
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
こ
の
主
張
を
退
け
た
。

」
れ
に
対
し

ス
l
タ
裁
判
官
反
対
意
見
（
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
、

ギ
ン
ズ
パ

l
ク、

ブ
ラ
イ
ヤ

l
裁
判
官
同
調
）
は
、
宗
教
的
活
動

を
行
う
団
体
の
活
動
に
対
す
る
大
学
の
助
成
の
拒
否
は
国
教
樹
立
禁
止
条
項
の
要
請
で
あ
り
、
ま
た
言
論
の
自
由
の
観
点
か
ら
も
問
題
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な
い
と
す
る
。
見
解
差
別
の
存
否
は
、

「
政
府
の
規
制
が
た
ま
た
ま
特
定
の
見
解
を
持
つ
発
言
者
に
適
用
さ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
単

（持）

純
に
定
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
言
論
へ
の
負
担
が
見
解
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
」
。
だ
が
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

三ι
”問

で
は
、
あ
ら
ゆ
る
信
仰
へ
の
肯
定
否
定
の
両
方
に
対
し
て
助
成
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
議
論
の
一
方
に
の
み
助
成
が
行
わ

（

ぬ

）

（

判

）

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
議
論
を
乱
し
て
は
い
な
い
。
本
件
は
、
門
出
自
ず
が
わ

E
胃
］
判
決
の
よ
う
に
、
宗
教
的
観
点
か
ら
行
わ
れ

る
議
論
全
て
に
援
助
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
改
宗
や
宗
教
的
慣
習
の
促
進
及
び
そ
の
否
定
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
議
論
へ
の

（

H
U）
 

助
成
を
拒
否
す
る
と
い
う
主
題
の
区
別
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
区
別
は
合
理
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

zm淳一。ロ
ωニ川口広
0
4
司
自
の
再
出
向
。
吋

F
O
〉三回・〈・

2
z
a判
決

（必）

Z
M凶円円。口出］開
Dacd司
B
E
E
r吋
任
。
〉
江
田
・
〈
－

E
E
O
Mー
で
は
、
芸
術
助
成
を
行
う
際
の
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
芸
術
的
卓
越

性
と
有
用
性
の
判
断
が
、

「
一
般
的
な
品
位
の
基
準
と
ア
メ
リ
カ
公
衆
の
多
様
な
信
念
及
び
価
値
に
対
す
る
尊
重
」
を
考
慮
し
て
な
さ

れ
る
よ
う
確
保
す
べ
き
こ
と
を
全
国
芸
術
財
団
（
N
E
A
）
の
議
長
に
命
じ
た
、
芸
術
及
び
人
文
科
学
に
関
す
る
国
立
基
金
法
の
規
定

（N
C

巴・

ω－n・
間
出
品
（
己
）
（
同
）
）
が
争
わ
れ
た
。
オ
コ
ナ
l
裁
判
官
法
廷
意
見
（
レ

l
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
、
ケ

（必）

ネ
デ
ィ
、
ブ
ラ
イ
ヤ
l
裁
判
官
同
調
、
ギ
ン
ズ
パ

l
ク
裁
判
官
一
部
同
調
）
は
、
山
田
仏
（
仏
）
（
同
）
は
、
本
質
的
に
修
正
一
条
の
権
利
を

侵
す
こ
と
も
憲
法
上
の
不
明
確
さ
の
原
理
を
侵
害
す
る
こ
と
も
な
く
、
文
面
上
有
効
で
あ
る
と
し
て
虫
色
唱
の
訴
え
を
退
け
た
。
上

訴
人
の
主
張
は
、
問
。

E
E）
（
こ
が
、

N
E
A
が
一
定
種
類
の
芸
術
的
表
現
に
対
し
て
助
成
を
行
う
能
力
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、

N
E
A
は
、
本
条
は
単
に
助
成
決
定
過
程
に
お
い
て
「
考
慮
」
を
追
加
し
た
に
と
ど
ま
り
、
「
下
品
」
で

あ
っ
た
り
、

「
尊
重
が
な
い
」
と
さ
れ
る
よ
う
な
作
品
が
助
成
を
受
け
る
こ
と
を
排
除
し
た
り
、
審
査
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
要
素
が
ど

れ
だ
け
の
ウ
ェ
イ
ト
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
を
定
め
て
も
い
な
い
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
理
解
が
正
し
い
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
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（

U
H）

 

は
行
わ
な
い
が
、
町
田
品
（
仏
）
（
同
）
の
文
面
が
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
要
求
を
課
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
だ
と
し
た
。

N
E
A
の
資
源
は
有

限
で
あ
り
、
ま
た
列
。
∞

B
ぴ
巾
誌
の
吋
の
よ
う
な
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
は
異
な
っ
て
、
芸
術
的
判
断
を
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
本
質
的
に
内
容
に
基
づ
い
て
判
断
せ
ざ
る
を
得
ず
、

れ
な
い
基
準
を
用
い
る
こ
と
も
出
来
る
と
さ
れ
た
。

そ
の
際
に
は
、
直
接
的
な
言
論
規
制
や
刑
事
処
罰
の
際
に
は
許
零
さ

こ
れ
に
対
し
て
、

ス
カ
リ
ア
裁
判
官
結
果
同
意
意
見
（
ト
l
マ
ス
裁
判
官
同
調
）
は
、
四
百
品
（
仏
）
（
同
）
は
助
成
判
断
に
つ
い
て
の
見
解

差
別
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
完
全
に
合
憲
で
あ
り
、
品
位
を
一
考
慮
要
素
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
法
廷
意
見
に
対
し
て
「
手
術
は
成
功

（
必
）

し
た
が
、
患
者
は
死
ん
だ
」
と
批
判
す
る
。
助
成
の
申
請
を
判
断
す
る
際
に
品
位
と
尊
重
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
日
間
位

言論活動への政府資金助成に対する憲法上の規律

を
欠
く
表
現
は
不
利
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
見
解
差
別
で
あ
る
が
、
下
品
で
あ
っ
た
り
尊
重
の
な
い
芸
術

（
幻
）

そ
の
こ
と
が
重
大
な
強
制
的
効
果
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。

を
創
造
し
よ
う
と
す
る
者
が
助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、

ス
カ
リ
ア
裁
判
官
と
同
じ
条
文
解
釈
を
し
た
上
で
、
全
く
逆
の
結
論
に
達
し
た
の
が
ス

l
タ
裁
判
官
反
対
意
見
で
あ
る
。
彼
は
、

E
A
の
議
長
に
課
さ
れ
た
義
務
は
パ
ネ
ル
構
成
員
の
多
様
性
を
確
保
す
る
こ
と
だ
と
い
う
政
府
の
主
張
は
、
条
文
の
明
白
な
術
語
に
反

す
る
し
、
例
え
構
成
員
の
多
様
性
確
保
が
十
分
な
対
応
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
品
位
と
尊
重
に
対
す
る
構
成
員
の
傾
向
に
よ
っ
て
、
結

（
必
）

局
は
攻
撃
的
な
芸
術
活
動
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
ま
た
、

N
E
A
は

問。印巾ロ
σ巾
Hlm巾
叶
の
尚
子

生
活
動
助
成
と
同
様
に
私
的
発
言
者
の
多
様
な
見
解
か
ら
の
表
現
を
促
進
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
助
成
ス
キ
l
ム
で
あ
る
。
も
し
希

（
州
問
）

そ
の
基
準
は
見
解
中
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
本
法
は
過
度
に
広
汎
か
っ

少
な
資
金
を
配
分
す
る
際
に
選
択
が
必
要
だ
と
し
て
も
、

芸
術
活
動
に
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
す
と
し
て
文
面
上
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

四

円
高
山
｝

ω
q
i
2
m
h
c弓・
J
N

・
〈
己
尽
き
の
N

判
決

N 
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説

（同）

円高山－

ωqJ誌
の
ゆ
出

h
o
召
・
〈
・
〈
色
白
N
門

H
5
N

で
は
、
弁
護
活
動
へ
の
助
成
に
付
さ
れ
た
条
件
が
問
題
と
さ
れ
た
。
本
件
で
は
、

三ι
”岡

C
の
資
金
を
受
け
た
団
体
の
弁
護
士
が
、
既
存
の
福
祉
法
の
有
効
性
や
適
法
性
を
争
う
弁
護
活
動
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
歳
出
承

（日）

認
法
が
修
正
一
条
に
反
す
る
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
。

ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
法
廷
意
見
（
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
、
ギ
ン
ズ
パ

l
ク、

ス
l
夕、

ブ
ラ
イ
ヤ

l
裁
判
官
同
調
）
は
、
ま
ず
本
件
で
問

題
と
な
っ
た
弁
護
士
の
言
論
と
河
口
己
判
決
に
お
け
る
医
師
の
一
言
論
は
区
別
さ
れ
る
と
の
理
解
を
示
し
た
。
政
府
言
論
の
場
合
、
す
な

わ
ち
政
府
自
身
が
発
言
者
で
あ
る
か
、
政
府
が
私
人
を
自
己
の
政
策
を
推
進
す
る
情
報
を
伝
え
る
た
め
に
利
用
し
た
場
合
は
、
見
解
に

基
づ
く
助
成
の
決
定
は
許
さ
れ
る
。
し
か
し
、
助
成
の
目
的
が
私
人
の
言
論
を
促
進
す
る
た
め
で
あ
っ
た
り
見
解
の
多
様
性
を
保
持
す

る
こ
と
に
あ
る
場
合
に
は
、
政
府
言
論
の
類
推
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
。

L
S
C
の
助
成
は
貧
困
な
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
弁
護
士
を
利
用

可
能
と
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
政
府
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
従
っ
て
本
件
は
河
2
2
σ
O吋
m
q判
決

（臼）

河
口
洋
判
決
と
は
区
別
可
能
で
あ
る
と
す
る
。

に
類
似
し
、

以
上
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
い
て
、
法
廷
意
見
は
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
類
推
か
ら
本
規
制
を
検
討
し
、
修
正
一
条
は
、

「
政
府
が
去
現
が
行
わ
れ
る
場
の
本
質
に
内
在
す
る
よ
う
な
二
一
口
論
を
抑
圧
す
る
た
め
に
異
例
な
や
り
方
で
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
利
用
す
る
こ

（日）

と
を
禁
じ
て
い
る
」
と
す
る
。
法
律
扶
助
の
目
的
は
、
政
府
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
裁
判
所
が
自
己
の
適
切
な

義
務
と
責
任
を
果
た
す
た
め
に
依
拠
す
る
、
独
立
し
た
法
律
家
が
依
頼
人
の
利
益
を
代
理
す
る
こ
と
で
扶
助
に
関
す
る
訴
訟
を
促
進
す

る
こ
と
で
あ
り
、
条
件
付
け
は
こ
の
目
的
を
促
進
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
L
S
C
の

（
助
成
を
受
け
た
・
・
・
・
・
・
筆

者
）
弁
護
士
が
、
依
頼
人
へ
の
助
言
を
行
っ
た
り
裁
判
所
に
対
し
て
弁
論
や
分
析
を
提
示
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
の
は
、
弁
護
士
の
伝
統

（

M
）
 

っ
て
許
さ
れ
な
い
と
い
う
。
政
府
は
本
規
制
を
、
既
存
の

的
役
割
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
法
シ
ス
テ
ム
を
歪
め
る
も
の
で
あ
」

福
祉
法
に
対
す
る
複
雑
な
挑
戦
を
除
去
す
る
こ
と
で
、
既
存
の
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
よ
り
効
率
的
で
公
正
な
や
り
か
た
に
す
る
た

L 
s 
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め
だ
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
条
件
は
既
存
の
福
祉
シ
ス
テ
ム
を
攻
撃
か
ら
守
る
と
い
う
許
さ
れ
な
い
機
能
を
果
た
し
て
し
ま
う
。

し
か
も
L
S
C
の
受
給
要
件
は
依
頼
人
が
「
経
済
的
に
法
的
助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
人
」
で
あ
り
、
代
替
子
段
が
な
い
。
ま
た
、
本
件

助
成
の
拒
否
は
権
力
分
立
及
ぴ
司
法
府
の
役
割
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ
る
と
す
る
。
弁
護
士
は
、
司
法
の
場
に
お
い
て
は
独
立
・
専

門
的
見
地
か
ら
当
事
者
を
代
理
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
規
制
の
た
め
に
法
律
の
合
法
性
・
合
憲
性
に
触
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、

（ぬ）

そ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
は
、
弁
護
士
の
職
責
の
専
門
性
に
対
す
る
信
頼
を
掘
り
崩
す
結
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
な
法
廷
意
見
に
対
し
て

ス
カ
リ
ア
裁
判
官
反
対
意
見
（
レ
l
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
、

オ
コ
ナ
l
、
ト
l
マ
ス
裁
判

言論活動への政府資金助成に対する憲法上の規律

「
閉
山
吉
（
凶
）
（
広
）
は
連
邦
の
支
出
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
範
囲
を
定
義
し
て
い
る
。
言
論
を
直
接
規
制
し
て
い
る
わ
け
で
も
な

（日）

く
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
樹
立
し
た
り
見
解
に
基
づ
い
て
差
別
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
」
の
で
、
本
件
条
件
は
合
憲
で
あ
る

宵
同
調
）
は
、

と
す
る
。
反
対
意
見
は
、
法
廷
意
見
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
類
推
か
ら
本
件
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、

河
口
巳
判
決
が

本
件
の
先
例
で
あ
る
と
す
る
。
助
成
が
修
正
一
条
の
問
題
に
な
る
の
は
、
「
助
成
ス
キ
l
ム
が
助
成
を
受
け
る
立
場
に
立
た
な
い
人
に

対
し
て
強
制
的
効
果
を
持
つ
よ
う
『
操
作
』
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
」
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
な
限
定
的
助
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
場
合
、

（幻）

そ
れ
が
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
形
成
し
て
い
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
強
制
の
証
明
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
反
対
意
見
は
、
専
門
家
の
言
論
に
対
す
る
公
衆
の
信
頼
と
い
う
表
現
の
場
の
通
常
の
機
能
を
本
規
制
が
歪
め
る
と
い
う
法
廷
意

見
の
主
張
に
つ
い
て
も
、
医
師
と
患
者
の
内
密
な
助
言
を
も
政
府
言
論
と
し
た
河
口
洋
判
決
と
は
相
容
れ
ず
、
ま
た

F）
由

g
Z話。「

判
決
と
本
件
も
区
別
さ
れ
る
と
い
う

o
F）∞
g
Z話
q
判
決
で
決
定
的
だ
っ
た
の
は
、
「
多
種
多
様
な
見
解
を
伝
え
る
こ
と
」
が
学
生

新
聞
の
「
通
常
の
機
能
」
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
支
出
プ
ロ
グ
ラ
ム
そ
れ
自
体
が
「
私
的
発
言
者
の
見
解
の
多
様
性
を
促
進
す
る
た

め
に
」
設
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
本
件
規
制
は
、
助
成
の
受
給
者
が
訴
訟
を
指
揮
す
る
提
携
団
体
を
設
立
し
て
、

（羽）

L
S
Cプ
ロ
グ
ラ
ム
の
射
程
外
の
活
動
を
行
う
こ
と
も
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
事
実
の
問
題
と
し
て
も
、
間
切
言
（
出
）
（
広
）
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日見

は
歪
曲
効
果
を
持
た
な
い
」
と
い
う
。
確
か
に
明
日
吉
（
釦
）
（
広
）
は

L
S
C
の
資
金
供
与
を
受
け
た
弁
護
士
が
条
文
の
妥
当
性
に
関
わ

る
事
件
を
拒
否
し
た
り
引
き
下
が
る
理
由
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
せ
い
ぜ
い
の
所
、

そ
の
た
め
の
無
料
の
法
律
サ
l

論

ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
福
祉
法
に
対
す
る
条
文
上
の
挑
戦
が
よ
り
少
な
く
な
る
に
過
ぎ
ず
、
裁
判
所
の
役
割
や
福
祉
法

（

ω）
 

の
解
釈
を
歪
め
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

第
三
章

一
口
論
助
成
に
対
す
る
理
解
の
枠
組
み

以
上
の
事
例
か
ら
、
助
成
が
行
わ
れ
る
対
象
と
な
る
言
論
や
条
件
付
け
の
範
囲
に
応
じ
て
、
最
高
裁
は
違
憲
な
条
件
の
法
理
、
政
府

一一コ口論、

パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
の
法
理
を
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
本
章
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
法
理
が
何
を
意

昧
し
て
い
る
の
か
、

ど
の
よ
う
な
原
則
に
基
づ
い
て
法
理
を
使
い
分
け
て
い
る
の
か
を
、
学
説
に
よ
る
言
論
助
成
の
理
解
の
枠
組
み
を

見
る
こ
と
で
検
討
す
る
。

違
憲
な
条
件
の
法
理

も
し
、
助
成
を
受
け
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
条
件
を
課
す
こ
と
は
、
当
然
に
憲
法
上
の
疑
義

を
生
じ
さ
せ
る
。
問
題
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
上
の
権
利
そ
れ
自
体
は
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
言
論
助
成
を
巡
る
問
題
は
、

そ
う
い
っ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
憲
法
上
の
制
約
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
違
憲
な
条
件
の
法
理
の
問
題

の
一
類
型
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

前
章
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二

O
世
紀
初
頭
ま
で
は
、
個
人
の
権
利
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
政
府
の
行
為
か
ら
受
け
る
便

益
は
特
権
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
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「
権
利
・
特
権
区
分
論
」
は
、
次
第
に
採
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
政
府
の
役
割
は
格
段
に
拡
大
し
て
お

り
、
便
益
受
領
者
に
対
し
て
望
む
よ
う
に
憲
法
上
の
権
利
行
使
に
制
約
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
憲
法
上
の
権
利
に
重
大
な
危

険
が
生
じ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
便
益
提
供
へ
の
条
件
付
け
を
憲
法
上
の
問
題
と
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
の

が
、
違
憲
な
条
件
の
法
理
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
違
憲
な
条
件
の
法
理
は
、
当
初
州
外
法
人
を
巡
る
問
題
と
し
て
現
れ
た
が
、
そ
の
後

（

引

）

ω℃巳∞
q
判
決
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
個
人
へ
の
便
益
に
対
す
る
政
府
の
条
件
付
け
に
お
い
て
も
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
違
憲

な
条
件
の
法
理
が
明
示
さ
れ
た
例
と
し
て
、
大
学
当
局
と
対
立
す
る
教
員
と
の
再
契
約
を
拒
否
し
た
こ
と
が
争
わ
れ
た

Fリ
門
司
〈
・

（

臼

）

∞
片
足
。
吋
白
山
口
口
で
は
、
「
例
え
個
人
が
政
府
の
有
用
な
便
益
に
対
し
て
何
ら
の
「
権
利
』
も
有
し
て
お
ら
ず
、
政
府
が
様
々
な
理
由
に

言論活動への政府資金助成に対する憲法上の規律

基
づ
い
て
彼
に
便
益
を
与
え
る
こ
と
を
拒
否
で
き
る
と
し
て
も
、
政
府
が
依
拠
で
き
な
い
い
く
ら
か
の
理
由
が
存
在
す
る
。
政
府
は
憲

法
上
保
護
さ
れ
た
利
益
、
特
に
言
論
の
自
由
の
利
益
を
侵
害
す
る
よ
う
な
根
拠
に
よ
っ
て
便
益
供
与
を
拒
否
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
全
て
の
条
件
付
け
が
違
憲
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
違
憲
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
の
か
。
こ
の
判
断
の
際
に
着
目
さ
れ
る
の
は
、
強
制
の
要
素
で
あ
る
。
例
え
形
式
上
は
拒
否
の
自
由
が
あ
る
と
し
て

も
、
自
発
的
に
条
件
を
受
け
入
れ
た
と
は
言
え
ず
、
条
件
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
政
府
が
作
り
出
し
て
い
る
場
合
に
は
、

刑
罰
と
同
様
の
強
制
が
働
い
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
提
示
も
、
限
界
線
上
に
お
い
て
は
受
領

者
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
一
方
で
、
全
て
の
影
響
力
を
強
制
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
以
上
、
違
憲
な
条
件
の
法
理
で
禁
じ
ら
れ

（
町
山
）

る
「
強
制
」
は
、
単
な
る
事
実
の
問
題
で
は
な
く
、
規
範
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
強
制

の
存
在
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
基
準
と
さ
れ
る
の
が
、
条
件
付
き
の
提
示
が
個
人
の
状
況
を
よ
り
悪
く
し
て

い
な
い
か
否
か
の
べ

l
ス
ラ
イ
ン
で
あ
る
。

ク
ラ
イ
マ

l
は
、
政
府
に
よ
る
条
件
付
き
の
便
益
提
供
を
、

「
自
由
を
拡
張
す
る
申
し
込
み
」
と
、

「
自
由
を
減
少
さ
せ
る
脅
迫
」
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三見

に
区
別
し
、
後
者
を
「
配
分
上
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
が
憲
法
上
の
自
由
を
侵
害
す
る
事
例
と
し
て
、

（

ω）
 

一
般
の
処
罰
と
同
様
に
考
え
る
。

そ
し
て
、

そ
の
際
必
要
と
な
る
べ

l
ス
ラ
イ
ン
の
確
定
を
、
現
状
か
ら
の
離
脱
が
あ
る
か
を
問
う
「
歴
史
」
、
当
事
者
の
立
場
が
同
様

三号ι
”冊

の
立
場
に
あ
る
大
多
数
の
他
者
と
異
な
る
か
否
か
を
問
う
「
平
等
」
、
あ
る
状
況
の
下
で
期
待
さ
れ
る
合
理
的
な
行
為
を
政
府
が
行
つ

（
白
）

て
い
る
か
を
問
う
「
予
見
」
の
三
つ
を
参
照
す
る
こ
と
で
定
め
ら
れ
る
と
い
う
。

コ
ー
ル
は
、
違
憲
な
条
件
の
法
理
は
、
「
政
府
の
助
成
提
供
権
限
の
境
界
を
定
め
は
す
る
が
、
助
成

（

侃

）

そ
れ
自
体
の
枠
を
超
え
な
い
部
分
へ
の
条
件
の
実
質
的
正
当
性
を
分
析
す
る
道
具
を
提
供
し
て
は
く
れ
な
い
」
と
考
え
る
。
違
憲
な
条

」
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て

件
の
法
理
は
、

「
政
府
が
、
提
供
す
る
便
益
の
用
途
を
超
え
て
条
件
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
便
益
を
て
こ
に
言
論
を
操
作
す
る
こ
と

を
禁
じ
る
と
い
う
点
で
は
有
益
で
あ
る
」
が
、
「
選
択
的
な
言
論
助
成
に
よ
り
生
じ
る
聴
衆
に
関
す
る
懸
念
を
指
し
示
す
こ
と
が
出
来

（
町
山
）

な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
聴
衆
を
考
慮
し
た
枠
組
み
と
し
て
、
彼
は
「
中
立
性
の
領
域
」
と
名
付
け
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
す
る
。
こ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
政
府
に
よ
る
言
論
内
容
の
操
作
が
活
力
あ
る
公
の
討
議
又
は
聴
衆
の
自
律
を
脅
威
に
さ
ら
す
こ
と
が
な
い
か
、

制
度
の
内
部
的
活
動
が
修
正
一
条
の
中
立
性
の
要
求
に
適
合
的
か
、
非
中
立
性
が
言
論
の
自
由
の
価
値
に
脅
威
を
も
た
ら
す
が
厳
格
な

中
立
性
が
制
度
の
内
部
的
機
能
を
損
な
う
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
何
ら
か
の
中
間
的
な
方
法
に
よ
り
発
言
者
の
独
立
が
制
度
的
に
調
達

（
同
凹
）

さ
れ
て
い
る
か
の
三
点
を
問
う
こ
と
で
、
政
府
の
義
務
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
。

サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
、
違
憲
な
条
件
の
法
理
は
、
現
時
点
で
の
財
の
配
分
を
所
与
の
べ

l
ス
ラ
イ
ン
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
の

（

ω）
 

逸
脱
を
疑
義
あ
る
も
の
と
す
る
現
状
中
立
性
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
あ
り
、
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
、

現
状
中
立
性
は
、
現
状
そ
れ
自
体
が
コ
モ
ン
ロ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
立
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
誤
り
で
あ

り
、
そ
れ
に
基
づ
く
違
憲
な
条
件
の
法
理
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
違
憲
な
条
件
の
法
理
が
前
提
と
す
る
「
助
成
と
処
罰

の
区
別
は
、
規
制
国
家
は
、

さ
も
な
け
れ
ば
よ
く
定
め
ら
れ
た
現
状
の
人
工
的
補
足
物
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
依
拠
し
て
い
る
」
が
、
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我
々
の
現
状
は
も
は
や
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
全
く
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
助
成
へ
の
条
件
が
「
強
制
」
や
「
処
罰
」
な
の
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
政
府
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
利
益
の
性
質
及
び
、
介
入
の
際
に
政
府
が
提
示
す
る
理
由
を
問
、
っ
」
べ

そ
の
際
違
憲
な
条
件
の
法
理
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
。

き
で
あ
っ
て
、

レ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
と
ケ
ス
ラ
l
は
、
違
憲
な
条
件
の
法
理
一
般
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
言
論
助
成
の

（九）

文
脈
に
お
い
て
は
有
用
な
概
念
で
あ
る
と
考
え
る
。
問
題
な
の
は
、
政
府
が
発
言
者
を
、
便
益
が
全
く
提
供
さ
れ
て
い
な
い
状
態
と
比

こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
、

べ
て
よ
り
悪
い
地
位
に
置
い
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
も
し
彼
が
何
も
話
さ
な
か
っ
た
場
合
よ
り
悪
い
地
位
に
置
い
た
か
ど
う
か
で
あ

（

η）
 

る
。
こ
れ
を
判
断
す
る
際
、
言
論
助
成
は
消
極
的
助
成
と
積
極
的
助
成
に
大
別
き
れ
る
と
い
う
。
消
極
的
助
成
は
、
「
こ
れ
か
ら
発
言

言論活動への政府資金助成に対する憲法上の規律

し
よ
う
と
す
る
助
成
の
受
領
者
に
対
し
て
、
彼
が
将
来
発
言
し
な
い
よ
う
に
若
し
く
は
現
在
の
発
言
を
止
め
る
よ
う
条
件
付
け
る
」
も

の
で
あ
り
、
積
極
的
助
成
は
「
個
人
や
団
体
の
言
論
活
動
を
拡
張
し
た
り
促
進
す
る
よ
う
な
助
成
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
は
言
論

の
総
量
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
通
常
の
処
罰
と
同
様
に
違
憲
性
の
推
定
を
働
か
せ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
者
は
、
政
策
助
成
と
追
加

助
成
に
分
類
さ
れ
る
。
政
府
構
成
員
の
任
命
や
彼
ら
の
発
言
に
対
し
て
言
論
内
容
を
考
慮
す
る
政
策
助
成
は
、
発
言
者
が
明
確
で
あ
り

政
策
遂
行
に
必
要
で
あ
る
た
め

一
般
に
合
憲
と
さ
れ
る
。
追
加
助
成
は
、
助
成
対
象
を
見
解
中
立
的
な
形
で
特
定
の
範
晴
や
主
題
に

限
定
す
る
「
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
助
成
」
、
発
一言
者
の
見
解
を
基
準
と
す
る
「
見
解
に
基
づ
く
助
成
」
、
助
成
対
象
と
な
る
申
請
を
選
別

す
る
た
め
行
わ
れ
る
「
『
判
断
上
の
必
要
』
」
に
基
づ
く
助
成
」
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
見
解
に
基
づ
く
助
成
で
は
違
憲
性
が
推
定

さ
れ
る
が
、

カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
助
成
は
、
公
衆
の
討
論
を
見
解
に
基
づ
く
助
成
の
よ
う
に
は
歪
め
な
い
た
め
合
憲
性
が
推
定
さ
れ
る
。

「
判
断
上
の
必
要
」
に
基
づ
く
助
成
で
は
、
政
府
の
決
定
が
、
見
解
中
立
的
な
目
的
と
実
質
的
に
関
連
す
る
基
準
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

（ね）

い
る
な
ら
ば
合
憲
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

以
上
に
見
ら
れ
る
、
違
憲
な
条
件
の
法
理
に
対
す
る
評
価
の
違
い
は
、
こ
の
法
理
に
何
を
求
め
る
か
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
に
あ
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説

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
こ
の
法
理
が
、
従
来
は
憲
法
上
の
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
事
案
を
憲
法
判
断
の
祖
上
に
載
せ
る
た
め

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、

サ
ン
ス
テ
ィ
ン
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
違
憲
な
条
件
の
法
理
は
も
は
や
必
要
な
い
と
も
考
え
ら

両命

れ
る
。
そ
の
一
方
で
、

レ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
と
ケ
ス
ラ
ー
の
よ
う
に
、
違
憲
な
条
件
の
法
理
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
事
象
を
整
理
分
析
す

る
こ
と
で
判
断
の
指
針
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
議
論
の
射
程
を
考
え
る
上
で
違
憲
な
条
件
の
法
理
は
な
お
有
用
な
概
念

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

政
府
言
論

言
論
助
成
の
事
例
は
、
政
府
の
政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
政
府
言
論
の
一
形
態
と
し
て
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
政
府

は
、
そ
の
構
成
員
に
よ
る
言
論
活
動
に
よ
っ
て
自
己
の
政
策
を
推
進
す
る
。
例
え
ば
大
統
領
や
議
員
は
、
自
ら
の
政
治
的
立
場
を
一
三
一
口
論

活
動
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
そ
の
職
務
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
性
質
上
、

そ
の
一
二
一
口
論
は
あ
ら
ゆ
る
見
解
に
中
立

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
高
度
に
党
派
的
な
言
論
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
ら
は
あ
る
側
面
に
お
い
て
は
、
正
に
党
派
的
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
公
共
の
利
益
に
仕
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
政
府
は
私
人
に
助
成
を
行
う
こ
と
で
、
自
ら
の
望
む
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝

え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
助
成
を
受
け
な
い
人
の
言
論
行
為
が
直
接
的
に
制
約
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

「
政
府
の
説
得
者
が
市
民
及
ぴ
市
民
の
最
終
的
決
定
者
と
し
て
の
役
割
を
尊
重
せ
ず
、
市
民
が
政
府
の
計
画
、
政
策
、
目
標
を
受
け
入

（
引
け
）

れ
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
み
を
行
う
こ
と
で
市
民
を
操
作
す
る
」
な
ら
ば
、
市
民
は
政
府
の
道
具
と
化
す
で
あ
ろ
う
。

言
論
助
成
に
関
す
る
政
府
の
条
件
付
け
を
政
府
言
論
と
し
て
肯
定
す
る
論
者
と
し
て
、

グ
リ
ー
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
、

「
濃
密

「
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
に
お
け
る
政
府
は
、
善
に
つ
い
て
の
競
合
す
る
見

（

九

）

解
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。
確
か
に
、
政
府
の
発
言
が
言
論
市
場
で
唯
一
の
声
と

な
卓
越
主
義
」
（
岳
片
付
宮
民
ゅ
の
昨
日

8
2
5）
の
立
場
か
ら
、
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な
る
よ
う
な
「
独
占
」
、
受
領
者
が
自
発
的
に
条
件
を
受
け
入
れ
た
の
で
は
な
く
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
な
「
強
制
」
、
政

府
が
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
隠
し
私
人
を
隠
れ
蓑
に
す
る
よ
う
な
「
腹
話
術
」
が
存
在
す
る
場
合
、
政
府
言
論
に
は
違
憲
の
疑

い
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
通
常
は
政
府
に
よ
る
一
」
一
口
論
市
場
の
独
占
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
単
に
個
人
の
選
択
肢
に
影
響
を
与
え
る
と
い

（
市
）

う
だ
け
で
は
強
制
と
は
言
え
な
い
。
さ
ら
に
腹
話
術
は
、
独
占
や
強
制
が
存
在
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
一
要
素
に
過
ぎ
な
い
。
従
つ

て
、
見
解
が
対
立
す
る
論
点
で
あ
っ
て
も
、
政
府
は
多
数
者
の
決
定
に
従
っ
て
、
特
定
の
見
解
に
基
づ
い
た
助
成
を
行
う
べ
き
だ
と
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
に
直
面
し
た
非
主
流
の
見
解
を
持
つ
者
は
助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、

（

η）
 

網
の
目
に
お
け
る
選
択
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

「
我
々
は
権
力
関
係
の

言論活動への政府資金助成に対する憲法上の規律

こ
れ
に
対
し
て
ポ
ス
ト
は
、

言
論
の
性
質
を
考
え
る
こ
と
で
、
独
立
し
た
公
的
意
見
を
形
成
す
る
場
で
あ
る
公
的
討
論
の
領
域
と
、

政
府
が
そ
の
政
策
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
組
織
す
る
運
常
の
領
域
を
区
別
し
、
助
成
が
政
府
言
論
と
考
え
ら
れ
る
領
域
を
確
定
し
ょ

う
と
す
る
。
助
成
は
言
論
を
公
的
討
議
か
ら
他
の
憲
法
上
の
領
域
に
移
行
さ
せ
う
る
が
、
明
ら
か
に
公
的
領
域
と
さ
れ
る
領
域
に
お
け

（
刊
印
）

る
言
論
助
成
も
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
公
的
領
域
で
は
、
助
成
を
受
け
た
言
論
で
あ
っ
て
も
、
公
的
討
議
一
般
に
当
て
は
ま
る
修
正

（
乃
）

一
条
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
運
営
の
領
域
で
は
、
州
は
自
己
の
資
源
を
特
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
組
織
す

る
の
で
あ
り
、
見
解
差
別
が
頻
発
す
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
発
言
者
は
組
織
の
道
具
で
あ
り
、
そ
の
目
的
に
添
う
よ
う
合
理
的
に
配
置

（
的
）

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
的
討
論
の
領
域
に
入
ら
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
常
に
そ
の
一
三
一
口
論
が
運
営
の
領
域
と
理
解
す
る
こ
と
が

出
来
る
わ
け
で
は
な
い
。
ポ
ス
ト
は
、

河
口
洋
判
決
の
法
廷
意
見
は
、
規
則
の
条
件
付
け
が
健
康
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
運
営
の
領
域
に
合

ま
せ
た
と
考
え
る
が
、
こ
の
種
の
言
論
は
む
し
ろ
専
門
家
の
言
論
と
位
置
づ
け
る
方
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
弁
護
士
や
医

師
の
よ
う
な
専
門
家
に
対
し
て
は
、
所
属
す
る
組
織
と
は
独
立
し
た
判
断
を
行
っ
て
く
れ
る
と
い
う
相
手
方
の
期
待
が
あ
る
。
河
口
由
同

の
よ
う
に
、
医
師
が
真
実
の
情
報
を
伝
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
「
修
正
一
条
は
最
低
限
、
そ
の
制
約
に
実
質
的
な
正
当
化
が
あ
る
こ
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説

と
を
要
求
す
る
」
が
、
中
絶
を
合
ま
な
い
家
族
計
画
医
院
を
作
る
と
い
う
政
策
目
的
を
達
成
す
る
と
い
う
目
的
は
、
憲
法
上
不
十
分
だ

（

剖

）

（

飽

）

と
い
う
。
医
師
と
患
者
の
聞
に
は
知
識
の
不
均
衡
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
「
医
師
は
あ
る
種
の
受
託
者
と
し
て
の
責
務
を
認

会，、
阿問

識
し
て
」
医
療
上
の
ケ
ア
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
社
会
慣
行
が
存
在
す
る
。
専
門
家
の
言
論
は
、
当
事
者
の
た
め
に
最

善
を
尽
く
す
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
こ
そ
説
得
力
を
持
つ
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
政
府
の
口
と
す
る
の
は
そ
の
職
務
の
本
質
に
反
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
政
府
が
特
定
の
目
的
の
た
め
に
専
門
家
に
対
し
て
資
金
を
与
え
、

そ
の
使
途
を
限
定
し
た
り
、
伝
統
的

な
専
門
家
の
役
割
と
異
な
る
関
係
を
作
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
。
し
か
し
、
依
頼
者
の
た
め
に
最
善
を
尽
く
す
と
い
う
専
門
家
と
し
て
の

良
心
か
ら
行
わ
れ
る
真
実
の
言
論
を
禁
じ
る
こ
と
は
、
修
正
一
条
が
保
護
す
る
専
門
家
の
業
務
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
許
さ
れ
な
い

（

幻

）

（

ω凹
）

と
考
え
る
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

言
論
の
説
得
力
は
発
言
内
容
だ
け
で
な
く
、
発
言
主
体
に
よ
っ
て
も
変
化
す
る
。
ヨ
一
丘
一
柵
が
他
の
行
動
と
区
別
さ
れ
る
特
質
は
、

（
町
山
）

そ
れ
が
人
を
説
得
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
私
人
の
発
言
者
を
媒
介
し
た
政
府
言
論
は
、
政
府
が
発
言
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
え
に

（

Mm）
 

く
く
す
る
た
め
、
言
論
の
受
領
者
に
対
し
て
誤
っ
た
印
象
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
政
府
自
身
が
二
乏
の
見
解
に
基
づ
い
て

ま
た
、

発
言
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
し
、

そ
の
際
に
私
人
を
政
府
の
口
と
す
る
こ
と
が
一
切
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

も
し
そ
の
内
容
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
追
求
す
る
の
は
基
本
的
に
は
裁
判
所
の
役
割
で
は
な
く
、
公
的
対
話
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
発
言
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
政
府

に
存
在
す
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム

政
府
に
よ
る
言
論
助
成
を
、
政
府
が
保
有
す
る
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
権
利
と
捉
え
れ
ば
、
こ
の
議
論
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
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ー
ラ
ム
の
議
論
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
H
v
m
将
司
可
開
門
－

z
S
E
E－
〉

E
R
S
Z
C
D
〈
・
句
。
吋
弓
円
。

s－一

E
C
S
E吋印唱

（幻）

〉

g
c
n
U丘
（
）
ロ
に
よ
る
と
、
政
府
が
所
有
す
る
場
所
は
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
ノ
ン

パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
道
路
や
公
固
な
ど
の
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
は
、
表
現
活
動

の
全
面
禁
止
は
許
き
れ
ず
、

ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
条
件
付
け
は
通
常
の
一
言
論
規
制
と
同
様
に
判
断
さ
れ
る
。
公
会
堂
な
ど
州
が
自
己
の

財
産
を
公
衆
に
解
放
し
た
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
は
、

そ
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
設
置
す
る
義
務
は
な
い
が
、

公
衆
に
聞
か
れ
て
い
る
聞
は
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
同
様
に
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
場
所
で
あ
る
ノ
ン
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ

ォ
l
ラ
ム
で
は
、
見
解
に
よ
る
差
別
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
場
所
本
来
の
目
的
の
た
め
に
内
容
規
制
を
行
う
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
こ
の
枠

言論活動への政府資金助成に対する憲法上の規律

組
み
に
よ
れ
ば
、
助
成
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
若
し
く
は
ノ
ン
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
成
立
が
争
わ
れ
た
近
年
の
事
例
で
は
、
当
該
場
所
を
公
衆
に
解
放
す
る
と
い

（

ωm）
 

う
政
府
の
意
凶
が
な
い
場
合
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
特
定
の
政
策
目
的
を
掲
げ
て
立
法
さ
れ
た
助
成
を
争
う
こ
と

は
困
難
と
な
る
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
事
案
で
は
な
い
が
、

河
口
洋
判
決
は
資
金
助
成
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
と
考
え

河
口
洋
判
決
は
政
府
白
身
が
話
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
政
策
の
射
程
を
定
め
る
際
に
見

（
約
）

解
に
基
づ
く
こ
と
も
許
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
「
全
く
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

ら
れ
る
。
し
か
も
、
後
の
事
案
に
お
い
て
、

し
、
岡
山
。

mgσqmq判
決
ゃ
ぐ
巳
ω
N心
己
巾
N

判
決
で
は
、
政
府
の
意
図
が
必
ず
し
も
決
定
的
で
は
な
く
、

そ
の
場
所
が
果
た
す
機
能
に

よ
っ
て
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
成
立
を
認
め
、
政
策
の
射
程
を
定
め
る
境
界
線
が
「
正
し
く
」
（
宮
司

E
口
三
引
か
れ
て

い
る
か
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
あ
る
場
所
に
対
す
る
表
現

目
的
の
ア
ク
セ
ス
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
、
設
置
目
的
に
つ
い
て
の
政
府
の
意
図
で
は
な
く
、
そ
の
場
所
が
果
た
す

（
卯
）

通
常
の
機
能
が
表
現
活
動
と
基
本
的
に
適
合
し
な
い
か
否
か
を
問
う
べ
き
と
す
る
「
基
本
的
不
適
合
性
」
テ
ス
ト
と
の
共
通
点
を
見
い
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説

だ
す
こ
と
が
出
来
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
何
が
「
通
常
の
機
能
」
な
の
か
が
問
題
と
な
る
。

ア
ク
セ
ス
を

論

求
め
ら
れ
た
場
の
機
能
が
表
現
行
為
に
よ
り
阻
害
さ
れ
る
度
合
い
を
考
え
る
不
適
合
性
テ
ス
ト
に
対
し
て
は
、
何
に
対
し
て
不
適
合
な

（引）

の
か
が
不
明
で
、
結
論
の
確
定
が
出
来
な
い
も
の
に
な
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
助
成
を
受
け
る
対
象
が
少
な
く
と
も
主
題
に
よ
る

限
定
を
受
け
う
る
こ
と
が
明
ら
か
な
言
論
助
成
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
以
上
に
「
通
常
の
機
能
」
を
同
定
す
る
の
が
難
し
い
こ
と
は
否
め

な
い
o
H
N
0
2
ロ
σ
q
m
q判
決
ゃ
ぐ
巳
m
w
N
A
5
N
判
決
で
は
、
大
学
や
裁
判
所
と
い
っ
た
対
立
す
る
見
解
が
衝
突
す
る
こ
と
が
場
の
本
質

（

m
U）
 

で
あ
る
こ
と
が
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
た
領
域
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
領
域
に
対
し
て
こ
の
議
論
が
ど
こ
ま
で
説
得
力
を

持
つ
の
か
は
、
言
論
活
動
が
行
わ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
、
修
正
一
条
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
の
か
に
か

か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、

言
論
助
成
の
領
域
で
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
行
っ
て
い
る
か
、

言
論
助
成
を
分
析
す
る
枠
組
み
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
、
違
憲
な
条
件
の
法
理
、
政
府
言
論
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
っ
た
法
理
を
概
観
し
た
。

い
ず
れ
の
法
理
も
、

現
代
社
会
に
お
い
て
政
府
の
役
割
が
増
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
府
の
正
統
性
を
担
保
す
る
、
自
律
し
た
市
民
の
意
思
決
定
そ
の
も

の
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
危
倶
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、

そ
こ
に
は
無
視
で
き
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
の

違
い
も
存
在
す
る
。
違
憲
な
条
件
の
法
理
が
、
基
本
的
に
は
発
言
者
の
自
律
に
対
す
る
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
情
報

受
領
者
の
自
律
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
政
府
言
論
の
枠
組
み
は
、
助
成
に
よ
り
作
ら
れ
た
言
論
が
情
報
受
領
者
に
与
え

る
影
響
に
着
目
し
て
、
発
言
者
に
対
す
る
政
府
の
関
わ
り
方
を
規
律
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
フ
ォ

ー
ラ
ム
の
枠
組
み
は
、
表
現
の
場
の
性
質
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
発
言
者
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
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る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
言
論
助
成
が
い
ず
れ
の
側
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
言
論
助
成
が
行
わ
れ
る
領
域
が
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
を
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
で
、
場
の
側
面
に
適
合
的
な
法
理
に
基
づ
い
て
考
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

政
府
が
行
う
事
業
に
関
わ
る
運
営
組
織
や
運
営
者
の
総
体
を
制
度
と
捉
え
、
制
度
が
果
た
す
機
能
を
、

そ
の
制
度
が
社
会
で
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
と
い
う
文
化
的
側
面
か
ら
考
慮
し
、

そ
の
領
域
で
許
さ
れ
る
考
慮
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
、
シ
ャ
ウ
ア
l

（幻）

の
制
度
特
定
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（
E
2広三一
oロ
告
2
5
n
s
h
S
D
O吋
ω］）
U
S
R
Y）
は
、
そ
の
よ
う
な
試
み
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
そ
の
際
に
分
析
枠
組
み
が
果
た
す
機
能
は
、
条
件
付
け
を
正
当
化
す
る
理
由
付
け
を
判
断
す
る
際
に
、

完
全
に
ア
ド
ホ
ッ
ク
な

判
断
と
な
る
こ
と
を
避
け
、
そ
の
評
価
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

言論活動への政府資金助成に対する憲法上の規律

最
後
に
、
以
上
の
検
討
が
日
本
に
お
け
る
言
論
助
成
の
問
題
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
か
に
つ
き
、
芸
術
助
成
を
例
に

見
て
お
き
た
い
。

日
本
で
国
か
ら
の
出
資
金
を
中
心
と
し
て
芸
術
活
動
へ
の
助
成
を
行
っ
て
い
る
団
体
と
し
て
、
独
立
行
政
法
人
日
本

芸
術
文
化
振
興
会
が
あ
り
、
そ
の
内
部
に
芸
術
文
化
振
興
基
金
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
基
令
は
、
舞
台
芸
術
、
映
画
、
地
域
の
文

（似）

化
振
興
な
ど
に
対
し
て
助
成
を
行
っ
て
い
る
が
、
受
領
対
象
の
活
動
に
は
「
山
不
教
的
又
は
政
治
的
な
宣
伝
意
図
を
有
し
な
い
も
の
」
と

い
う
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
。
文
化
芸
術
振
興
共
牛
本
法
二
条
は
、
文
化
芸
術
の
振
興
に
あ
た
っ
て
は
、
文
化
芸
術
活
動
を
行
う
者
の
自

主
性
・
創
造
性
が
尊
重
さ
れ
、
多
様
な
文
化
芸
術
の
保
護
及
ぴ
発
展
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
定
め
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
は
憲
法
二
一
条
の
観
点
か
ら
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
要
素
で
あ
る
。
意
図
せ
ず
し
て
芸
術
作
品
が
政
治
的
意
味
合
い
を
持
た
さ
れ
る

こ
と
も
稀
で
は
な
い
し
、
芸
術
が
既
存
の
権
威
や
常
識
へ
の
挑
戦
と
い
う
側
面
を
持
つ
活
動
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
政
治
性
・
宗

教
性
と
芸
術
性
を
切
り
離
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

専
ら
党
派
的
な
宣
伝
や
布
教
そ
れ
自
体
と
密
接
に
関
わ
る

活
動
に
対
す
る
助
成
拒
否
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
は
そ
う
憲
法
上
義
務
づ
け
ら
れ
う
る
と
し
て
も
、
特
定
の
見
解
に
対
す
る

（

Mm）
 

嫌
悪
の
念
か
ら
助
成
を
拒
否
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
単
に
そ
の
活
動
が
政
治
的
・
宗
教
的
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
助
成
か
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説

ら
排
除
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
芸
術
活
動
の
本
質
の
点
か
ら
は
疑
問
が
あ
ろ
う
。
他
方
、
芸
術
性
を
判
断
す
る
際
に
、
内
容
あ
る
い

こ子♂、
骨聞

は
見
解
に
基
づ
い
た
判
断
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
決
定
は
、
専
門
性
に
基
づ
く
自
律
が
担
保

（

Mm）
 

さ
れ
た
機
関
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
言
論
助
成
が
行
わ
れ
る
文
脈
は
極
め
て
多
岐
に
わ
た
り
、
個
々
の
状
況
に
応
じ

た
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（1
）
奥
平
康
弘
『
な
ぜ
「
表
現
の
自
由
」
か
』
六
O
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
。

（2
）
阪
口
正
二
郎
「
表
現
の
自
由
・
市
場
・
国
家
」
大
須
賀
明
編
「
社
会
国
家
の
憲
法
理
論
』
二
七
頁
（
敬
文
堂
、

一
九
九
五
年
）
、
阪
口

正
二
郎
「
表
現
の
自
由
を
め
ぐ
る
『
普
通
の
国
家
」
と
『
特
殊
な
国
家
』
」
『
二

O
世
紀
シ
ス
テ
ム

5

国
家
の
多
厳
性
と
市
場
』
一
三
頁

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
。

（3
）

言
論
助
成
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
奥
平
康
弘
「
福
祉
国
家
に
お
け
る
表
現
の
不
自
由
｜
｜
富
山
県
立
近
代
美
術
館
の
ば
あ
い
」

法
時
六

O
巻
二
号
七
五
頁
（

一
九
八
八
年
）
、
奥
平
康
弘

『法
つ
て
な
ん
だ
」

一
八
四
頁
（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九
五
年
）
、
奥
平
康
弘

つ
自
由
。
と
不
連
続
関
係
の
文
化
と
か
自
由
。
と
折
合
い
を
つ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
文
化
（
上
）
（
中
）
（
下
こ
法
セ
ミ
五
四
七
号
八
O

頁
、
五
四
八
号
八
二
頁
、
五
四
九
号
七
七
頁
（
二

0
0
0年
）
、
蟻
川
恒
正
「
国
家
と
文
化
」

「岩
波
講
座
現
代
の
法
一
現
代
国
家
と

法』

一
九
四
頁
（
岩
波
書
店
、

一
九
九
七
年
）
、
阪
口
正
二
郎
「
芸
術
に
対
す
る
国
家
の
財
政
援
助
と
表
現
の
自
由
」
法
時
七
四
巻
一
号
三

三
頁
（
二
O
O二
年
）
、
築
山
欣
央
「
表
現
に
対
す
る
政
府
の
補
助
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
｜
l
ア
メ
リ
カ
の
事
例
を
中
心
に
｜
｜
」
法
学
政

治
学
論
究
第
五
三
号一

O
五
頁
（
二

O
O二
年
）
。

（4
）

N印印己・
ω・
8
叶（

ENH）・

（5
）
匂
町
内
、
町
－

hJω
円宮内ロ門町〈－

C
E
R己

ω
g
z
p
Nお
ロ

ω
合
（

5
5）・

（6
）
呂
町
富
山
田
印
－

N
5・出
2
・
円
巴
叶
（

HSN）・

（7
）

N
2
c
m
g
ω
（同由民）

（8
）
め
町
内

hhshミ
～
？
当
日
－
－
一
回
目
当
・
〈
自
己
田
守
口
巾

W
J3
n
u
n
S
N的
問
。
＼
志
向

F
h
p

町、3．晃司
a
m
m
u
s
h
Eミ
s

s

p言
及
川

NRRSミ

ト

b
F
巴
出
向
〈
戸
河
内
〈
－

Eω
由（

E
E）
中
林
暁
生
「
違
憲
な
条
件
の
法
理
の
成
立
」
東
北
法
学
第
一
八
日
万
一

O
一
頁
（
二
0
0
0年）

0
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20N
〕民同（ドロ円）門的（引け現川市選）

(
 

O"l) 

（宮）

（コ）

（出）

（巴）

(;::!;) 

（出）

(:::;) 

（口）

（宮）

（宮）

（日）

（目）

（~） 

（~） 

（~） 
Id. 

at 385
.
 

（自）
Id. 

at 400. 

（自）
500 U

.
S
.
 173 

(1991). 

（お）
Id. 

at 193. 

（自）
Id. 

at 197. 

（~） 
Id. 

at 
207. 

~
f
l
ホ
一
様
穿
担
当
’

l区
間
柄
~

E>r-必
’
艇
斑
芋
盗
品

Jい
で
相
1\'J~

ぷ
ニ
ム

jヤ
の
話
余

!1.
E;
ぐ！＇（

Iト
干

ー
ト

入
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《
ロ
制
隔
主
目
写
字
道
和
§
J
慢
が
γ
相
JA!ヤ

t.(O話
d司
会

j袋
二
ド
E

需~＿）
＼－－＇ニ令。

。
Id. 

at 
220-223 

(Stevens, 
]., 

dissenting); 
id
.
 

at 223
・225

(
0’Connor, ]., 

dissenting). 

357 U
.
S
.
 513 (1958). 

D
e
n
n
i
s
 v. 

United States, 341 U.S. 494 
(1951). 

尋
問

民
357

U
.
S
.,

 at 529. 

358 U.S. 498 
(1959). 

Id. 
at 513. 

424 U.S. 1
 (1976). 

Id. 
at 96. 

Id. 
at 99. 

Id. 
at 108-109. 

461 U.S. 540 
(1983). 

Id. 
at 545. 

Id. 
at 549

.
 

468 U.S. 364 
(1984). 

Id. 
at 380. 

Id. 
at 381-384. 

社挺（bけ「潟艇のい友け一蛍窓恥明細僅溢（bど有明日記
h徳川川



〔目的CCN〕司的同（担問HH）向山（朴出長選）

(
g
)
 

（お）

（~） 

(rn 
（話）

（自）

（寓）

（民）

（詫）
Id. 

at 893. 

（毘）
Id. 

at 895-896. 

（ミ）
L
a
m
b’s

 Ch
a
p
e
l
 v. 

Center M
o
r
i
c
h
e
s
 U
n
i
o
n
 F
r
e
e
 S
c
h
o
o
l
 District, 508 U.S. 384 

(1993). 

（弓）
Rosenberger, 515 U.S., at 897-898. 

（司）
524 U.S. 569 

(1998). 

（ミ~）
入
ヤ
入
予
〈
て
ー
そ
＼
様
芋
担
当
’

「
首
長
~
’
恒
革
主
主
ヤ

1]:1J$，
~
~
革
命
霊
峰
皮
脂
ゐ

~l:l国
人

jぷ心霊長江主：明；；：｛~~.＋：：＇.ャ二時掛
!1~岩

F
い

P

穏
や
い
ト
G
霊
告
~
G
車
。
訂
い
今
年

1~1ご
ニ
小
ト

(0J
 _.l.J 

_
_
)
 .;J

話
余
命

j是
正
ニ
い

F
士
道
忠
I~国
民

!1制
退
J
い
二
時
。

（ヨ）
Finl

，り，
524

U.S., at 580-581. 

（~） 
Id. 

at 586 588. 

（
~
）
 

Id. 
at 590. 

(':;) 
Id. 

at 592 596. 

（~） 
Id. 

at 608-609. 

（
~
）
 

Id. 
at 613-615. 

（呂）
531 U.S. 533 

(2001). 

（巴）
O
m
n
i
b
u
s
 Consolidated Rescissions a

n
d
 Appropriations A

c
t
 of 1996, 

§
 504 (a) (16). 

Id. 
at 210. 

Id. 
at 211 

(quoting W
o
o
l
e
y
 v. 

M
a
y
n
a
r
d
,
 430 U.S. 705, 

715 
(1977)). 

Id. 
at 213-220. 

515 U.S. 819 
(1995). 

Id. 
at 829. 

'°' ，，，，包1重

Id. 
at 830. 

Id. 
at 833 834 

(citation omitted). 

Id. 
at 839. 



〔司・2CN〕岱口（町内HH）的出（朴出川市長）

（自）
Velazquez, 531 U.S., at 541 543. 

（自）
Id. 

at 
543 

(quoting 
League 

of 
W
o
m
e
n
 
Voters 

of 
California, 

468 
U.S. 

364 
;

 Ar
k
a
n
s
a
s
 Ed. 

Television 

C
o
m
m
'
n
 v. 

Forbes, 523 U.S. 666 
(1998); Rosenberger, 515 U.S. 819). 

（苫）
Id. 

at 544. 

（巴）
Id. 

at 545 546. 

（自）
Id. 

at 549. 

（包）
Id. 

at 552. 

（自）
Id. 

at 555-556. 

（巴）
Id. 

at 556. 

（宰）
Id. 

at 556-557. 

（呂）
モ
ト
~
程

-P<
・
i~
零
封
（

oo)-iM除堕；。

（
~
）
 

408 U.S. 593 
(1972). 

（呂）
K
a
t
h
l
e
e
n
 M
.
 Sullivan, 

Unconstitutional Conditions, 102 H
a
r
v
.
 L. 

Rev. 1413, 
1446 

(1989). 

（忍）
S
巴
th

F. 
Kreimer, Allocational Sanctions, 

132 
U. Pa. L. 

Rev. 1293, 
1352.

哨
.{.l'
室
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::P!lt:w~二
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往
ミ
ミ
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但
今
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j笈
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jキ
Jお
ニ
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ぃ
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，
E
盟
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）
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の
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製
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\Jペ

ト
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£
ぷ
ニ
。

Id.

（串）
Id.atl359-74. 

（宰）
D
a
v
i
d
 Cole, B

e
y
o
n
d
 Unconstitutional Conditions, 67 N

.
 Y. U. L. 

Rev. 675, 697 
(1992). 

（足）
Id. 

at 701. 

（宰）
Id. 

at 736-738. 

(
$
)
 
C
A
S
S
 R. SUNSTEIN, T

H
E
 p

 AR
T
I
A
L
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O
N
S
T
I
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U
T
I
O
N
 292 

(
H
a
r
v
a
r
d
 University Press, 1993). 
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附
起
集
室
斗
P
ニ
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~
’
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制
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墜
必
ど
い
ニ
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＆
明
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主
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i
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宰
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 D
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e
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ゅ
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R
e
v
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（己）
M
A
R
K
 G. Y

U
D
O
F
,
 W

H
E
N
 G
O
V
E
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a
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R
e
v
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ヨ
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e
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o
m
m
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r
c
i
a
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GH（写HH）的目（が尚一長選）
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ま
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生
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ト
判
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け

り
ゃ
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明
和
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説

頁
）
が
重
要
な
問
題
を
示
し
て
い
る
。
天
皇
コ
ラ
ー
ジ
ュ
事
件
に
つ
い
て
は
、
奥
平
康
弘
「
福
祉
国
家
に
お
け
る
表
現
の
不
自
由
i

｜
富

山
県
立
近
代
美
術
館
の
ば
あ
い
」
、
つ
自
由
4

と
不
連
続
関
係
の
文
化
と
か
白
由
。
と
折
合
い
を
つ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
文
化
（
上
）
」
・

前
掲
注
（
3
）
を
参
照
。

（Mm
）
蟻
川
論
文
・
前
掲
注
（
3
）
は
、
自
律
の
確
保
を
制
度
や
法
形
式
に
の
み
依
拠
す
る
態
度
を
厳
し
く
戒
め
、
文
化
専
門
職
が
そ
の
職
責

を
認
識
し
て
行
為
す
る
こ
と
に
よ
る
「
不
定
形
の
力
」
を
強
調
す
る
。

ーノさ、
員聞

［
付
記
］
二

O
O
二
年
度
関
西
ア
メ
リ
カ
公
法
学
会
秋
期
研
究
会
（
一
二
月
七
日
、
於
み
の
お
山
荘
）
に
お
い
て
本
稿
の
宇
部
を
報
告
す
る
機

会
を
得
た
。
筆
者
の
報
告
に
対
し
会
員
の
諸
先
生
方
か
ら
貴
重
な
御
指
導
御
教
一
不
を
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
巾
し
上
げ
ま
す
。

［
追
記
］
脱
稿
後
、
蟻
川
恒
正
「
政
府
と
一
一
一
一
口
論
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
四
号
九
一
頁
（
二

O
O三
年
）
に
接
し
た
。
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