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﨑
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﹃
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︱
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Ⅰ

概
要

本
書
は
岡
﨑
教
授
に
よ
っ
て
︑
２
０
２
４
年
９
月
15
日
に
︑
法
政
大

学
出
版
会
か
ら
だ
さ
れ
た
序
論
︑
結
論
と
と
も
に
全
７
章
か
ら
な
る
最

新
刊
の
１
冊
を
な
し
て
い
る
︒
全
体
と
し
て
２
７
８
ペ
ー
ジ
に
及
び
︑

参
考
文
献
だ
け
で
も
27
ペ
ー
ジ
に
達
す
る
力
作
と
な
っ
て
い
る
︒

書
評
の
通
例
に
よ
り
︑
各
章
の
概
要
を
説
明
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ

う
︒
そ
れ
以
前
に
︑
全
章
を
以
下
︑
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

序
論

﹁
政
治
改
革
﹂
30
年

第
１
章
﹁
政
治
改
革
﹂
再
訪

第
２
章
﹁
政
治
改
革
﹂
の
政
治
思
想

第
３
章
﹁
政
治
改
革
﹂
の
帰
結

第
４
章

単
記
限
定
移
譲
式
比
例
代
表
制
の
制
度
の
検
討

第
５
章

多
数
派
優
遇
式
比
例
代
表
制
の
精
度
設
計

第
６
章

多
数
派
優
遇
式
比
例
代
表
制
の
合
憲
性

第
７
章

抽
選
制
市
民
院

第
７
章
補
論

抽
選
官
僚
制

結
論

新
し
い
政
治
改
革
へ

と
な
っ
て
い
る
︒
選
挙
制
度
の
用
語
に
慣
れ
て
い
る
読
者
に
と
っ
て

は
︑
読
破
す
る
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
努
力
を
必
要
と
し
な
い
か
も
し
れ
な

い
︒
し
か
し
︑
わ
た
し
の
よ
う
に
選
挙
制
度
に
つ
い
て
︑
小
選
挙
区
制

と
比
例
代
表
制
の
２
つ
程
度
し
か
知
ら
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
︑
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
選
挙
用
語
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
︑読
破
す
る
の
に
は
︑

そ
れ
な
り
の
努
力
が
必
要
だ
と
い
え
よ
う
︒
た
だ
︑
付
け
加
え
れ
ば
︑

選
挙
制
度
に
対
す
る
術
語
が
多
く
︑
そ
の
理
解
に
は
難
解
を
感
じ
さ
せ

る
も
の
の
︑
論
旨
は
極
め
て
明
確
で
︑
各
章
ご
と
に
一
貫
し
た
論
理
が

展
開
さ
れ
て
い
る
︒

本
書
の
主
題
は
︑
市
民
の
意
見
が
議
会
に
公
平
に
平
等
に
反
映
さ
せ

る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
﹃
新

し
い
政
治
改
革
へ
﹄
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
意
欲
は
旺
盛
で
あ
り
︑
研

究
の
掘
り
下
げ
も
深
い
︒

さ
て
︑
最
初
に
戻
っ
て
︑
術
語
の
困
難
さ
で
い
え
ば
︑
第
４
章
の
﹁
多
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数
派
優
遇
式
比
例
代
表
制
﹂︑
ま
た
第
５
章
の
﹁
単
記
限
定
移
譲
式
比
例

代
表
制
﹂︑
さ
ら
に
﹁
抽
選
制
市
民
院
﹂︑﹁
抽
選
官
僚
制
﹂
と
続
い
て
く

る
と
︑
わ
た
し
に
と
っ
て
は
︑
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
の
に
そ
れ
な
り

の
労
力
を
必
要
と
す
る
著
作
と
な
っ
て
い
る
︒

加
え
て
︑
１
行
︑
１
行
に
そ
れ
な
り
に
深
い
意
味
が
託
さ
れ
て
い
る

の
と
同
時
に
︑
多
く
の
情
報
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
た
め
︑
安
易
に
︑

そ
し
て
簡
単
に
は
読
み
飛
ば
せ
る
書
物
で
も
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て

お
く
こ
と
に
し
た
い
︒

用
語
の
問
題
は
さ
て
お
き
︑
著
者
が
展
開
し
よ
う
と
し
た
政
治
改
革

に
対
す
る
考
え
方
に
は
︑
思
慮
深
い
も
の
が
あ
り
︑
同
時
に
ど
の
よ
う

に
す
れ
ば
︑
市
民
の
意
見
が
正
確
に
︑
ま
た
過
不
足
な
く
政
治
︵
国
会
︶

に
反
映
す
る
か
を
︑
長
年
熟
慮
し
て
き
た
経
緯
が
読
み
取
れ
︑
そ
の
意

味
で
は
力
作
の
１
つ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

序
論
で
︑
詳
説
さ
れ
て
い
る
が
︑
日
本
で
戦
後
１
度
の
大
選
挙
区
制

を
除
い
て
︑
１
９
９
３
年
︑
細
川
首
相
と
河
野
自
民
党
総
裁
の
間
で
︑

初
め
て
小
選
挙
区
制
比
例
代
表
並
立
制
が
導
入
さ
れ
た
︒
今
か
ら
30
年

前
に
さ
か
の
ぼ
る
改
革
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
︑例
え
ば
学
部
卒
業
後
︑

博
士
課
程
を
修
了
し
た
学
生
は
28
歳
で
あ
り
︑細
川
︱
河
野
会
談
な
ど
︑

生
ま
れ
る
前
の
こ
と
に
あ
た
り
︑
す
で
に
歴
史
的
事
実
の
部
類
に
入
っ

て
い
る
︒
わ
た
し
が
学
生
時
代
は
︑
70
年
安
保
闘
争
の
時
代
で
あ
り
︑

大
学
紛
争
の
時
代
で
も
あ
っ
た
︒
そ
の
わ
た
し
か
ら
す
れ
ば
︑
自
民
党

が
政
権
を
失
う
こ
と
な
ど
︑
わ
た
し
が
生
き
て
い
る
間
に
は
起
こ
り
え

な
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
だ
︒

し
か
し
１
９
９
３
年
︑
宮
沢
内
閣
は
選
挙
で
多
数
派
を
取
り
な
が
ら

も
︵
２
２
３
議
席
︶︑
議
席
の
過
半
数
を
と
れ
ず
に
︑
当
時
の
野
党
連
合

に
政
権
を
譲
り
渡
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
細
川
︑
日
本
新
党
党
首
が
首
相

の
座
に
つ
き
︑
結
党
以
来
︑
初
め
て
野
党
と
な
っ
た
自
民
党
も
︑
政
治

改
革
に
手
を
染
め
ざ
る
を
得
な
い
時
代
と
な
っ
た
︒

こ
の
間
の
事
実
関
係
は
︑
序
章
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
︑

若
い
研
究
者
は
ま
ず
腰
を
す
え
て
﹁
序
章
﹂
の
戦
後
初
め
て
の
大
型
政

治
改
革
の
意
味
を
十
分
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
︒

そ
の
後
︑
全
７
章
は
２
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
︒
第
１
章
か
ら
第

６
章
ま
で
は
︑
日
本
を
含
め
︑
各
国
の
選
挙
制
度
を
理
解
し
な
が
ら
︑

様
々
な
選
挙
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
︑
デ
メ
リ
ッ
ト
の
分
析
に
充
て
ら
れ
て

い
る
︒
い
わ
ば
︑
選
挙
制
度
の
分
析
編
を
な
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
第
７
章
以
下
は
︑
著
者
が
提
案
す
る
国
会
の
理
想

モ
デ
ル
の
紹
介
と
な
っ
て
い
る
︒
い
わ
ば
︑
分
析
編
に
対
し
て
理
想
編

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
か
︒

Ⅱ

各
章
の
分
析

第
２
章
か
ら
第
６
章
ま
で
は
︑
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
の
２
つ
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の
変
数
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
が
︑
市
民
の
意
見
を

政
治
に
最
大
限
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
︑
各
国
の
事
例
な
ど
も

含
め
︑
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
定
義
と
し
て
は
︑
小
選
挙

区
制
は
政
権
選
択
の
選
挙
で
あ
り
︑
比
例
代
表
制
は
政
策
選
択
の
選
挙

に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

ま
ず
第
２
章
で
は
︑﹁﹁
政
治
改
革
﹂
再
訪
﹂
と
題
し
て
︑
１
９
９
３

年
の
政
治
改
革
以
降
︑
現
在
に
及
ぶ
日
本
の
政
治
改
革
が
詳
し
く
分
析

さ
れ
て
い
る
︒
１
９
９
３
年
の
政
治
改
革
で
は
︑﹁
小
選
挙
区
比
例
並

立
制
﹂
が
よ
い
の
か
︑
そ
れ
と
も
﹁
小
選
挙
区
比
例
併
用
制
﹂
が
よ
い

の
か
が
︑
論
争
の
的
と
な
っ
た
︒
単
純
に
言
え
ば
﹁
並
立
制
﹂
は
小
選

挙
区
に
重
き
を
置
き
︑﹁
併
用
制
﹂
は
比
例
代
表
に
重
き
を
置
く
制
度
だ

が
︱
︱
た
だ
そ
の
中
間
に
比
例
代
制
連
用
制
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑

紙
面
の
関
係
で
こ
の
部
分
は
︑
割
愛
し
た
い
︒
さ
て
中
選
挙
区
で
選
挙

を
戦
っ
て
き
た
各
政
党
は
︑
や
は
り
選
挙
区
に
力
点
を
置
き
︑
結
果
と

し
て
﹁
並
立
制
﹂
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

以
降
の
各
章
で
は
︑
こ
の
制
と
併
用
制
を
基
礎
と
し
て
︑
こ
れ
ら
２

つ
の
選
挙
制
度
を
ど
の
よ
う
に
止
揚
︵
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
︶
し
て
い
く

の
か
︑
い
わ
ば
選
挙
制
度
の
高
度
化
が
分
析
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
意
味

に
お
い
て
も
︑
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
が
︑
そ
れ
以
降
の
選
挙
制

度
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
点
を
︑
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
︒

第
２
章
︑
第
３
章
は
︑
日
本
で
採
用
さ
れ
た
小
選
挙
区
制
比
例
代
用

並
立
制
の
た
ど
っ
て
き
た
歴
史
が
分
析
さ
れ
て
い
る
︒
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
﹁
並
立
制
﹂
は
小
選
挙
区
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
た
め
︑
政
権
選

択
の
選
挙
と
な
り
や
す
い
︒
し
か
し
﹁
並
立
制
﹂
導
入
に
よ
っ
て
︑
２

０
１
９
年
に
は
民
主
党
が
政
権
を
奪
取
す
る
︒
正
確
に
言
え
ば
︑
民
主

党
だ
け
で
は
︑
参
議
院
で
多
数
派
を
構
成
で
き
な
い
の
で
︑
新
党
日
本

と
社
民
党
の
連
立
政
権
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
︒

し
か
し
政
治
運
営
の
未
熟
さ
か
ら
２
０
１
２
年
に
は
自
民
公
明
の
連

立
政
権
が
勝
利
し
て
︑
以
後
﹁
安
倍
一
強
﹂
と
ま
で
言
わ
れ
る
政
治
体

制
が
継
続
し
た
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
並
立
制
は
政
権
交
代
も
可
能
に
す

る
が
長
期
政
権
を
生
み
出
す
危
険
性
を
併
せ
持
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
２

側
面
が
如
術
に
現
れ
た
の
が
︑
こ
の
20
数
年
間
で
あ
っ
た
︒

こ
の
間
の
経
緯
は
︑
詳
し
く
２
章
︑
３
章
で
分
析
さ
れ
て
い
る
が
︑

あ
ま
り
現
実
政
治
に
足
を
踏
み
込
ま
ず
に
形
式
的
合
理
性
と
し
て
︑
よ

り
よ
い
議
会
制
を
創
造
す
る
こ
と
に
著
者
の
力
点
が
あ
る
た
め
︑
政
党

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
に
は
︑
あ
ま
り
手
を
染
め
て
は
い
な
い
︒

本
書
で
は
出
て
こ
な
い
が
﹃
安
倍
晋
三
回
顧
録
﹄
の
中
で
︑
安
倍
首

相
が
も
っ
と
も
恐
れ
た
の
は
︑
小
池
百
合
子
が
立
ち
上
げ
よ
う
と
し
た

﹃
希
望
の
党
﹄
の
動
き
だ
と
回
想
し
て
い
る
︒
１
９
５
５
年
の
保
守
合

同
以
来
︑
自
民
党
の
内
部
に
保
守
層
も
︑
リ
ベ
ラ
ル
層
も
含
ま
れ
て
い

た
︒
そ
の
意
味
で
保
守
リ
ベ
ラ
ル
の
政
党
が
立
ち
上
が
る
こ
と
を
も
っ

と
も
危
惧
し
て
い
た
し
︑
松
下
政
経
塾
も
自
民
党
に
対
抗
す
る
保
守
リ
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ベ
ラ
ル
新
党
を
画
策
す
る
た
め
に
立
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

安
倍
政
治
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
が
︑
逆
に

本
書
は
政
治
改
革
の
理
論
書
に
特
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
こ
に

は
︑
当
然
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
︒
メ
リ
ッ
ト
は
純
粋
に
政

治
改
革
を
理
論
づ
け
よ
う
と
し
た
稀
有
の
著
作
と
な
っ
て
い
る
が
︑
理

論
づ
け
れ
ば
当
然
︑
そ
の
分
︑
現
実
政
治
か
ら
距
離
が
で
る
と
い
デ
メ

リ
ッ
ト
も
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
の
著
書
の
基
本
に
戻
る
と
︑﹁
並
立
制
﹂
で
は
政
権
選
択
が
︑

﹁
併
用
制
﹂
で
は
政
策
選
択
が
主
な
作
用
で
あ
る
と
い
う
定
理
と
で
も

呼
ぶ
べ
き
原
理
か
ら
出
発
し
て
い
る
︒
こ
の
政
権
選
択
と
政
策
選
択
の

調
合
性
を
と
る
た
め
に
︑
第
４
章
で
は
︑
多
数
派
優
位
比
例
代
表
制
の

原
理
が
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
小
選
挙
区
制
で
長
期
政
権
が
で
き
る
こ
と

を
防
ぎ
︑
併
用
制
で
少
数
政
党
が
乱
立
し
︑
政
権
の
安
定
に
時
間
が
か

か
り
︑
そ
の
間
︑
市
民
に
重
要
な
法
案
が
審
議
さ
れ
な
い
こ
と
を
防
止

す
る
た
め
に
︑
一
番
多
数
を
と
っ
た
政
党
に
55
パ
ー
セ
ン
ト
の
議
席
配

分
を
し
︑
残
り
の
45
パ
ー
セ
ン
ト
を
少
数
政
党
や
少
数
連
合
政
党
に
議

席
を
あ
た
え
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
︒
そ
の
過
程
か
ら
﹁
多
数
派
優
位

性
﹂
が
提
案
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
構
想
の
基
本
は
︑
比
例
制
重
視
で
あ
れ
ば
小
党
が
乱
立
し
︑
政

権
構
造
が
確
定
す
る
の
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
を
防
ぐ
意
味
が
託
さ
れ

て
い
る
︒

第
４
章
は
︑
小
さ
く
扱
わ
れ
て
い
て
︑
第
４
章
の
み
で
︑
各
節
は
な

い
︒
内
容
は
︑
そ
れ
だ
け
単
純
で
︑
単
記
限
定
で
︑
比
例
区
の
少
な
い

政
党
に
一
定
の
票
を
移
譲
す
る
こ
と
で
︑
政
党
の
力
の
平
準
化
を
は
か

ろ
う
と
す
る
も
の
だ
︒

第
５
章
で
は
︑﹁
多
数
派
優
遇
式
代
表
制
の
制
度
設
計
﹂
と
題
し
て
︑

ま
さ
に
制
度
設
計
に
分
析
の
焦
点
を
当
て
て
い
る
︒
す
で
に
分
析
し
た

よ
う
に
少
数
政
党
の
乱
立
に
よ
り
政
権
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
時
間
が

か
か
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
だ
け
市
民
の
た
め
の
法
案
審
議
が
遅
れ
る
こ

と
を
防
ぐ
意
味
で
︑
た
と
え
政
権
を
と
れ
な
く
と
も
議
員
数
第
１
党
が

与
党
に
な
る
た
め
に
︑
少
数
与
党
に
優
遇
し
て
55
パ
ー
セ
ン
ト
の
議
席

を
あ
た
え
よ
う
と
す
る
︒
経
験
的
に
は
︑
日
本
政
治
の
現
在
︵
２
０
２

４
年
10
月
︶
で
は
︑
自
民
党
公
明
党
で
過
半
数
を
と
っ
て
は
い
な
い
︒

し
か
し
﹁
優
遇
制
﹂
で
は
︑
政
権
安
定
の
た
め
に
自
民
・
公
明
連
立
政

権
に
55
パ
ー
セ
ン
ト
の
議
席
を
優
遇
的
に
あ
た
え
よ
う
と
す
る
も
の

だ
︒第

６
章
は
︑
そ
の
よ
う
な
制
度
設
計
が
憲
法
に
違
反
し
な
い
こ
と
を

分
析
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
︑
急
に
法
律
論
を
展
開
し
な
く
て
も
︑
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
︑
わ
た
し
は
思
う
︒
市
民
の
投
票
を
守
る
こ
と
が
憲

法
の
趣
旨
で
あ
り
︑
有
権
者
の
投
票
を
い
か
に
無
駄
な
く
国
会
に
反
映

す
る
か
を
︑
議
論
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
︒

さ
て
第
７
章
﹁
抽
選
制
市
民
院
﹂
が
え
が
か
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
著
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書
が
最
も
主
張
し
た
か
っ
た
点
で
あ
り
︑﹁
結
論
﹂
の
﹁
新
し
い
政
治
改

革
へ
﹂
向
か
う
最
も
大
切
な
章
と
な
っ
て
い
る
︒
す
で
に
︑
こ
の
著
作

が
前
半
と
後
半
で
分
け
ら
れ
る
と
述
べ
た
が
︑
第
１
章
か
ら
第
６
章
ま

で
の
論
理
を
積
み
上
げ
て
第
７
章
が
形
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
︒
第
７
章
の
﹁
抽
選
制
市
民
院
﹂
だ
け
に
特
化
し
た
書
物
で
あ
っ
て

欲
し
い
︒

わ
た
し
も
含
め
︑﹁
抽
選
制
﹂
と
﹁
市
民
院
﹂
と
い
う
言
葉
だ
け
で
︑

衝
撃
を
受
け
る
︒
で
は
︑
な
ぜ
議
員
を
抽
選
で
選
ぶ
の
か
︒
現
在
の
日

本
で
は
︑
政
治
家
に
立
候
補
す
る
人
々
は
︑
つ
ね
に
何
等
か
の
利
権
に

絡
ん
で
い
る
︒
日
教
組
を
基
盤
と
す
る
候
補
者
︑
自
治
労
を
基
盤
と
す

る
候
補
者
か
ら
︑
自
動
車
産
業
を
基
盤
と
す
る
候
補
者
︑
あ
る
い
は
鉄

鋼
メ
ー
カ
ー
を
基
盤
と
す
る
候
補
者
な
ど
︑
こ
れ
ら
の
候
補
者
は
一
部

の
利
益
代
表
と
し
て
選
挙
に
臨
む
︒
端
的
に
い
え
ば
利
益
政
治
の
発
生

だ
︒
こ
れ
を
防
ぐ
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
︒

わ
た
し
も
そ
う
だ
が
︑
多
く
の
市
民
は
利
益
政
治
と
は
無
縁
の
関
係

で
︑
投
票
す
る
の
が
通
例
だ
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
抽
選
制
に
よ
る
議
員
の
選

出
が
き
わ
め
て
公
平
性
を
担
保
し
て
い
る
と
︑
著
者
は
述
べ
て
い
る
︒

他
方
︑﹁
市
民
院
﹂
は
︑
衆
議
院
や
参
議
院
と
は
別
個
に
﹁
市
民
院
﹂

を
構
成
す
る
こ
と
で
︑
政
策
の
中
立
性
を
担
保
し
よ
う
と
い
う
も
の
と

な
っ
て
い
る
︒
当
然
︑
一
部
官
僚
も
抽
選
制
に
よ
る
べ
き
だ
と
も
述
べ

ら
れ
て
い
る
︒

本
書
の
独
自
性
と
創
造
性
は
︑
ま
さ
に
﹁
抽
選
制
市
民
院
﹂
の
創
設

に
﹁
新
し
い
政
治
改
革
﹂
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
こ
の
著
書
の

帰
結
を
な
し
て
い
る
︒

Ⅲ

評
価
と
コ
メ
ン
ト

①

用
語
上
で
の
問
題

本
書
は
﹁
政
治
改
革
﹂
と
﹁
選
挙
制
度
改
革
﹂
を
混
在
さ
せ
て
い
る
︒

基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
は
﹁
小
選
挙
区
制
﹂
と
﹁
比
例
代
表
制
﹂
を
ど
の

よ
う
に
配
置
す
る
か
︑
市
民
の
問
題
意
識
を
十
分
に
国
会
に
反
映
す
る

の
か
︑
そ
の
点
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
用
語
上
の
問

題
で
い
え
ば
︑政
治
改
革
が
す
べ
て
の
改
革
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
り
︑

そ
の
下
部
に
国
会
改
革
︑
例
え
ば
国
会
の
会
期
を
通
年
に
す
る
な
ど
︑

改
革
す
べ
き
点
は
た
く
さ
ん
あ
る
︒
著
者
は
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
改
革

の
必
要
性
を
自
覚
し
な
が
ら
︑
タ
イ
ト
ル
は
﹃
新
し
い
政
治
改
革
へ
﹄

と
な
っ
て
い
る
が
︑
第
７
章
以
下
は
︑﹁
抽
選
制
市
民
院
﹂
を
創
設
す
る

な
ど
︑
国
会
改
革
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
あ
た
り
の
語
彙
に
は

注
意
が
必
要
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
問
題
は
︑
冒
頭
に
﹁
新
し
い
政
治
改

革
へ
︱
選
挙
改
革
を
起
点
都
市
と
し
て
﹄
と
あ
れ
ば
︑
論
旨
が
す
っ
き

り
す
る
の
で
は
な
い
か
︒
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②

表
現
上
の
決
定
的
な
瑕
疵

著
者
は
︑
様
々
な
選
挙
制
度
を
説
明
し
た
後
︑
著
者
の
も
っ
と
も
展

開
し
た
い
﹁
抽
選
制
市
民
院
﹂
に
入
る
︒﹁
抽
選
制
市
民
院
﹂
に
つ
い
て

は
︑
次
の
項
目
を
起
こ
し
て
コ
メ
ン
ト
し
た
い
が
︑
市
民
院
を
作
る
た

め
に
︑
市
民
の
中
か
ら
市
民
院
の
メ
ン
バ
ー
を
抽
選
す
る
と
い
う
点
で

あ
る
︒
で
は
︑
誰
が
抽
選
す
る
の
か
︒
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
︒﹁
・
・
・
・
天
皇
が
厳
か
な
儀
式
で
籤
を
引
く
よ
う
に
す
れ
ば
︑
匿

名
の
行
政
官
が
ボ
タ
ン
を
押
す
よ
り
も
正
統
性
感
覚
は
高
ま
る
か
も
し

れ
な
い
︒
私
も
そ
う
し
た
儀
式
的
側
面
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
﹂

︵
２
２
６
ペ
ー
ジ
︶︒
誰
が
抽
選
す
る
か
と
い
う
政
党
制
が
市
民
の
間
で

共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
︑﹁
抽
選
制
市
民
院
﹂
は
創
設
で
き
な
い
︒
だ

か
ら
と
い
っ
て
﹁
天
皇
の
厳
か
な
儀
式
で
﹂
抽
選
す
る
と
い
う
記
述
に

出
会
っ
た
時
︑わ
た
し
は
椅
子
か
ら
転
げ
落
ち
そ
う
な
感
覚
に
陥
っ
た
︒

端
的
に
言
え
ば
︑﹁
市
民
の
︑
市
民
に
よ
る
︑
市
民
の
た
め
の
市
民
院
﹂

が
著
者
の
思
想
だ
と
思
っ
て
い
た
︒
こ
の
文
脈
で
﹁
天
皇
﹂
に
籤
を
引

い
て
も
ら
う
と
い
う
権
威
主
義
的
発
想
は
︑
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
だ

ろ
う
か
︒
あ
え
て
い
え
ば
︑
こ
の
一
文
は
︑
こ
の
著
書
全
体
の
価
値
を

疎
外
し
︑
評
価
を
著
し
く
さ
げ
る
も
の
だ
と
思
う
︒
そ
の
意
味
で
︑
削

除
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒

③

市
民
院
の
市
民
に
つ
い
て

こ
の
著
作
で
は
︑
市
民
と
は
平
等
な
政
治
・
経
済
力
を
持
ち
︑
す
べ

て
が
対
等
の
位
置
に
あ
る
人
々
の
姿
を
思
い
起
さ
れ
る
︒
た
し
か
に

ホ
ッ
ブ
ス
が
﹃
リ
バ
イ
ア
サ
ン
﹄
で
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
い
と
え

が
い
た
市
民
は
︑
平
等
で
も
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
﹃
国

富
論
﹄
の
中
で
え
が
い
た
生
産
者
も
︑
個
人
的
労
働
者
の
姿
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
産
業
革
命
を
経
て
︑
市
民
は
労
働
者
と
資
本
家
に
分
離
し
て
く

る
︒
さ
ら
に
︑
サ
ン
シ
モ
ン
︑
フ
ー
リ
エ
な
ど
に
よ
っ
て
﹁
空
想
的
社

会
主
義
﹂
が
展
開
さ
れ
て
い
く
︒
社
会
の
分
断
化
と
差
別
化
が
横
行
し

は
じ
め
た
の
だ
︒
確
か
に
60
年
代
の
﹁
ゆ
た
か
な
社
会
﹂
に
あ
っ
て
は

国
民
が
皆
平
等
な
﹁
中
間
階
層
﹂
を
形
成
し
た
︒
し
か
し
︑
１
９
９
９

年
の
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
の
市
民
は
︑
貧
困
層
と
富
裕
層
に
分
化
し
て
き

始
め
た
し
︑
こ
の
分
化
は
現
在
で
も
続
い
て
い
る
︒

こ
の
時
代
に
︑
例
え
ば
日
本
国
民
を
す
べ
て
﹁
平
等
な
市
民
﹂
と
し

て
え
が
く
こ
と
は
︑
わ
た
し
に
は
不
可
能
な
よ
う
に
思
え
る
︒

し
か
し
︑
１
９
９
９
年
以
降
の
経
済
不
況
を
脱
す
る
た
め
に
︑
自
民

党
・
政
府
が
取
っ
た
政
策
は
﹁
新
新
自
由
主
義
﹂
の
経
済
政
策
で
あ
っ

た
︒
中
曽
根
時
代
に
は
︑
派
遣
労
働
の
職
種
も
︑
通
訳
や
観
光
ガ
イ
ド

な
ど
数
種
類
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
︑
小
泉
・
竹
中
時
代
に
は
︑
数
10
種

以
上
に
も
拡
大
し
︑
製
造
業
に
ま
で
派
遣
労
働
の
枠
が
広
が
っ
た
︒

そ
の
た
め
︑
非
正
規
労
働
者
︵
派
遣
労
働
者
︶
と
正
規
労
働
者
の
賃
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金
格
差
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
︑
現
在
で
も
︑
こ
の
問
題
は
尾
を
引

い
て
い
る
︒
単
に
１
例
し
か
あ
げ
な
い
が
︑
こ
の
よ
う
な
差
別
待
遇
の

下
に
あ
る
労
働
者
を
︑
政
治
的
に
は
同
じ
﹁
市
民
﹂
で
あ
る
と
し
て
も
︑

労
働
現
場
で
同
じ
感
覚
で
﹁
市
民
﹂
と
位
置
付
け
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ

う
か
︒

著
者
は
裁
判
員
制
度
に
お
け
る
市
民
が
裁
判
官
と
し
て
裁
判
に
関
与

す
る
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
裁
判
員
制

度
の
裁
判
員
の
任
期
は
﹁
市
民
院
﹂
の
任
期
に
比
べ
て
短
い
し
︑
論
議

さ
れ
る
案
件
も
少
な
い
︒

い
や
︑
そ
れ
以
上
に
問
題
な
の
は
︑
休
業
制
度
の
な
い
非
正
規
職
員

を
裁
判
員
制
度
に
呼
び
寄
せ
る
だ
ろ
う
か
︒
都
市
の
若
者
と
農
村
部
の

高
齢
者
を
︑
同
じ
よ
う
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
に
は
︑

少
な
か
ら
ず
︑
裁
判
員
を
選
ぶ
さ
い
に
︑
裁
判
所
の
恣
意
性
が
入
っ
て

い
る
に
違
い
な
い
︒

他
方
︑
平
等
な
市
民
が
存
在
す
る
と
し
た
場
合
に
お
い
て
も
︑﹁
市
民

院
﹂
の
議
員
の
問
題
が
発
生
す
る
︒
恣
意
性
を
排
除
す
る
た
め
に
﹁
抽

選
制
﹂
に
よ
っ
て
﹁
市
民
院
﹂
の
議
員
を
選
出
す
る
と
し
て
も
︑
党
派

性
と
い
う
恣
意
性
か
ら
完
全
に
距
離
を
置
い
た
市
民
が
︑
は
た
し
て
存

在
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑﹁
市
民
院
﹂
も
議
員
の
集
ま
り

で
あ
る
以
上
︑
集
団
化
の
論
理
か
ら
言
っ
て
も
︑
党
派
を
組
む
こ
と
は

な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
︒

そ
の
結
果
︑
恣
意
性
︑
党
派
性
か
ら
ま
っ
た
く
自
由
な
市
民
な
ど
︑

い
な
い
と
思
っ
た
方
が
︑
よ
り
現
実
的
だ
︒
だ
と
し
た
ら
︑﹁
市
民
院
﹂

も
ま
た
︑
衆
議
院
︑
参
議
院
と
同
じ
構
造
を
持
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
意

味
で
︑﹁
市
民
院
﹂
は
国
会
を
市
民
の
手
に
取
り
戻
す
の
で
は
な
く
︑
衆

議
院
︑
参
議
院
に
屋
上
屋
を
形
成
し
て
は
し
ま
わ
な
い
か
︒

本
書
は
︑
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
を
基
本
と
し
て
︑
こ
の
２
つ

の
選
挙
制
度
を
ど
の
よ
う
に
く
み
あ
わ
せ
る
こ
と
が
︑
一
番
民
意
を
正

確
に
国
会
に
届
け
る
か
を
︑
膨
大
な
資
料
と
深
い
思
索
で
つ
づ
っ
た
力

作
で
あ
る
︒
そ
の
点
は
︑
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
思
う
︒
そ

し
て
︑
冒
険
的
に
﹁
市
民
院
﹂
を
提
示
さ
れ
た
︒
選
挙
制
度
の
精
緻
化

と
﹁
市
民
院
﹂
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
は
︑
判
然
と
は

し
な
い
︒
そ
し
て
﹁
市
民
院
﹂
に
も
多
く
の
問
題
点
が
あ
る
︒

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
言
え
ば
︑
新
し
い
政
治
改
革
を
開
こ
う
と

模
索
し
た
名
著
だ
と
結
論
づ
け
た
い
と
思
う
︒
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