
現
代
に
お
け
る
粗
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

－
租
税
法
律
主
義
の
歴
史
的
考
察
を
中
心
と
し
て
ー
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5
 
福
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植
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史
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て
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植
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…
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革
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と
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宣
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と
独
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ャ
ン
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ジ
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崩
壊
 
 

l
フ
 
ン
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は
 
じ
 
め
．
に
 

租
税
と
は
何
か
、
ま
た
な
に
ゆ
え
に
訂
民
は
租
税
を
負
担
す
る
の
か
と
い
う
租
税
の
隠
念
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
元
来
歴
史
的
発
展
の
所
産
 
 

（
注
1
）
 
 

で
あ
る
。
特
に
、
な
に
ゆ
え
に
国
家
は
租
瓢
を
徴
収
す
る
の
か
、
ま
た
、
な
に
ゆ
え
に
国
民
は
納
税
の
義
務
を
負
う
の
か
、
と
い
う
租
税
の
 
 

（
注
2
）
 
 

本
質
（
租
税
の
根
拠
）
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
国
家
権
力
と
私
有
財
産
権
と
の
歴
史
的
な
関
係
を
尭
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
 
 

．
 
 
 

な
わ
ち
、
資
本
的
生
産
方
法
を
基
調
と
す
る
私
有
財
産
権
と
、
ン
国
家
に
よ
る
強
制
徴
収
と
し
て
国
民
に
課
き
れ
る
租
税
と
は
、
本
来
相
矛
盾
 
 

す
る
も
の
ヒ
観
念
さ
れ
∵
租
税
の
本
質
打
開
す
る
議
論
は
∵
こ
め
両
者
の
矛
盾
を
い
か
忙
調
停
す
る
か
と
い
う
調
和
論
の
形
で
発
展
し
て
き
 
 

（
注
3
）
 
 

た
も
の
で
あ
り
、
・
を
れ
隼
▲
そ
阻
時
代
町
封
け
る
社
会
的
経
済
的
管
見
属
を
扱
き
に
し
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
静
で
あ
る
。
と
同
時
幣
国
家
 
 

と
私
有
財
産
放
と
を
い
か
に
調
和
き
せ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
志
豪
の
本
質
や
任
務
を
い
か
に
考
え
る
か
と
い
ヶ
こ
と
と
密
接
な
関
係
を
も
 
 

（
注
4
）
 
っ
て
い
る
。
 
 

国
家
と
私
有
財
産
権
と
め
矛
盾
な
い
し
対
立
を
、
∴
は
じ
め
て
明
確
に
認
識
し
た
の
は
三
ハ
ー
上
長
世
紀
め
絶
対
王
政
の
末
期
、
 

発
展
に
よ
っ
∵
て
社
会
的
進
出
を
な
し
た
市
民
階
級
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
．
貨
幣
資
本
の
拍
頭
と
資
本
的
生
産
方
法
の
採
風
紀
よ
り
資
本
蓄
積
 
 

を
な
し
た
市
民
階
級
は
、
専
制
君
主
軋
よ
っ
で
代
表
さ
れ
る
国
象
由
課
税
権
に
抵
抗
し
、
↓
代
象
な
げ
れ
ば
課
税
な
し
」
の
∵
い
わ
ゆ
る
租
 
 

税
法
律
主
義
の
原
則
を
旗
、
印
に
し
て
闘
争
し
た
が
、
∴
租
税
法
律
主
琴
の
原
則
は
、
国
家
と
私
有
財
産
権
と
の
矛
盾
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
 
 

に
関
す
る
憲
政
上
の
二
人
つ
め
重
要
な
原
則
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
 

そ
め
意
味
で
、
租
税
法
律
主
義
の
意
義
は
一
般
的
疫
は
、
‥
国
民
中
食
担
す
る
租
税
は
、
国
民
の
総
意
の
代
表
で
あ
る
国
会
の
定
め
る
法
律
 
 

に
よ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
ま
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
要
求
ほ
、
近
代
憲
法
に
お
け
る
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
t
、
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
め
意
義
に
づ
い
て
 
 

主
 
 
 



四
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
づ
い
て
 
 

租
税
法
律
主
義
の
歴
史
的
考
察
は
主
と
し
て
こ
の
面
か
ら
の
検
討
が
な
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
租
税
法
律
主
義
の
原
則
は
、
ノ
そ
の
 
 

時
代
虹
お
け
る
社
会
思
想
な
い
し
国
家
観
を
背
景
と
し
て
は
じ
め
て
そ
の
存
立
の
基
礎
を
与
え
ら
れ
る
。
租
税
法
律
主
義
の
よ
っ
て
立
つ
社
 
 

会
思
想
な
い
し
国
家
観
を
、
ゝ
本
稿
で
は
「
理
念
と
し
て
の
租
税
法
律
主
義
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
近
世
市
民
社
会
に
よ
っ
て
成
立
を
み
た
租
税
 
 

法
律
主
義
の
理
念
と
、
現
代
に
お
け
る
そ
れ
と
は
必
然
的
に
相
違
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
 
 

ぅ
に
租
税
法
律
主
義
の
原
則
は
（
 
「
代
表
な
け
れ
ば
課
税
な
し
」
′
と
い
う
主
と
し
て
憲
政
上
の
意
味
と
、
憲
政
上
の
要
求
を
支
え
る
社
会
思
 
 

想
な
い
し
国
家
観
、
換
言
す
れ
ぼ
、
理
念
と
し
で
の
租
税
法
律
主
義
と
い
う
両
面
の
痛
と
し
て
理
解
き
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

ぞ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
に
租
税
法
待
主
義
の
歴
史
的
考
察
を
行
な
い
、
中
世
封
建
社
会
か
ら
近
世
市
民
社
会
へ
の
成
立
過
程
に
お
 
 

い
て
、
一
租
税
潜
律
主
義
が
国
家
権
力
と
私
有
財
産
と
を
調
和
さ
せ
る
憲
政
上
の
原
則
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
か
を
、
近
世
市
民
社
 
 

会
形
成
の
先
駆
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
ガ
、
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ゴ
の
歴
史
的
経
緯
を
み
る
に
つ
い
て
は
、
主
 
 

と
し
て
憲
政
又
と
の
関
連
が
中
心
と
な
る
が
、
㌧
租
税
法
律
主
最
も
ま
た
社
会
的
諸
現
象
を
抜
き
に
し
て
論
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
 
 

そ
望
息
味
で
、
、
本
稿
で
は
必
要
な
範
囲
で
の
社
会
的
経
済
的
諸
現
象
を
考
え
合
わ
せ
て
の
べ
る
こ
と
に
し
た
。
 

租
税
法
律
主
義
の
歴
史
的
意
義
を
考
案
し
た
の
ち
、
近
世
市
民
社
会
に
よ
っ
て
成
立
を
み
た
租
税
法
律
主
爵
の
原
則
が
い
か
な
る
社
会
思
 
 

想
な
ノ
い
し
国
家
観
を
背
景
と
し
て
主
張
さ
れ
、
そ
の
 

し
て
認
職
掌
ゎ
た
か
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
租
税
法
律
主
義
が
よ
っ
七
た
つ
社
会
思
想
な
い
し
国
家
観
は
、
い
・
わ
ば
租
税
法
 
 

律
主
義
の
理
念
ヒ
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
税
法
の
定
立
過
程
に
お
い
て
も
、
ま
た
税
法
解
釈
お
よ
び
適
用
に
際
し
て
 
 

も
、
常
に
遷
調
と
す
べ
き
最
高
原
則
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

次
い
で
、
近
世
市
民
社
会
に
お
け
る
租
税
法
律
主
義
の
理
念
が
、
そ
の
後
の
社
会
経
済
の
変
動
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
 
 
 



か
っ
た
か
、
換
言
す
れ
ば
∵
租
税
法
律
主
義
の
も
つ
現
代
的
意
義
を
そ
れ
が
よ
っ
て
立
つ
社
会
理
念
な
い
し
思
想
の
面
か
ら
考
察
し
、
理
念
 
 

上
し
て
の
租
税
法
律
主
義
が
有
す
る
現
代
的
意
義
か
ち
み
て
、
由
税
の
森
質
と
は
何
か
、
ま
た
国
民
の
納
税
の
義
務
は
ど
う
解
釈
さ
れ
る
べ
 
 

き
か
檻
つ
．
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
▼
。
 

な
お
、
本
稿
で
は
ハ
現
代
に
お
け
る
狙
税
の
意
義
を
考
察
す
る
た
め
に
租
税
法
律
主
義
の
理
念
を
中
心
と
し
て
と
サ
あ
げ
た
の
で
あ
る
 

が
、
租
瀧
億
傭
主
義
せ
め
で
る
諸
問
題
紅
ほ
、
尭
お
こ
迩
は
か
に
∵
祝
儀
の
解
釈
お
よ
び
適
用
に
あ
た
づ
、
租
税
法
律
主
義
裾
い
一
か
篭
る
機
 
 

儲
を
有
す
渇
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
の
問
題
腰
濃
へ
の
電
賓
な
指
凛
の
一
つ
が
、
租
税
法
律
主
義
の
選
念
に
あ
る
こ
と
ほ
前
述
し
た
と
 
 

お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
引
続
き
研
究
の
う
え
報
告
す
る
予
定
で
あ
る
。
 
 
 

（
注
1
）
 
田
中
二
郎
租
税
法
 
三
頁
 
 
 

（
注
2
）
 
島
恭
彦
、
財
政
学
概
論
 
八
二
貢
 
 
 

（
注
4
）
 
現
代
法
 
第
八
巻
「
市
民
と
租
税
」
金
子
宏
 
三
一
二
貢
 
 

（
注
3
）
 
 
〃
 
 
 
 
〝
 
 八
三
頁
 
 

一
、
租
税
法
律
主
義
の
歴
史
的
考
察
 
 
 

1
 
イ
 
ギ
 
リ
 
ス
 
 
 

H
 
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
の
意
義
 
 

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
租
税
法
律
主
義
の
理
念
は
、
議
会
に
よ
る
国
王
権
力
の
制
約
を
通
し
て
実
現
さ
れ
た
と
い
え
る
。
マ
タ
チ
・
カ
．
ル
女
 
 

（
M
a
g
n
p
C
a
r
t
a
－
－
N
㌫
梯
）
ぬ
議
会
に
よ
る
国
王
権
力
の
最
初
の
成
果
と
し
て
表
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
グ
ナ
カ
ル
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

五   



現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

六
 
 

タ
カ
基
本
的
性
格
は
、
料
建
制
の
立
場
か
ら
み
て
あ
ま
り
に
も
強
す
ぎ
た
国
王
の
絶
対
権
を
封
建
制
の
形
式
通
狂
に
制
限
す
る
と
い
う
意
味
 
 

を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
国
王
に
こ
れ
を
強
制
し
た
諸
侯
が
或
力
あ
る
騎
士
の
階
級
の
も
の
、
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
伺
い
 
 

知
誉
」
と
が
で
き
よ
う
。
国
王
の
絶
対
権
を
封
建
制
の
形
式
通
り
に
制
限
す
る
と
い
う
機
能
を
有
す
る
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
の
第
十
二
条
に
は
、
 
 

（
注
5
）
 
 

（
注
6
）
 
 

「
一
切
の
楯
金
（
S
c
已
a
g
e
）
、
も
し
く
は
援
助
金
（
已
d
）
は
、
朕
の
王
国
の
一
般
評
議
会
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
朕
の
王
国
に
お
い
て
は
こ
 
 

（
注
7
）
 
 

れ
を
課
さ
な
い
」
と
し
て
満
会
欄
租
税
協
讃
聴
を
 

（
注
8
）
 
 
 

し
か
し
、
ご
の
条
項
が
哀
し
て
近
代
的
な
租
税
法
律
主
義
の
理
念
を
表
わ
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
ろ
う
。
何
故
な
 
 

ら
、
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
に
い
う
国
王
の
課
税
権
は
封
建
制
度
の
慣
習
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
き
た
国
王
の
課
税
権
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
条
項
 
 

は
国
王
の
課
税
権
を
封
建
法
あ
せ
ま
い
限
界
内
に
と
じ
ご
め
る
反
動
的
な
意
図
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
議
 
 

会
の
同
意
を
要
す
る
課
税
と
い
う
の
も
多
く
は
国
王
が
封
建
領
主
と
し
て
の
資
格
で
徴
収
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
条
件
は
単
純
な
封
建
契
 
 

約
竺
例
に
サ
ぜ
ず
J
瀧
し
て
遣
代
的
な
租
税
協
讃
を
意
味
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
第
三
に
、
議
会
の
構
成
員
に
つ
い
て
み
て
も
、
決
し
 
 

て
国
民
の
代
表
者
七
徹
す
ベ
せ
も
の
で
は
な
く
、
単
常
封
建
貴
族
の
せ
ま
い
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 

こ
㌧
れ
ら
の
理
由
か
ら
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
甘
み
ち
れ
る
議
会
昭
租
凝
協
讃
権
を
も
つ
て
直
ち
妃
近
代
的
租
税
法
律
主
義
を
表
象
し
て
い
る
も
の
と
 
 

は
簡
声
で
き
な
い
。
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
は
∵
ま
ぜ
に
封
建
制
▼
の
産
物
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
．
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
そ
の
も
の
を
過
大
評
価
す
る
 
 

こ
七
は
で
き
な
い
。
。
む
し
ろ
そ
め
意
義
は
歴
史
的
に
み
て
、
マ
グ
チ
カ
ル
タ
に
み
う
け
ら
れ
る
乱
税
恩
憑
の
う
ち
に
近
代
の
粗
野
法
律
主
義
 
 

の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
思
想
的
蘭
芽
と
は
、
議
会
（
そ
の
構
成
員
が
封
建
制
度
の
担
い
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
上
に
述
 
 

べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
）
に
ょ
る
国
王
権
力
の
制
約
、
な
い
し
規
制
の
方
法
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
民
の
権
利
（
特
に
 
 

財
産
権
）
妄
国
家
か
ら
守
る
方
法
を
そ
の
後
の
立
憲
史
上
に
お
い
て
与
え
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
は
イ
ギ
リ
 
 
 



ス
立
藩
政
治
の
賞
典
と
も
考
え
ら
れ
、
義
金
の
租
税
協
讃
梅
を
確
認
す
る
場
合
に
常
軋
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
α
後
代
の
人
々
に
 
 

と
（
一
て
、
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
自
由
の
憲
章
と
な
る
が
、
塵
史
的
に
み
る
限
り
で
は
、
絶
対
王
制
の
発
達
し
た
≠
ユ
ー
ド
ル
王
 
 

朝
（
二
血
～
一
六
世
紀
）
の
も
と
で
▼
は
忘
れ
去
ら
れ
、
一
七
世
紀
専
制
主
義
七
議
会
主
義
と
が
対
立
す
る
に
お
よ
ん
や
王
権
神
授
詞
忙
対
 
 

抗
す
る
武
器
と
し
て
登
場
す
る
。
 
 
 

（
注
5
）
楯
金
と
は
、
戦
争
の
た
め
に
必
要
が
生
じ
た
場
合
、
君
主
が
そ
の
臣
下
で
あ
る
領
主
に
命
じ
て
鏡
主
が
軍
役
に
従
う
代
り
に
献
金
さ
せ
た
も
の
。
封
 
 

建
制
度
ほ
、
君
主
の
土
地
下
封
と
掩
護
に
対
し
て
、
臣
下
が
忠
勤
の
義
務
と
軍
役
奉
仕
を
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
 
 

し
、
君
主
が
軍
役
を
免
除
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
貨
幣
上
の
義
務
を
課
し
美
こ
と
は
、
君
主
と
臣
下
の
間
に
結
ば
れ
た
人
格
的
関
係
を
貨
幣
上
の
関
係
 
 

と
 

（
注
6
）
援
助
金
と
は
、
臣
下
の
長
子
が
騎
士
に
な
を
時
や
、
そ
の
娘
が
嫁
す
る
と
き
に
出
す
御
用
金
。
な
お
▲
、
こ
の
他
に
、
リ
リ
ー
フ
（
邑
i
e
f
）
と
い
う
 
 

の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
家
臣
の
も
の
が
封
土
を
相
続
す
る
時
に
納
め
る
も
の
。
 
 
 

（
注
7
）
 
宮
沢
俊
義
他
編
、
人
権
宣
言
集
 
眉
○
頁
 
 
 

（
注
且
 

肖
＝
旛
利
の
請
願
か
む
名
書
革
命
へ
J
 
 

イ
ギ
リ
ス
社
会
の
中
央
集
纏
化
は
、
一
五
世
紀
末
期
か
ら
二
ハ
世
紀
に
か
け
て
お
し
進
め
ら
れ
、
絶
対
王
制
の
撃
岩
見
る
に
至
る
。
こ
 
 

の
時
期
に
は
、
国
王
権
力
の
絶
対
化
に
伴
な
い
、
議
会
も
そ
の
機
能
を
停
滞
せ
し
あ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
二
六
世
紀
を
通
じ
 
 

て
の
羊
毛
工
業
の
発
展
と
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ト
（
e
邑
0
2
r
凸
等
に
み
る
経
済
的
変
化
は
、
ン
商
業
資
本
の
拾
頭
と
。
封
建
的
身
分
の
貨
酪
 
 

へ
の
転
化
を
一
段
と
強
め
、
封
建
諸
侯
に
代
っ
て
市
民
階
級
の
社
会
的
進
出
を
あ
た
ら
す
こ
J
ナ
と
な
っ
た
。
±
ハ
二
八
年
の
「
権
利
の
請
 
 

願
」
（
P
e
t
t
i
O
n
O
f
空
g
富
）
は
、
そ
の
根
底
に
市
民
階
級
の
拾
頭
と
い
う
事
実
が
存
し
た
の
で
あ
る
。
「
権
利
の
請
願
」
は
、
マ
グ
ナ
カ
 
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

】  

七
 
 
 



八
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

ル
タ
以
来
絶
対
王
制
転
よ
っ
て
失
な
わ
れ
た
議
会
の
権
利
の
回
復
老
、
直
接
的
に
は
、
由
王
の
課
税
権
に
対
す
る
議
会
の
協
讃
権
を
通
し
て
 
 

要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
∨
つ
て
、
「
国
会
制
定
法
に
よ
る
一
般
的
同
意
な
し
に
は
」
国
民
は
い
か
な
る
租
税
を
材
負
担
t
な
い
、
と
い
う
 
 

議
会
の
租
税
協
讃
権
を
確
立
す
る
こ
と
は
い
 
「
権
利
↑
の
請
願
」
に
と
．
っ
て
、
最
も
重
要
な
要
求
と
し
て
競
走
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
 
 

の
経
済
社
会
．
の
進
展
に
よ
り
、
商
業
資
本
と
貨
幣
轟
済
を
背
景
と
し
て
富
を
蓄
積
し
っ
つ
あ
っ
た
市
民
階
級
か
ら
す
れ
は
、
】
国
王
の
課
税
権
 
 

は
∵
そ
の
活
動
と
富
の
形
成
に
対
す
る
侵
害
で
あ
っ
た
が
故
に
∵
極
力
こ
れ
を
制
肘
せ
ん
と
し
て
働
き
か
け
た
の
で
あ
る
。
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
 
 

も
ぎ
た
国
王
権
力
の
制
限
と
し
て
機
能
し
た
が
。
そ
の
担
い
手
が
中
世
封
建
諸
侯
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
権
利
の
請
願
」
は
近
代
市
民
革
 
 

命
の
推
進
者
で
あ
っ
た
市
民
階
級
で
あ
っ
た
点
に
そ
の
近
代
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
ま
た
、
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
も
「
権
利
の
 
 

（
注
9
）
 
 

請
願
」
∵
む
、
と
五
ぬ
人
民
と
国
王
と
の
対
立
は
こ
れ
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
点
で
共
通
点
を
有
し
て
い
る
。
 
 
 

「
権
利
の
請
願
」
に
よ
っ
て
、
人
民
は
い
っ
た
ん
叢
会
の
租
税
協
層
権
を
手
中
に
し
た
が
、
真
に
議
会
主
義
の
確
立
を
み
る
に
は
、
そ
の
 
 

後
も
議
会
無
視
の
暴
挙
に
出
た
国
王
権
力
に
対
抗
す
る
人
民
の
抗
争
を
経
て
、
名
誉
革
命
に
至
る
一
ノ
連
の
歴
史
的
事
件
を
ふ
ま
な
け
れ
は
な
 
 

ら
な
か
っ
た
。
義
会
主
義
と
眉
制
主
義
と
の
対
立
は
、
一
六
四
二
年
の
内
乱
勃
発
に
ま
で
発
展
し
て
ゆ
く
が
、
一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命
に
 
 

よ
る
議
会
主
窟
の
堕
止
に
★
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
蕃
結
せ
み
る
に
至
る
町
で
あ
告
 
 
 

議
会
は
、
プ
ア
ゥ
1
と
ウ
イ
リ
ア
ム
が
即
位
す
る
際
、
議
会
が
決
定
し
た
「
権
利
の
青
書
こ
 
（
D
e
c
－
胃
賢
i
O
n
O
f
R
i
g
h
r
∽
）
 
を
承
認
さ
 
 

せ
↓
革
命
の
翌
年
、
即
ち
一
六
八
九
年
に
「
権
利
章
典
」
 
（
茫
－
－
O
f
巴
g
t
s
）
と
し
て
制
定
し
た
。
そ
の
定
め
る
全
十
三
ケ
条
は
、
民
権
の
 
 

（
注
1
0
）
 
 

尊
豆
と
国
王
に
対
す
る
議
会
の
地
位
確
保
を
根
本
精
神
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
王
と
い
え
ど
む
議
会
の
定
め
る
法
聖
文
配
さ
 
 

れ
る
▲
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
法
の
優
位
な
い
し
法
の
支
配
を
確
立
し
た
。
租
税
に
つ
い
て
も
、
こ
の
根
本
精
神
を
ふ
え
ん
し
、
「
大
権
 
 

に
名
を
障
り
、
国
会
の
承
認
な
し
に
」
長
い
期
間
、
ま
た
は
異
な
っ
た
方
法
で
国
王
の
た
め
に
金
銭
を
徴
収
す
各
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
明
 
 
 



記
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
権
利
章
典
で
主
張
さ
れ
、
要
求
さ
れ
て
い
る
権
利
お
よ
び
自
由
は
、
「
そ
の
一
つ
一
つ
が
全
部
、
わ
が
国
の
人
民
の
真
正
で
、
古
来
 
 

か
ら
伝
え
ら
れ
、
疑
う
余
地
の
な
い
権
利
お
よ
び
自
由
で
あ
り
」
、
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
以
来
権
利
の
請
取
を
経
て
確
立
さ
れ
た
王
権
に
対
す
る
 
 

抵
抗
の
成
果
で
あ
っ
た
。
名
誉
革
命
以
後
、
議
会
は
い
か
な
る
法
を
も
制
定
し
、
廃
止
す
る
権
能
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
議
会
主
義
の
主
張
 
 

は
こ
こ
に
実
を
結
ぶ
こ
と
と
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
、
「
権
利
の
請
願
」
に
お
け
る
租
税
法
得
主
義
が
、
国
王
権
力
を
前
 
 

提
と
し
、
議
会
は
そ
れ
に
対
す
る
租
税
に
つ
い
て
単
に
協
讃
す
る
機
能
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
。
「
権
利
茸
典
」
の
そ
れ
は
、
‥
 
 

議
会
自
ら
が
租
税
を
定
立
す
る
と
い
う
積
極
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
近
代
市
民
社
会
に
お
け
る
租
税
法
得
主
義
は
こ
こ
に
そ
の
真
の
 
 

碇
立
を
み
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

（
注
9
）
 
今
井
登
志
菩
、
英
国
社
会
史
、
二
一
九
頁
 
 
 

（
注
1
0
）
 
大
淵
利
男
 
近
代
自
然
法
思
想
と
租
税
の
翠
鱒
一
〇
六
頁
 
 
 

2
 
ア
 
メ
 
リ
 
カ
 
 

H
 
植
民
地
自
治
と
重
商
主
義
 
 
 

ア
メ
リ
カ
新
大
陸
へ
の
移
住
は
大
別
し
て
宗
教
上
お
よ
び
経
済
上
の
動
機
か
ら
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
移
住
民
は
す
で
に
長
い
間
 
 

イ
ギ
リ
ス
本
国
に
お
け
る
自
治
と
代
議
制
の
訓
練
を
つ
ん
で
い
た
。
そ
れ
故
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
植
民
地
自
治
は
、
そ
の
移
住
の
当
初
 
 

か
ら
発
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
お
け
る
植
民
地
政
策
も
ま
た
植
民
地
自
治
を
発
達
せ
し
め
る
一
つ
の
大
き
な
原
因
と
な
っ
 
 

た
。
す
な
わ
ち
植
民
地
の
財
政
費
は
植
民
地
で
の
収
入
で
賄
う
べ
き
だ
と
す
る
本
国
の
植
民
地
財
政
自
弁
政
策
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
 
 

（
撞
1
1
）
 
 

治
的
自
治
を
実
質
的
に
保
障
す
る
こ
と
と
な
る
。
植
民
地
議
会
ほ
主
と
し
て
総
督
以
下
の
俸
潜
を
も
含
む
予
算
に
対
す
る
協
讃
権
、
課
税
に
 
 

九
 
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 



現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

一
〇
 
 

対
す
る
承
認
の
権
に
よ
っ
て
総
督
を
牽
制
し
、
民
衆
の
要
請
の
主
張
に
実
効
を
お
さ
め
て
き
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
財
政
協
讃
権
を
楯
忙
し
 
 

（
注
1
2
）
 
 

て
、
植
民
地
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
大
陸
に
挑
戦
t
、
こ
れ
を
次
第
に
減
少
せ
し
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
9
特
に
下
院
は
、
植
民
地
の
 
 

財
政
膨
脹
か
ら
く
る
と
こ
ろ
の
た
び
重
な
る
協
讃
権
を
通
し
て
飛
躍
的
に
そ
の
権
威
を
増
大
し
、
そ
の
籍
果
一
七
六
〇
年
代
に
は
、
イ
ギ
リ
 
 

ス
国
王
が
い
か
に
総
督
に
命
令
し
て
も
総
督
は
代
議
院
の
支
援
の
な
い
か
ぎ
り
何
事
を
も
な
し
え
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
植
民
地
 
 

で
の
本
国
の
施
策
の
実
施
は
、
植
民
地
議
会
が
そ
の
た
め
の
予
算
を
可
決
す
る
か
否
か
、
裏
を
か
え
せ
ば
、
本
国
の
施
策
に
要
す
る
支
出
に
 
 

（
注
1
3
）
 
見
合
う
収
入
を
あ
げ
る
た
め
の
税
を
植
民
地
議
会
が
認
め
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
「
国
縫
と
国
富
と
の
同
時
形
成
」
を
本
質
と
す
る
重
商
主
義
政
策
は
、
植
民
地
産
業
を
独
占
的
濫
支
配
し
、
本
国
の
利
 
 

益
を
図
る
こ
と
を
そ
の
究
極
の
目
標
と
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
本
国
よ
り
み
れ
は
、
植
民
地
の
存
在
も
単
に
自
給
自
足
を
目
指
す
イ
ギ
リ
ス
商
業
 
 

帝
国
の
凝
済
的
補
助
桟
閑
た
る
役
目
を
有
効
に
果
し
う
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
植
民
地
の
交
易
は
本
国
が
 
 

独
占
し
、
本
国
の
商
人
が
利
益
を
収
む
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
し
、
植
民
地
の
産
業
も
本
国
産
業
と
利
益
の
衝
突
を
来
さ
ぬ
も
の
に
限
ら
れ
る
 
 

べ
き
で
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
重
商
主
義
政
策
ほ
、
必
然
的
に
植
民
地
に
対
す
る
規
制
の
強
化
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
規
制
の
強
化
ほ
、
第
一
 
 

に
航
海
に
、
琴
一
に
植
民
地
の
輸
出
入
貿
易
に
、
撃
二
ほ
植
民
地
産
業
に
関
係
し
て
表
面
化
し
て
く
る
。
一
六
至
年
か
ら
二
ハ
七
三
年
以
 
 

降
に
数
次
に
わ
た
っ
て
出
さ
れ
た
航
海
条
例
お
よ
び
一
七
三
三
年
の
糖
蜜
法
に
み
る
統
制
法
親
ほ
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
と
に
糖
 
 

密
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
領
酉
印
度
諸
島
上
の
貿
易
に
対
し
禁
止
的
な
税
を
課
し
た
も
の
で
あ
り
、
植
民
地
人
に
脅
威
を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
な
 
 

植
民
地
政
策
は
、
そ
の
実
効
を
あ
げ
え
ず
、
従
っ
て
植
民
地
人
の
利
益
を
実
質
的
に
は
侵
さ
な
か
っ
た
が
、
自
治
を
尊
び
、
次
第
に
ア
メ
リ
 
 

カ
人
と
し
て
の
自
主
的
意
識
を
も
つ
に
い
た
っ
た
植
民
地
人
の
精
神
を
刺
激
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
 
 
 



（
性
1
1
）
 
植
民
地
の
統
治
磯
措
は
、
英
国
王
の
勅
使
又
は
領
主
か
ら
任
命
さ
れ
た
総
督
（
G
雫
e
m
。
r
）
、
お
よ
び
参
議
会
（
曾
u
鼠
－
）
七
、
一
恵
の
財
産
資
格
 
 

を
有
す
る
自
由
民
に
よ
っ
て
公
選
さ
れ
た
下
院
（
A
∽
托
n
b
－
y
又
は
H
O
亡
S
e
O
鴫
C
O
m
m
O
n
）
に
よ
り
樟
成
さ
れ
て
い
た
。
 
 
 

（
注
望
 
ア
メ
リ
カ
学
会
、
原
典
ア
 

（
注
1
3
）
 
田
中
英
夫
、
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
、
一
入
貢
 
 

⇔
 
抑
圧
立
法
と
独
立
へ
の
道
程
 
 
 

上
述
し
た
よ
う
に
植
民
地
議
会
、
と
と
に
下
院
の
権
威
の
漁
夫
の
理
由
は
植
民
地
議
会
が
財
政
権
を
は
擾
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
 
 

こ
で
国
王
梅
力
の
植
民
地
に
対
す
る
独
立
隊
保
と
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
七
年
戦
争
、
（
一
七
五
六
～
一
七
六
三
年
）
の
結
果
拡
大
し
た
大
陸
の
警
 
 

備
保
障
の
た
め
本
国
軍
隊
の
植
民
地
常
駐
阻
要
す
る
経
費
捻
乱
の
必
要
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
は
植
民
地
に
対
す
る
国
会
課
税
を
際
定
し
 
 

た
。
一
七
六
四
年
の
砂
糖
法
お
よ
び
一
七
六
五
年
の
印
紙
税
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

民
地
自
治
の
、
・
従
？
て
自
頑
の
礎
石
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
植
民
地
人
は
課
税
負
担
そ
の
も
の
よ
り
も
、
植
民
地
人
の
課
税
協
讃
権
を
無
視
 
 

（
注
1
4
）
 
 

し
た
イ
ギ
リ
ス
国
会
に
よ
る
直
接
課
税
と
い
を
課
税
方
法
払
お
そ
れ
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
、
「
代
表
な
け
れ
ぼ
課
税
な
し
」
と
い
 
 

う
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
実
際
に
そ
れ
が
容
れ
ら
れ
る
こ
と
自
体
を
真
剣
に
目
指
し
て
い
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
一
。
．
な
ぜ
な
ら
、
も
し
本
当
に
本
 
 

国
の
国
会
に
代
表
が
出
せ
た
と
し
て
も
植
民
地
の
代
表
は
少
数
で
結
局
は
放
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
∴
こ
れ
は
植
民
地
側
で
も
十
分
に
認
 
 

識
さ
れ
て
い
た
。
彼
等
は
↓
代
表
な
け
れ
ぼ
課
税
な
し
」
の
慮
理
か
ら
1
植
民
地
に
乱
す
各
課
税
は
植
民
地
議
会
に
よ
っ
で
な
き
れ
ね
ば
な
 
 

（
注
1
5
）
 
 

√
 
ら
な
い
旨
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
′
つ
ま
り
、
そ
こ
紅
は
単
な
る
本
国
に
対
す
る
喪
税
の
協
讃
を
こ
え
て
、
、
本
国
か
ら
の
自
立
と
い
う
 
 

政
治
上
の
独
立
が
主
張
審
れ
て
い
畠
と
み
各
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 
 

こ
れ
ら
一
連
の
本
国
の
抑
圧
的
政
策
に
対
し
↓
植
民
地
側
は
協
力
態
勢
を
撃
え
て
反
本
国
抗
争
に
立
ち
上
う
た
バ
そ
の
最
初
の
成
果
は
丁
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

一
一
 
 
 



一
二
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

（
注
1
6
）
 
 

七
六
五
年
五
月
三
十
日
に
出
さ
れ
た
ヴ
ア
ジ
ゴ
ア
決
議
で
あ
っ
1
た
。
こ
吟
決
議
を
全
植
民
地
の
公
け
の
抗
議
に
患
で
組
織
す
る
き
っ
か
け
を
 
 

与
え
た
の
が
同
年
十
月
の
印
紙
税
法
会
議
で
あ
る
。
 
 

上
記
の
商
法
は
〉
そ
の
反
対
に
会
い
ま
も
な
く
廃
止
ぎ
れ
た
が
、
蔓
一
一
口
法
（
一
七
大
六
年
）
、
タ
ウ
ン
ゼ
ソ
ト
諸
法
〓
七
六
七
年
）
、
さ
ら
に
 
 

独
立
革
命
町
口
火
と
な
っ
▲
た
茶
法
（
一
七
七
三
年
）
と
懲
罰
法
華
去
国
の
植
民
嘩
に
対
す
る
威
圧
は
出
藍
る
こ
．
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
 
 

対
し
で
植
民
地
胤
は
い
よ
い
よ
そ
の
協
力
敵
勢
を
固
め
反
英
抗
争
町
立
ち
上
っ
た
。
一
七
七
四
年
の
第
」
回
大
陸
会
議
は
画
期
的
な
意
義
を
 
 

も
つ
。
、
第
一
回
大
陸
会
議
望
且
言
及
び
決
議
第
四
項
は
、
植
民
地
払
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
国
会
の
植
民
地
立
法
を
全
面
的
に
否
定
し
て
し
ま
∵
つ
 

た
の
で
あ
る
ヂ
㌧
植
民
地
側
は
、
太
国
に
対
す
る
法
的
隷
属
の
地
位
を
揚
棄
し
な
い
か
ぎ
ひ
瀾
民
地
自
治
を
完
全
に
守
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
 
 

（
注
1
7
）
 
と
猷
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
∵
 
 
 

も
ほ
や
イ
ギ
リ
ス
本
国
は
武
力
に
よ
っ
そ
植
民
地
を
屈
服
さ
せ
を
以
外
に
植
民
地
を
隷
属
の
地
位
軋
と
ど
め
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
 
 

え
、
と
ノ
こ
軋
イ
誤
㌢
ス
本
国
の
武
力
に
よ
を
弾
圧
と
、
こ
れ
軋
対
す
る
植
民
地
の
武
力
抵
抗
が
始
ま
る
。
土
の
武
力
闘
争
は
最
初
か
ら
植
民
 
 

地
の
独
立
を
目
指
し
て
行
な
わ
れ
た
も
め
で
は
な
▲
㌔
あ
ぐ
ま
で
も
植
民
地
人
の
敷
法
的
権
利
の
擁
護
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
⊥
七
 
 

（
注
1
8
）
 
 

七
六
年
七
凡
四
日
独
立
宣
言
の
挽
択
に
及
ん
で
そ
の
間
争
は
独
立
戦
争
へ
、
と
進
展
し
て
ゆ
く
。
 
 
 

独
立
宣
言
ほ
、
一
政
府
の
起
源
に
関
す
る
ロ
ッ
ク
の
契
約
説
に
準
拠
し
て
、
彼
等
が
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
の
ち
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
お
い
て
 
 

服
せ
る
と
同
一
の
法
の
体
系
を
自
己
の
意
思
に
よ
り
再
び
新
に
採
用
し
採
択
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
彼
等
が
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
臣
民
 
 

で
あ
っ
た
の
は
彼
等
が
任
意
に
そ
れ
を
承
認
し
た
結
果
で
あ
り
、
国
王
が
大
英
帝
国
の
元
首
で
あ
る
が
た
め
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
も
 
 

．
（
注
1
9
）
 
の
で
あ
る
。
 
 

独
立
宣
言
を
支
え
た
思
想
は
潰
然
法
恩
恵
で
あ
ゃ
そ
れ
は
ま
た
∨
ィ
ギ
リ
大
の
名
誉
革
命
を
庵
支
え
た
思
想
で
あ
っ
た
。
t
か
し
、
イ
ギ
リ
 
 
 



ス
の
権
利
章
典
は
↓
古
来
の
権
利
と
自
由
」
と
い
テ
伝
統
的
観
念
が
主
張
の
根
拠
と
な
り
、
き
わ
め
て
現
実
的
実
際
的
方
法
に
よ
り
確
立
き
 
 

れ
た
の
に
対
し
、
ア
メ
サ
カ
独
立
宣
言
に
み
る
人
海
思
想
は
、
天
賦
の
も
の
で
あ
り
、
不
可
譲
の
も
の
と
し
て
よ
り
鮮
明
に
自
然
権
思
想
が
 
 

打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
人
民
の
契
約
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
国
家
は
、
人
民
の
所
有
（
生
命
自
由
お
よ
び
財
産
）
を
守
る
こ
 
 

と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
り
、
ヾ
国
家
の
課
税
権
も
絶
対
的
な
も
の
で
ほ
な
く
、
国
民
の
同
意
な
し
に
租
税
を
徴
収
す
る
こ
と
は
、
私
有
財
産
 
 

の
根
本
法
則
を
侵
害
し
国
家
め
目
的
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
観
念
さ
れ
た
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
国
家
の
目
的
が
財
産
権
を
含
む
 
 

所
有
の
保
障
に
あ
る
こ
と
ほ
明
ち
か
で
あ
り
、
租
税
法
律
主
義
の
機
能
も
ま
た
そ
こ
に
存
し
た
と
い
え
る
。
 
 
 

（
注
1
4
）
h
原
典
ア
メ
リ
カ
史
（
下
）
、
七
頁
 

な
お
、
「
代
表
な
け
れ
ば
課
税
な
し
」
と
い
う
場
合
の
代
表
の
意
味
が
植
民
地
と
本
国
で
ほ
別
異
に
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
両
者
の
抗
争
の
も
と
に
 
 

な
ヶ
た
。
（
フ
ァ
ラ
ン
ド
啓
高
木
外
訳
、
ア
メ
リ
カ
発
展
史
、
三
八
頁
。
藤
慮
守
胤
」
ア
メ
リ
カ
革
命
史
論
、
六
三
富
 
 
 

（
注
ほ
）
 
田
中
英
夫
、
前
掛
者
、
五
七
貢
 
 

藤
原
守
胤
、
前
拷
書
、
五
七
貫
 

（
注
望
 
ヴ
ァ
」
ジ
七
ア
凝
議
の
訳
文
は
、
原
典
ア
メ
リ
カ
史
一
（
下
）
、
八
六
頁
参
喝
 

そ
の
決
議
に
は
崗
に
お
い
て
、
代
表
な
け
れ
ば
課
税
な
し
の
原
則
を
、
何
に
お
い
て
こ
の
権
利
は
常
に
イ
ギ
リ
ス
国
民
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
も
の
 
 

で
あ
る
こ
と
、
国
で
、
植
民
地
静
会
こ
そ
が
こ
の
権
限
を
有
す
る
む
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
で
い
る
。
 
 
 

（
注
望
 
原
典
ア
メ
、
リ
オ
史
（
下
）
、
±
ニ
琴
 
 
 

（
注
望
独
立
の
宣
言
が
公
鱒
の
問
題
と
し
て
決
定
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
原
典
ア
メ
リ
カ
史
（
下
）
、
一
八
頁
参
喝
 
 
 

（
注
1
9
）
 
フ
ァ
」
フ
ソ
ド
著
、
前
掲
書
、
四
六
貢
。
 
 
 

3
 
フ
 
ラ
 
ン
 
ス
 
 
 

イ
ギ
リ
ス
払
お
け
る
啓
制
主
爵
と
議
会
主
義
と
の
対
立
は
、
名
誉
革
命
に
よ
っ
て
そ
の
結
論
を
得
た
が
、
そ
の
主
張
の
根
底
に
あ
る
思
想
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

三
ニ
 
 
 



【
四
 
 

檻
佗
に
．
封
け
み
乳
税
l
の
忠
義
に
つ
い
で
 
 

は
ア
メ
リ
カ
に
受
け
継
が
れ
独
立
革
命
を
も
た
ら
せ
、
き
ら
に
ヨ
十
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
背
景
と
も
な
っ
た
。
 
 

ウ
ラ
ン
ス
革
命
の
性
格
に
つ
い
て
は
種
々
の
議
論
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、
革
命
 
 

の
原
因
の
一
つ
は
ア
ン
シ
ャ
ン
∴
レ
ジ
ー
ム
末
期
に
お
け
る
財
政
的
窮
乏
と
、
そ
の
財
政
危
機
を
も
た
ら
せ
た
と
こ
ろ
の
社
会
的
原
因
転
あ
 
 

っ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
、
 
 
 

H
 
ア
ン
シ
ャ
ン
 

革
命
の
起
竺
、
世
紀
前
フ
ラ
支
倉
愚
王
制
は
ル
イ
一
四
世
に
確
立
ぎ
れ
た
ど
み
る
こ
と
が
で
せ
る
。
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
下
に
お
 
 

け
る
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
．
克
明
確
に
虜
創
さ
れ
た
二
つ
の
廃
団
か
ち
構
成
j
れ
て
い
た
。
一
つ
ほ
僧
族
、
貴
族
か
ら
な
る
特
権
階
級
で
あ
り
、
 
 

他
は
、
そ
れ
以
外
め
い
わ
ゆ
る
第
三
階
級
で
あ
っ
た
。
特
権
階
級
は
社
会
生
活
の
う
え
で
当
然
負
う
べ
き
租
税
を
免
れ
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
 
 

さ
れ
る
利
益
を
最
大
限
竪
享
受
し
で
い
た
が
、
第
三
階
級
は
生
産
に
従
事
し
、
社
会
的
に
有
用
な
仕
事
を
負
い
、
同
時
に
唯
一
の
納
税
階
級
 
 

を
樟
成
し
て
い
た
 

位
に
甘
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
二
つ
わ
社
会
的
集
団
の
対
立
は
ほ
と
ん
ど
宿
命
的
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
不
平
等
さ
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
 
 

（
注
訓
）
 
も
類
例
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

フ
ラ
ン
ス
車
命
の
序
曲
は
、
、
ア
ン
シ
ャ
ツ
レ
ジ
ー
ム
末
期
の
財
政
窮
乏
を
打
開
す
る
た
め
、
、
そ
れ
ま
で
特
権
階
級
が
有
し
て
免
税
特
権
を
 
 

廃
止
し
財
源
を
確
保
せ
ん
と
し
た
国
王
に
対
し
て
、
療
権
階
級
が
反
抗
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
蔵
相
カ
ロ
ン
ヌ
の
提
案
し
．
た
補
助
地
租
 
 

（
注
2
1
）
 
 

税
（
一
七
八
大
年
）
 
は
、
全
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
名
士
会
（
A
設
e
n
b
－
e
∽
d
e
払
n
O
t
註
】
e
s
）
 
お
よ
び
高
等
 
 

（
注
㍑
）
 

法
院
（
勺
賢
－
e
m
e
已
）
は
、
旧
来
の
免
税
特
権
を
楯
に
∴
し
て
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
 

こ
こ
に
お
い
て
、
シ
ヤ
ル
ん
二
ハ
世
は
、
や
む
な
く
こ
の
租
税
法
案
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
一
六
一
四
年
以
降
絶
対
王
制
の
も
と
で
閑
 
 
 



（
注
2
3
）
 
 

か
れ
な
か
っ
た
三
部
会
（
E
t
毘
e
g
e
n
e
r
㌢
旦
を
召
集
せ
ざ
、
を
を
衛
な
く
な
っ
た
二
▲
七
八
九
年
の
三
部
会
は
ま
軋
に
ラ
ラ
貫
首
命
の
自
 
 

1
 

火
と
な
っ
た
。
 
 

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
そ
の
当
初
、
特
権
階
級
の
国
王
に
灯
す
る
反
抗
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
セ
、
叡
る
。
そ
の
反
抗
は
、
自
己
を
 
 

国
民
と
全
く
別
の
存
在
に
な
ぞ
ら
え
、
同
時
に
自
己
の
手
で
あ
ぐ
ま
で
む
政
民
を
支
配
し
ょ
う
と
望
ん
だ
痔
権
階
級
の
自
負
か
ら
生
じ
た
私
 
 

の
で
あ
り
、
大
局
的
に
は
あ
く
ま
で
も
廣
族
の
自
己
防
衛
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
段
階
で
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
単
に
専
制
主
義
を
覆
え
 
 

す
こ
と
の
意
味
し
か
も
た
な
か
っ
た
が
、
噛
権
階
級
の
底
筑
は
h
、
藤
代
の
纏
力
を
失
墜
さ
せ
、
壷
制
主
義
の
穐
威
に
あ
く
ま
で
む
抵
抗
レ
祭
 
 

る
力
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
∵
そ
わ
後
の
第
≡
階
級
の
奉
命
匿
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

（
注
2
0
）
 
ボ
ト
ル
ニ
コ
ル
、
．
金
沢
誠
也
訳
、
フ
ラ
y
ス
革
命
、
三
〇
頁
∵
 
 
 

（
注
2
1
）
 
名
士
会
は
そ
の
構
成
に
お
い
て
三
部
会
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
が
、
学
者
や
市
民
の
有
力
者
も
そ
れ
に
加
わ
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
当
 
 

初
は
三
部
会
よ
り
以
上
に
諮
問
的
な
機
能
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
三
部
会
が
そ
の
機
能
老
衰
過
し
た
こ
と
執
ら
逆
に
〓
ハ
世
紀
叔
降
そ
の
活
動
が
盛
 
 

ん
に
な
っ
た
。
（
野
田
良
之
、
フ
ノ
ー
ス
ソ
ス
法
概
論
（
上
）
、
三
三
六
頁
）
 
 
 

（
注
望
高
等
法
院
は
そ
の
司
法
的
機
能
よ
り
も
王
権
に
対
す
る
強
力
な
政
治
的
反
対
勢
力
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
た
。
∴
野
田
良
之
、
帝
掲
書
、
四
〇
六
頁
）
 
 

し
か
し
封
建
的
特
権
的
利
益
の
擁
護
を
そ
の
目
的
と
し
窓
等
法
院
は
箋
リ
ス
議
会
に
ょ
る
王
権
と
の
対
抗
と
そ
の
制
限
に
み
ら
れ
た
全
社
会
的
機
 
 

能
を
も
た
な
か
っ
た
。
 
 
 

（
注
讐
 
三
部
会
鱒
貴
族
、
僧
昭
平
民
の
三
部
よ
′
れ
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
が
集
ま
っ
て
国
事
を
試
す
る
目
的
を
も
つ
。
 

の
事
情
で
臨
時
の
徴
乱
を
行
な
う
場
合
特
に
召
集
さ
れ
た
。
 
 

由
革
命
と
人
権
宣
言
 
 

フ
ラ
ン
ス
革
命
を
真
に
社
会
的
た
ら
し
め
た
の
は
、
垂
二
階
級
（
特
に
革
命
の
▼
初
期
に
お
い
て
は
経
済
的
に
カ
を
有
し
て
い
た
ブ
ル
ジ
ョ
 
 

ア
ジ
ト
で
あ
っ
た
）
の
革
命
へ
の
参
画
で
告
∧
毛
市
民
階
級
は
、
三
部
会
の
召
集
を
要
求
す
私
こ
と
に
つ
い
で
は
貴
族
と
行
動
を
か
献
に
 
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

一
五
 
 
 



現
代
に
お
け
る
租
税
砂
意
義
に
り
い
て
 
 

一
六
 
 

じ
た
が
、
貴
族
ボ
そ
の
召
集
形
式
牢
つ
い
で
過
去
の
形
式
に
執
着
し
た
た
め
貴
族
と
の
共
闘
体
制
を
放
棄
し
㍉
そ
れ
以
後
革
命
の
由
い
手
と
 
 

し
て
積
極
的
な
行
動
を
起
す
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
三
部
会
に
お
け
る
第
三
階
級
の
叢
員
数
針
倍
加
さ
せ
、
↓
七
八
九
年
六
月
に
は
、
 
 

階
層
区
分
毎
記
憶
を
と
ど
め
て
い
る
三
部
会
と
い
う
名
称
を
不
適
当
と
考
え
、
こ
れ
を
「
国
民
議
会
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
 

も
し
、
国
民
議
会
姐
何
ち
か
の
理
由
で
解
散
を
余
儀
な
ぐ
さ
れ
る
場
合
に
は
、
議
会
の
承
認
を
経
ぬ
す
べ
て
の
課
税
を
即
時
に
中
止
さ
せ
よ
 
 

ぅ
と
い
／
資
快
諾
を
行
な
ぃ
偲
現
像
覇
権
叡
我
が
む
÷
芝
、
し
た
。
 
 
 

し
か
し
ハ
特
権
階
級
増
反
動
勢
力
と
、
国
王
の
轟
余
へ
あ
弾
圧
は
く
句
意
さ
れ
、
そ
れ
は
遂
匹
武
力
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
 
 

た
。
入
鹿
は
己
の
武
力
弾
圧
忙
対
抗
し
う
・
る
た
め
武
装
を
要
求
し
、
↓
セ
八
九
年
七
廠
十
四
日
武
、
器
弾
薬
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
パ
ス
 
 

チ
ュ
ー
牢
獄
凄
艶
撃
七
た
。
こ
の
人
民
め
武
力
介
入
町
よ
っ
七
ア
ン
サ
ヤ
ソ
）
ジ
ー
ム
は
事
実
上
崩
壊
し
、
八
月
二
十
六
日
国
民
議
会
は
革
 
 

命
の
成
果
で
ぁ
る
‥
「
人
間
と
市
島
の
権
利
」
妄
採
択
し
た
の
で
 

人
権
彗
一
昆
そ
′
の
第
一
∵
条
匿
お
い
て
′
「
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
吐
し
て
自
由
か
つ
平
等
の
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
、
す
べ
て
の
人
間
が
 
 

原
盤
妙
に
計
由
で
平
等
な
近
代
的
市
民
社
会
の
構
成
を
曇
一
己
で
い
る
。
き
ら
竺
▼
昏
由
、
所
有
権
、
安
全
お
よ
び
圧
制
に
対
す
る
反
抗
権
 
 

を
自
然
権
と
し
て
第
二
免
疫
掲
げ
、
∴
第
≡
条
匿
お
い
で
人
民
童
権
恕
娩
嘉
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
‡
ク
の
自
然
権
に
も
と
づ
く
人
民
主
 
 

（
注
2
4
）
 
権
や
革
命
権
の
思
想
を
知
る
こ
と
が
や
き
る
。
∵
 
 

定
斑
紋
閲
す
有
人
権
曇
蒜
規
定
ほ
乳
十
二
養
お
よ
び
訝
十
四
条
に
あ
恕
東
十
≡
条
は
、
革
命
の
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
／
た
財
政
危
機
が
 
 

租
税
倉
担
の
不
平
等
に
よ
る
財
源
不
足
に
あ
っ
姦
こ
と
に
鑑
み
、
「
各
の
権
オ
の
経
絡
お
よ
び
行
政
の
費
用
の
た
め
に
公
共
の
課
税
は
避
く
 
 

抱
か
ら
ず
」
と
定
め
、
国
家
作
用
の
行
使
に
と
っ
て
租
税
が
い
か
に
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
か
を
新
め
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
 
 

〉
♪
ヾ
 

お
よ
ぴ
㌢
メ
㌢
丸
た
お
い
肇
は
、
、
課
税
権
患
財
産
繚
と
ほ
野
隠
匿
酪
射
さ
れ
、
課
税
権
は
財
産
権
軋
対
略
す
る
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。
 
 
 



そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
1
代
表
な
げ
れ
ば
課
税
な
し
」
の
原
則
が
主
張
さ
れ
、
そ
の
原
則
に
よ
っ
て
自
ら
の
財
産
権
を
保
障
す
る
こ
と
に
力
点
が
 
 

お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
て
こ
れ
に
対
し
フ
ラ
ン
ス
人
権
に
お
い
て
ほ
、
課
税
権
と
財
産
権
と
の
対
峰
と
い
う
こ
と
よ
り
も
課
税
権
の
行
使
 
 

は
公
権
力
の
維
持
や
行
政
費
用
に
と
？
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
「
財
 
 

政
な
け
れ
ば
国
家
な
し
」
の
大
原
則
は
、
第
十
四
条
の
「
代
表
な
け
れ
ば
課
税
な
し
㌣
よ
り
も
先
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
 
 

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
最
大
の
原
因
が
国
家
財
政
の
危
機
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
時
、
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
を
崩
壊
し
自
ら
の
権
利
と
自
由
 
 

を
守
る
た
め
の
新
し
い
秩
序
を
作
り
出
さ
ん
と
し
た
市
民
階
級
に
と
う
て
も
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
違
い
な
い
。
 
 
 

次
い
で
、
「
こ
の
課
税
は
す
ペ
て
の
公
民
の
間
に
そ
の
能
力
に
従
っ
て
平
等
に
之
を
分
配
す
べ
し
」
と
、
公
平
負
担
の
原
則
を
述
べ
て
い
 
 

る
。
 
 
 

療
十
四
条
は
「
す
べ
て
の
患
民
は
自
ら
又
は
自
己
の
代
表
粒
よ
り
て
公
の
課
税
の
必
層
を
認
定
し
、
自
由
に
之
に
同
意
し
」
う
る
こ
と
を
 
 

定
め
て
い
る
．
。
「
代
表
な
け
れ
ば
課
税
な
し
」
の
要
求
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
も
重
要
な
人
民
の
要
求
と
な
う
て
表
わ
れ
て
い
る
ゾ
 
 
 

以
上
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
∵
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
租
税
法
律
主
義
の
理
念
を
市
民
国
家
の
生
成
過
程
を
通
し
▲
て
、
全
社
会
的
変
革
の
 
 

中
か
ら
見
出
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
世
絶
対
社
会
か
ら
近
世
市
民
社
会
へ
の
過
渡
期
に
お
い
て
、
国
王
め
慈
意
的
課
税
を
排
 
 

除
せ
ん
と
す
る
要
求
か
ら
起
‘
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
課
税
権
を
国
王
か
ら
奪
い
、
人
民
め
総
意
の
代
表
で
あ
る
議
会
に
留
保
し
、
私
こ
∵
て
 
 

人
民
の
財
産
権
を
担
保
ぜ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
市
民
革
命
に
お
け
る
自
由
と
権
利
の
主
張
は
、
そ
の
保
障
を
権
力
分
立
と
い
う
統
治
機
 
 

構
に
求
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
経
済
社
会
の
進
歩
に
よ
り
自
由
主
義
国
家
観
の
発
展
を
招
来
せ
し
め
る
い
た
る
。
 
 
 

（
注
2
4
）
 
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
の
息
憩
的
淵
源
に
つ
い
誓
は
」
 
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
、
栄
治
都
連
吉
訳
、
人
権
宣
言
論
参
喝
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 
 



租
税
法
律
主
義
町
理
念
は
、
＿
七
～
一
八
世
紀
の
社
会
的
変
動
期
に
ほ
政
治
的
経
済
的
変
革
の
中
に
包
含
さ
れ
全
社
全
的
変
革
を
可
能
な
 
 

ら
し
め
た
近
代
思
想
を
背
景
と
し
′
乾
生
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
⊥
型
税
法
律
主
義
め
理
念
は
そ
れ
が
ま
っ
て
立
づ
思
想
的
背
景
を
 
 

抜
獣
に
し
て
考
察
す
る
こ
と
ば
不
可
能
で
あ
る
。
ネ
の
思
想
的
背
景
を
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
＝
一
′
切
の
侵
害
か
ら
個
人
の
自
由
と
財
産
権
を
 
 

保
護
し
ょ
う
と
し
た
自
然
法
思
想
で
あ
る
。
自
然
法
思
想
ほ
、
天
賦
の
人
権
∵
（
生
命
・
自
由
・
財
産
）
／
と
社
会
契
約
前
を
中
心
と
し
て
政
治
 
 

（
注
2
5
）
 
 

権
方
砂
世
俗
化
、
立
憲
化
を
は
か
り
、
そ
の
関
心
を
私
有
財
産
の
不
可
侵
の
証
明
に
お
い
た
。
 

自
然
的
自
由
主
義
の
思
想
は
国
家
機
能
を
最
少
限
度
に
と
ど
め
お
く
こ
と
を
要
求
す
る
。
国
家
の
機
能
は
た
だ
自
然
的
自
由
の
制
度
を
な
 
 

ん
ら
の
障
害
な
し
に
機
能
せ
し
め
る
よ
う
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
こ
と
に
一
八
世
紀
の
産
業
革
命
に
よ
る
資
本
的
生
産
方
法
の
 
 

拡
大
は
自
由
重
義
こ
そ
富
の
蓄
積
と
社
会
の
発
展
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
ほ
必
要
最
少
限
度
に
お
い
て
の
み
そ
の
機
能
を
 
 

果
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
夜
警
国
家
観
な
い
し
治
安
国
家
観
が
主
張
さ
れ
た
。
 
 

こ
の
よ
う
な
自
然
的
自
由
主
義
思
想
お
よ
び
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
自
由
主
義
国
家
観
を
思
想
的
背
景
と
す
る
租
税
法
律
主
義
は
、
国
家
権
 
 

力
に
対
す
る
財
産
権
の
保
障
と
い
う
自
由
権
的
機
能
を
有
す
る
こ
と
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
租
税
は
私
有
財
産
制
度
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
と
 
 

観
念
さ
れ
、
資
本
蓄
積
の
滞
成
に
と
っ
て
の
障
害
と
な
る
以
上
、
′
で
き
る
だ
け
私
有
財
産
権
を
国
家
権
力
か
ら
守
ら
ん
と
す
る
要
求
が
租
税
 
 

法
律
重
義
の
最
も
重
要
な
機
能
と
な
？
た
の
で
あ
る
。
 

∫
∵
近
世
市
民
社
会
と
租
税
法
律
主
義
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

二
、
租
税
法
律
主
義
の
現
代
的
意
義
 
 



そ
し
て
ま
た
へ
租
税
法
律
ま
義
の
理
念
は
∵
封
嵐
好
支
屈
と
隷
属
か
ら
解
放
さ
れ
た
は
ず
の
市
民
社
会
に
な
お
課
せ
ら
れ
る
租
税
く
他
 
 

方
に
お
い
て
市
民
社
会
が
獲
得
し
た
私
有
財
産
億
の
国
家
権
力
か
ら
の
保
護
と
い
う
、
相
矛
盾
す
る
二
つ
の
も
の
を
調
和
せ
し
め
る
も
の
と
 
 

し
▲
て
も
機
能
し
た
。
す
な
わ
ち
、
嘉
民
の
総
意
を
代
表
し
 

り
1
そ
れ
に
よ
っ
て
納
税
の
理
由
と
必
要
と
が
明
確
に
合
唾
的
に
儲
明
せ
ら
れ
、
納
税
す
る
こ
と
が
市
民
自
身
の
利
益
で
あ
る
と
自
薦
七
亮
 
 

（
注
2
6
）
 
 

は
じ
め
て
租
税
を
負
担
す
る
ヱ
と
に
凍
る
の
で
あ
る
。
か
ペ
イ
国
家
は
、
個
人
の
利
益
窓
貝
徹
す
る
共
同
の
機
関
と
観
念
さ
れ
、
そ
の
国
家
 
 

権
力
の
行
使
に
よ
っ
て
利
益
を
享
賛
す
る
者
は
、
そ
の
国
儀
権
力
の
行
使
に
必
要
な
贋
用
を
負
瀕
す
る
義
務
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ち
な
木
上
 
 

す
る
。
近
代
市
偲
社
会
に
お
け
渇
租
税
Ⅵ
埼
質
は
、
市
民
が
国
家
か
ら
う
け
薄
利
儲
と
市
民
が
負
担
す
る
租
税
と
の
間
の
対
価
関
係
を
前
凝
 
 

と
す
る
鴻
の
で
ぁ
り
、
そ
れ
は
「
笹
墾
父
換
説
」
な
い
し
「
租
税
利
益
説
」
と
呼
ば
弟
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

（
注
望
 
も
っ
と
も
、
ホ
ッ
ブ
ス
」
く
将
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
等
の
説
い
た
自
然
権
の
内
容
に
は
差
異
が
み
う
け
ら
れ
る
が
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
平
等
 
 

で
あ
る
一
美
自
然
状
態
を
脱
す
る
た
め
に
相
互
に
契
約
を
結
ん
で
国
家
状
態
に
入
る
こ
と
、
自
然
権
は
人
間
固
有
の
も
の
で
あ
り
国
家
と
い
㌧
き
も
 
 

こ
れ
を
侵
害
し
え
な
い
こ
と
、
∴
訂
然
権
の
鳳
容
は
生
命
訝
由
財
産
で
あ
る
こ
と
、
租
税
は
瞥
家
計
利
益
に
対
す
る
代
価
で
あ
る
。
と
す
る
根
本
思
想
に
 
 

お
い
て
ほ
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
一
大
淵
利
男
、
近
代
自
然
法
思
想
と
租
税
の
理
論
参
喝
 
 
 

（
注
讐
 
島
恭
彦
、
前
掲
書
、
九
七
眉
 
 
 

2
．
私
有
財
産
権
の
修
正
変
化
と
生
存
権
 

自
然
的
自
由
主
義
は
、
そ
の
思
想
の
根
底
紅
白
然
的
調
和
の
観
念
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
国
家
権
力
を
抑
制
し
、
私
有
財
産
制
度
と
自
由
 
 

競
争
を
認
め
る
こ
と
は
、
社
会
全
体
の
利
益
を
実
現
し
」
人
民
の
全
て
に
と
．
っ
て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
 
 

な
が
ら
、
∧
一
九
世
紀
に
入
っ
▼
て
資
本
主
義
は
次
第
に
そ
の
制
度
上
の
欠
陥
を
露
呈
七
ほ
じ
め
、
経
済
的
弱
者
と
t
て
の
労
働
者
階
級
を
大
量
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

一
↑
九
 
 
 



現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

二
〇
 
 

に
出
現
き
せ
、
ニ
恐
慌
不
景
気
に
よ
る
失
業
な
ど
転
よ
つ
て
彼
等
を
生
活
難
に
陥
れ
深
刻
な
社
会
問
題
を
提
起
し
、
こ
こ
に
お
よ
ん
で
自
然
的
 
 

調
和
の
思
想
は
無
条
件
の
福
音
で
な
い
こ
と
が
い
や
応
な
し
に
明
ら
か
に
さ
れ
は
じ
め
た
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
経
済
は
そ
の
内
在
的
矛
 
 

盾
を
顕
在
化
し
は
じ
め
」
一
方
で
は
富
の
蓄
積
と
そ
の
支
配
、
ノ
他
方
で
は
労
働
者
階
級
の
絶
対
的
相
対
的
窮
乏
化
の
進
展
を
助
長
し
た
が
、
 
 

従
来
の
、
自
由
主
義
思
想
を
あ
？
て
し
て
は
そ
の
矛
盾
か
ら
派
生
す
る
社
会
問
題
に
対
し
て
何
ら
解
決
の
道
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
 
 

た
。
恐
儲
と
不
景
気
に
よ
る
失
業
闇
、
経
済
の
自
動
調
節
作
用
を
も
っ
て
し
て
は
解
消
し
え
ず
、
こ
こ
に
経
済
的
社
会
的
に
国
家
の
介
入
が
 
 

必
然
弥
に
要
請
さ
れ
る
に
い
7
た
か
秒
で
あ
る
。
自
由
主
義
社
会
が
保
博
し
た
自
由
と
権
利
は
、
窮
乏
に
あ
え
ぎ
、
生
存
そ
の
も
の
さ
え
脅
か
 
 

さ
れ
て
い
た
労
働
者
階
級
に
じ
て
み
れ
ば
す
で
に
空
文
化
し
て
い
た
。
資
本
主
義
社
会
の
制
度
上
の
欠
陥
か
ら
生
ず
る
問
題
の
解
決
は
も
や
 
 

は
「
見
え
ざ
る
手
」
正
よ
㌢
旨
は
不
可
能
七
叡
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
社
会
的
責
任
に
よ
・
つ
て
こ
れ
を
解
決
す
る
必
要
か
ら
国
家
の
積
極
 
 

的
介
入
が
社
会
的
要
請
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
∨
。
 
 
 

こ
エ
に
お
い
て
国
濠
は
、
や
む
を
得
ざ
る
害
悪
と
し
て
の
消
極
的
国
家
か
ら
、
国
民
経
済
に
介
入
し
、
実
質
的
に
自
由
を
保
障
せ
ん
と
す
 
 

る
積
極
的
国
家
へ
、
す
な
わ
ち
夜
警
国
家
か
ら
福
祉
国
展
へ
の
変
化
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
 

単
濫
形
式
的
に
画
家
か
ら
の
自
由
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
兵
質
的
自
由
が
実
現
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
生
存
そ
の
も
の
を
権
利
と
し
て
認
 
 

め
人
間
た
る
に
催
す
る
生
存
を
保
障
せ
ん
と
す
る
生
存
権
思
想
が
出
魔
す
る
こ
と
に
な
る
。
生
存
権
思
想
は
経
済
部
面
の
平
等
を
目
指
す
も
 
 

の
で
ぁ
る
以
上
国
家
の
積
極
的
な
統
制
な
い
し
配
慮
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
、
近
代
の
二
 
 

〇
世
態
層
瀧
は
自
由
権
的
基
本
権
と
と
も
に
、
国
家
の
責
務
と
し
て
の
生
存
権
的
基
本
権
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

資
本
主
義
凝
済
の
発
展
と
社
会
的
変
化
は
、
一
方
に
お
い
て
生
存
権
と
い
う
新
ら
し
い
タ
イ
プ
の
基
本
的
人
権
を
登
場
せ
し
め
る
と
と
も
 
 

に
、
他
方
に
お
小
て
近
代
満
点
革
命
に
ま
っ
セ
確
立
さ
れ
た
人
権
に
淵
し
一
定
の
修
正
変
化
凌
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
両
者
は
同
一
の
 
 
 



（
注
望
 

3
 
租
税
法
律
主
義
の
洩
代
的
意
義
 

近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
租
税
法
律
主
義
ほ
、
一
面
に
お
い
て
、
国
民
の
権
利
と
自
由
の
保
障
は
国
民
の
総
意
で
あ
る
議
会
 
 

に
よ
っ
て
守
ら
れ
ね
ば
な
ち
な
い
と
い
う
統
治
制
度
上
の
保
障
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
他
面
に
お
い
て
、
た
と
え
議
会
が
定
め
る
租
税
で
 
 

あ
っ
て
も
そ
れ
は
周
民
の
私
有
財
産
権
の
絶
対
性
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
ほ
な
ら
な
い
、
と
い
う
二
つ
の
面
を
有
し
て
い
た
。
租
税
法
 
 

律
主
義
の
も
つ
前
者
の
面
は
、
国
民
主
権
を
基
底
と
す
る
議
会
主
義
の
発
展
、
権
力
分
立
制
忙
よ
る
国
家
権
力
の
相
互
抑
制
と
い
う
統
治
制
 
 

度
上
の
確
立
を
促
し
、
そ
の
意
味
で
は
そ
れ
は
歴
史
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
解
さ
れ
よ
う
。
租
税
法
律
主
義
が
も
つ
現
代
的
意
義
 
 

闇
む
し
ろ
そ
れ
が
保
障
す
る
人
民
の
権
利
の
面
か
ち
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

租
税
法
律
主
義
の
理
念
が
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
有
⊥
た
機
能
は
私
有
財
産
権
と
い
う
自
由
藤
の
保
障
で
あ
っ
た
。
t
か
し
、
そ
れ
が
 
 

そ
の
後
の
社
会
経
済
の
変
遷
乾
よ
り
、
天
賦
不
可
譲
の
権
利
と
考
え
ら
れ
た
財
産
権
に
対
し
、
国
民
の
実
質
的
権
利
と
自
由
を
保
障
す
る
た
 
 

め
に
生
存
権
に
よ
っ
て
修
正
変
化
を
う
け
る
に
至
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
生
存
権
保
障
の
た
め
に
 
 

ほ
、
国
家
の
積
極
的
関
与
が
不
可
次
の
庵
の
と
認
識
せ
ら
れ
、
国
家
は
必
要
悪
と
し
て
の
存
在
か
ら
、
積
極
的
意
義
と
機
能
を
有
す
る
こ
と
 
 

現
代
に
お
け
る
狙
兢
の
意
義
に
つ
ぃ
て
 
 

二
一
 
 
 

（
注
2
7
）
 
基
礎
に
出
て
く
る
問
題
で
あ
り
、
相
互
忙
不
可
分
匿
結
び
つ
い
て
い
る
。
近
代
市
民
革
命
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
自
由
権
の
．
テ
ち
最
も
大
き
 
 

な
修
正
変
化
を
受
け
た
の
は
財
産
権
で
あ
る
』
財
産
権
が
修
正
変
化
を
受
け
た
の
は
、
由
産
権
の
自
由
が
資
本
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
労
働
 
 

者
階
級
の
基
本
的
生
活
要
求
を
圧
迫
す
る
た
め
、
そ
の
生
存
権
を
保
障
す
る
た
め
に
は
資
本
主
義
的
財
産
権
の
自
由
を
制
限
心
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
生
存
権
保
障
の
登
場
す
る
に
い
た
っ
た
経
緯
と
ま
さ
に
軌
を
一
に
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
一
私
有
財
産
権
 
 

は
国
家
機
能
の
変
化
－
夜
警
国
家
か
ら
福
祉
国
家
へ
†
転
応
じ
、
垂
有
権
転
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 



二
二
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
福
祉
国
家
の
出
現
を
み
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
租
税
法
律
主
義
が
よ
っ
て
立
つ
社
会
的
背
景
、
 
 

換
言
す
れ
ば
、
租
税
法
待
主
義
が
存
立
の
基
礎
と
な
る
べ
き
社
会
的
理
念
な
い
し
思
想
は
、
①
、
そ
の
実
現
の
仕
方
に
お
い
て
国
家
権
力
の
 
 

排
除
で
は
な
く
‥
そ
の
積
塵
的
関
与
を
要
求
七
∵
②
、
、
そ
の
保
障
せ
ん
と
す
る
国
民
の
権
利
が
私
有
財
産
権
七
い
う
自
由
権
保
障
と
と
も
に
 
 

生
存
権
保
博
の
実
現
の
た
め
に
修
正
変
化
を
う
け
、
む
し
ろ
生
存
権
保
障
に
よ
り
重
点
を
お
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
租
税
法
律
主
義
 
 

が
よ
っ
て
立
つ
社
会
理
念
な
い
t
思
想
の
現
代
助
意
義
、
換
言
す
れ
ば
、
理
念
と
し
て
の
租
税
法
律
主
義
が
有
す
る
現
代
的
意
義
も
ま
た
そ
 
 

士
風
見
出
す
こ
と
が
で
普
る
の
で
あ
る
。
 
 

理
念
七
し
て
や
租
税
法
律
主
義
を
エ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ほ
税
法
の
解
釈
適
用
に
ど
の
ょ
う
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
。
も
ち
ろ
ん
税
法
の
解
釈
適
用
ほ
、
租
税
法
律
主
義
の
理
念
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
従
来
、
租
税
法
律
主
義
の
理
念
が
 
 

財
産
権
と
い
う
自
由
権
の
保
障
に
あ
？
た
こ
と
に
力
点
を
お
い
て
、
税
法
め
解
釈
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
‥
と
く
に
、
私
法
に
お
け
る
解
釈
 
 

原
盤
草
の
差
異
の
有
無
、
さ
ら
紅
」
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
問
題
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
↓
疑
わ
し
き
は
納
税
者
の
利
益
に
」
の
問
題
、
行
政
通
 
 

達
の
法
源
準
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
理
念
と
し
て
の
租
税
法
律
主
義
が
も
つ
現
代
的
意
義
か
ら
み
て
、
従
来
の
議
論
が
そ
 
 

の
ま
せ
妥
当
す
る
庵
Ⅵ
七
は
考
え
ら
れ
庵
い
」
 
 

税
法
ほ
、
画
家
歳
入
の
確
保
と
い
う
手
段
を
通
〕
て
生
存
権
保
障
を
実
質
的
に
担
保
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
め
法
目
的
観
に
お
い
て
私
的
 
 

自
治
と
契
約
眉
由
の
原
則
を
基
調
と
す
る
私
法
分
野
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
∨
特
に
、
税
法
の
解
釈
に
は
、
租
税
法
律
主
義
の
 
 

理
念
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
実
質
的
公
平
負
担
の
原
則
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
平
負
担
の
原
則
は
、
そ
れ
自
体
税
法
の
法
目
 
 

的
と
な
サ
得
る
も
の
■
で
あ
り
、
そ
れ
は
私
法
の
分
野
に
見
ら
れ
な
い
税
法
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
法
解
釈
が
法
目
的
に
そ
く
し
て
な
さ
れ
ね
 
 

ぼ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
▼
L
私
法
も
税
法
も
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
ハ
両
者
の
解
釈
原
理
の
差
異
ほ
そ
の
有
す
る
法
目
的
の
特
殊
性
か
ら
 
 
 



説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
「
疑
わ
し
き
は
納
税
者
の
利
益
」
に
と
い
う
主
張
は
、
国
民
の
財
産
権
と
い
う
自
由
権
の
み
を
保
障
す
る
こ
と
紅
重
 
 

点
が
お
か
れ
た
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
は
」
国
家
権
力
の
排
除
に
よ
・
っ
て
私
有
財
産
権
を
保
障
す
る
こ
と
に
な
り
え
て
も
∵
福
祉
国
家
が
 
 

究
極
の
目
槙
と
す
る
生
存
権
保
障
の
た
め
に
は
何
ら
寄
与
し
え
な
い
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
「
疑
わ
し
き
は
納
税
者
の
利
 
 

益
」
に
よ
り
租
税
負
担
を
免
れ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
他
の
国
民
の
負
担
の
う
え
に
お
い
て
福
祉
国
家
に
お
け
る
国
家
の
奉
仕
 
 

と
管
理
を
受
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
∵
そ
の
公
平
感
に
お
い
て
問
題
が
あ
ろ
う
。
 
 

税
務
通
達
を
め
ぐ
る
議
論
庵
ま
た
、
租
税
法
律
主
義
の
原
則
を
ふ
え
ん
し
、
主
と
し
て
そ
の
法
源
性
を
め
ぐ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
な
 
 

る
ほ
ど
、
税
務
通
達
に
形
式
的
法
規
と
し
て
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
実
質
的
に
は
次
の
よ
う
な
意
義
と
機
能
と
が
認
識
さ
 
 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
税
法
は
取
引
社
会
に
お
け
る
経
済
現
象
を
そ
の
対
象
と
す
る
が
、
妄
の
経
済
現
象
は
、
本
来
日
々
変
化
発
展
し
流
動
的
で
あ
 
 

る
。
従
っ
て
税
法
め
規
定
ほ
、
ノ
そ
の
対
象
と
す
る
全
て
め
経
済
現
象
を
予
め
想
起
し
て
そ
の
細
部
に
わ
た
る
ま
で
規
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
 
 

で
あ
り
、
必
然
的
に
包
括
的
、
ナ
般
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
税
務
通
達
は
、
税
法
の
包
括
的
、
一
般
的
規
定
か
ら
生
ず
る
解
釈
、
適
用
 
 

上
の
疑
義
に
つ
い
て
行
政
庁
内
部
の
統
一
を
は
か
り
、
同
一
条
件
同
一
負
担
の
越
旨
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
租
税
負
担
の
公
平
を
は
か
る
と
 
 

と
も
に
、
本
来
発
展
し
、
流
動
す
る
経
済
社
会
に
お
い
て
、
税
法
の
予
期
し
え
ぬ
経
済
取
引
か
ら
利
得
し
た
者
に
対
し
、
税
法
の
目
的
と
抵
 
 

触
⊥
な
い
限
り
に
お
い
て
迅
速
な
課
税
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
租
税
負
担
の
公
平
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
税
務
通
達
の
意
義
 
 

と
機
能
に
つ
い
て
ほ
、
租
税
法
律
主
義
の
形
式
面
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
∵
租
税
負
担
√
の
公
平
と
い
う
観
点
か
ら
の
再
評
価
が
な
さ
れ
ね
ば
な
 
 

ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 
 



二
四
 
 
 

現
訳
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

理
念
と
t
て
の
租
税
法
律
主
義
の
も
つ
現
代
的
意
義
が
税
法
の
解
釈
適
用
に
当
り
、
い
か
に
作
用
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
上
に
掲
げ
た
ニ
 
 

ュ
二
の
聞
題
提
起
を
す
る
に
と
ど
め
、
そ
の
詳
論
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
ほ
、
現
代
に
お
け
る
租
税
法
律
主
義
が
よ
っ
 
 

て
立
つ
社
会
理
念
か
ら
み
て
、
租
税
の
本
質
、
お
よ
び
国
民
の
納
税
の
義
務
ほ
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
考
 
 

察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
β
 
 

4
 
福
祉
国
家
七
租
税
の
本
寅
 

自
由
主
義
国
家
が
資
本
主
慕
的
生
産
方
法
の
拡
大
に
と
も
な
う
、
社
会
間
麺
の
解
決
に
何
ら
の
機
能
を
有
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
 
 

れ
、
）
こ
の
社
会
問
題
解
決
の
た
め
転
国
家
の
積
極
的
関
与
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
に
福
祉
国
家
が
出
現
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
 
 

上
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
セ
い
う
福
祉
国
家
と
は
、
「
各
人
の
権
利
と
自
由
活
動
を
原
則
と
し
な
が
ら
、
社
会
的
正
義
 
 

の
要
求
に
基
づ
き
、
法
敵
政
治
的
管
理
を
行
な
っ
て
、
そ
の
間
の
行
き
す
ぎ
と
摩
擦
を
調
整
す
る
と
同
時
に
積
極
的
な
国
家
活
動
に
よ
り
、
 
 

（
注
2
8
）
 
 

各
人
の
生
活
七
福
祉
を
保
障
す
る
も
の
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
積
極
的
な
国
家
活
動
の
実
質
的
な
裏
付
け
は
財
政
に
よ
っ
て
ほ
じ
め
て
可
 
 

能
と
な
る
。
し
か
旦
租
観
国
家
に
お
け
る
財
源
は
租
税
収
入
に
依
然
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
租
税
収
入
が
国
家
の
存
立
 
 

と
活
動
た
と
カ
、
て
不
可
欠
の
要
因
で
あ
る
こ
と
は
今
更
論
ず
る
ま
で
も
な
い
が
、
福
祉
国
家
に
お
小
て
は
、
そ
の
掲
げ
る
政
策
実
現
の
た
め
 
 

に
用
い
ら
れ
る
租
税
は
、
も
は
や
封
建
時
代
に
お
け
る
よ
う
な
支
配
者
に
対
す
る
被
支
配
者
の
貢
納
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
 
 

家
が
与
え
る
利
益
の
対
価
で
も
な
い
。
 
 

租
税
の
本
質
堅
関
す
る
議
論
、
つ
吏
り
、
な
に
ゆ
ゝ
え
に
国
家
は
覿
税
を
徴
収
す
る
か
、
ま
た
、
な
に
ゆ
え
に
国
民
ほ
納
税
の
義
魂
を
負
う
 
 

（
注
2
9
）
 
 

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
ほ
、
こ
れ
ま
で
租
税
と
私
有
財
産
権
と
の
矛
盾
を
調
和
す
る
形
で
発
展
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
私
有
財
 
 

産
権
と
国
家
と
の
関
係
が
、
中
世
か
ら
近
世
市
民
社
会
を
経
て
そ
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
か
を
、
そ
の
思
想
的
背
景
か
ら
考
察
し
て
き
た
 
 
 



の
で
あ
る
が
、
租
税
法
律
主
義
の
現
代
的
意
義
を
考
え
る
′
に
当
っ
て
も
こ
の
間
題
は
是
非
と
も
究
明
せ
ね
ぼ
な
ら
な
い
問
題
で
も
あ
る
。
租
 
 

税
の
本
質
に
関
す
る
議
論
も
ま
た
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
思
想
と
歴
史
性
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
、
租
税
を
も
っ
て
利
益
 
 

の
対
価
と
す
る
租
税
応
益
説
と
、
ヒ
国
家
の
優
越
性
を
主
張
す
る
租
税
犠
牲
説
に
大
別
で
き
る
。
 
 
 

租
税
応
益
説
ほ
、
絶
対
王
制
の
徴
税
権
力
に
代
う
て
新
に
生
成
し
よ
う
と
す
る
市
民
的
国
家
の
徴
税
権
レ
、
そ
の
下
で
確
立
し
た
私
有
財
 
 

産
権
の
調
和
論
で
あ
り
、
租
税
は
周
家
が
財
産
所
有
者
に
与
え
る
利
益
の
対
価
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
租
税
犠
牲
説
は
、
個
人
に
優
越
 
 

す
る
国
家
の
歴
史
的
、
理
論
的
必
然
性
を
強
調
し
、
国
家
′
は
そ
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
に
当
然
に
課
税
権
を
も
ち
、
国
民
は
納
税
の
義
務
 
 

を
負
う
と
説
か
れ
て
い
る
。
 
 
 

租
税
利
益
説
が
成
立
し
え
た
の
ほ
、
資
本
主
義
経
済
が
上
昇
期
に
あ
っ
て
い
ま
だ
そ
の
矛
盾
を
露
呈
し
な
か
っ
た
と
い
う
現
実
的
要
件
が
 
 

必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
初
期
の
資
施
主
義
経
済
と
自
由
主
義
国
家
を
背
景
と
し
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
－
し
か
し
、
租
税
利
益
説
が
 
 

成
立
し
え
た
現
実
的
要
件
は
ハ
現
在
存
続
し
え
ず
、
か
つ
、
そ
こ
で
い
う
租
税
と
国
家
利
益
と
の
対
価
関
係
も
、
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
、
 
 

負
担
能
力
の
大
き
い
も
の
ほ
芯
㌔
国
家
か
ら
受
け
る
利
益
が
大
き
い
と
は
限
ら
な
い
し
、
逆
に
、
経
済
的
弱
者
ほ
ど
負
 

に
対
t
て
国
家
か
ら
受
け
る
利
益
ほ
犬
で
あ
る
。
従
っ
て
租
税
の
泰
質
を
利
益
説
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

租
税
犠
牲
説
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
り
カ
の
よ
う
に
自
由
主
義
社
会
を
も
ち
え
な
い
ま
ま
、
資
本
主
義
の
育
成
と
発
展
の
た
め
に
全
体
主
 
 

義
国
家
を
形
式
し
た
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
後
逸
資
本
主
義
国
に
お
い
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
り
そ
れ
ほ
、
国
家
を
個
人
の
意
思
を
超
 
 

越
七
た
存
在
と
考
え
る
権
威
的
国
家
観
を
背
景
と
し
、
国
家
は
そ
の
任
務
達
成
の
た
め
に
当
然
に
課
税
権
を
も
ち
、
租
税
は
そ
の
任
務
達
成
 
 

の
た
め
に
国
民
が
負
担
す
る
犠
牲
な
い
し
義
務
と
考
え
ら
れ
た
。
国
民
ゐ
福
祉
を
究
極
の
目
棟
と
す
る
福
祉
国
家
の
思
想
と
犠
牲
前
の
背
景
 
 

と
な
っ
た
権
威
的
国
家
思
想
と
は
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
こ
と
明
ら
か
で
あ
り
、
犠
牲
説
も
ま
た
福
祉
国
家
に
お
け
る
租
税
の
本
質
を
説
明
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

二
五
 
 
 



す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 

福
祉
国
家
は
、
体
制
的
に
資
本
主
義
と
連
続
を
保
ち
な
が
ら
、
そ
の
泰
盾
解
消
の
た
あ
に
修
正
、
改
良
を
行
な
わ
ん
と
す
る
国
家
観
で
あ
 
（
注
 

3
0
）
 
 

る
。
そ
の
修
正
・
改
良
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
最
低
限
度
の
生
活
保
障
と
い
う
生
存
権
的
基
本
権
の
確
立
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
修
 
 

正
・
改
良
ぬ
社
会
全
体
の
共
同
責
任
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
全
国
民
が
客
体
で
あ
る
と
と
も
匠
主
体
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
国
民
の
 
 

参
加
は
福
祉
国
家
実
現
の
た
め
に
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
：
ま
た
、
そ
れ
な
く
し
て
は
生
存
権
の
保
障
は
そ
ゐ
存
立
の
基
礎
を
失
な
う
。
．
と
こ
 
 

ろ
で
∵
こ
と
に
い
う
福
祉
国
家
実
現
の
た
め
の
国
民
の
参
加
と
は
、
、
国
民
主
権
の
も
と
に
お
い
て
は
立
法
、
商
法
、
行
政
へ
の
各
部
面
に
お
 
 

い
て
国
民
の
意
思
を
反
映
さ
せ
ハ
福
祉
国
家
実
現
へ
国
家
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
富
の
実
現
の
た
め
の
財
政
負
担
を
 
 

自
ら
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
福
祉
国
家
に
串
け
る
国
家
作
用
は
、
▼
国
民
自
ら
が
そ
の
財
政
負
但
を
課
す
る
こ
と
に
．
よ
っ
て
実
質
的
裏
付
け
 
 

が
得
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
国
家
と
国
民
と
は
、
相
対
立
す
る
概
念
で
は
な
く
、
国
家
こ
そ
国
民
の
財
産
権
、
∵
生
存
権
を
保
障
す
る
機
関
で
あ
 
 

る
、
と
い
う
両
者
の
白
岡
性
を
前
提
七
す
る
。
国
家
と
国
民
と
の
自
同
性
を
前
掟
と
す
る
福
祉
国
家
に
お
い
て
、
租
税
の
本
質
は
、
国
家
的
 
 

奉
仕
と
管
理
を
実
現
す
る
た
め
の
社
会
的
費
用
な
い
し
社
会
的
間
接
費
用
と
し
て
国
民
が
負
担
す
を
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
 
 

本
来
な
ろ
ば
国
民
経
済
の
自
得
性
に
任
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
富
の
分
配
過
程
に
国
家
が
介
入
し
、
生
存
権
を
保
障
す
る
た
め
の
社
会
的
環
 
 

境
せ
作
り
出
す
た
め
に
社
会
的
費
用
と
し
て
国
民
が
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

も
っ
と
あ
、
納
税
者
個
人
か
ら
み
れ
ば
、
社
会
的
費
用
と
し
て
負
担
す
る
租
税
と
、
国
家
的
奉
仕
お
よ
び
管
理
と
は
等
価
関
係
に
あ
る
も
 
 

の
で
ほ
な
い
。
一
般
の
経
済
取
引
社
会
に
お
い
て
は
、
費
用
は
有
形
、
無
形
の
利
益
を
獲
得
す
る
た
め
に
支
払
わ
れ
る
価
値
の
犠
牲
を
い
い
、
 
 

原
則
上
し
七
費
用
の
負
担
者
が
そ
の
獲
得
し
た
利
益
を
独
占
的
、
排
他
的
堅
享
受
す
各
の
で
あ
る
。
↓
費
用
負
担
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
獲
得
し
 
 

た
利
益
を
排
他
的
覧
享
受
し
う
る
排
他
原
則
に
対
し
て
、
法
は
一
般
的
に
こ
れ
を
所
有
権
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
負
担
し
た
 
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 



費
用
と
、
受
け
た
利
益
の
間
に
等
価
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
租
税
の
場
合
は
同
じ
、
く
そ
れ
を
国
民
が
負
 
 

担
す
る
社
会
的
費
用
と
い
っ
て
も
、
凡
そ
の
費
用
を
負
担
し
た
こ
と
か
ら
得
る
と
こ
ろ
の
国
家
の
奉
仕
と
管
理
と
い
う
利
益
に
対
し
て
国
民
は
 
 

排
他
的
な
旛
利
を
有
し
な
い
と
と
を
原
則
と
す
る
。
そ
れ
は
、
国
民
が
受
け
る
国
家
の
奉
仕
お
■
よ
び
管
理
が
国
民
各
自
、
の
個
人
的
選
好
に
よ
 
 

っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
社
会
全
体
の
選
好
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
と
い
う
、
画
家
の
奉
仕
と
管
理
の
本
質
的
性
格
に
よ
る
も
の
 
 

で
あ
る
。
従
っ
て
、
個
人
的
に
は
国
家
の
奉
仕
と
管
理
が
あ
る
方
向
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
た
と
し
七
も
社
会
公
共
の
見
地
 
 

か
ら
別
の
方
向
に
な
さ
れ
る
七
と
も
あ
り
う
る
し
、
か
つ
、
な
さ
れ
た
国
家
の
奉
仕
お
よ
び
管
理
に
対
し
て
、
そ
の
利
益
は
原
則
と
し
て
全
 
 

て
の
国
民
が
享
受
し
、
一
個
人
が
独
占
的
、
排
他
的
に
享
受
し
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
（
例
え
ば
、
一
個
人
と
し
て
ほ
そ
の
負
担
し
た
租
税
 
 

が
値
宅
に
対
す
る
国
家
サ
ー
ビ
ス
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
と
し
て
も
、
社
会
的
公
共
の
観
点
か
ら
み
て
そ
れ
が
公
園
、
緑
地
に
 
 

対
し
て
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
具
か
つ
」
い
っ
た
ん
公
園
、
緑
地
が
国
家
」
サ
ト
ビ
ス
に
よ
っ
て
作
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
施
設
の
利
用
は
全
て
の
 
 

国
民
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
と
観
念
さ
れ
、
一
個
人
が
排
他
的
に
そ
の
利
益
を
享
受
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ほ
、
個
 
 

人
が
負
担
す
る
租
税
と
、
国
家
サ
ー
ビ
ス
は
等
価
関
係
に
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
交
換
関
係
さ
え
稀
薄
化
す
る
。
）
。
租
税
と
国
家
の
 

奉
仕
お
よ
び
管
理
と
が
等
価
関
係
に
な
い
他
の
積
極
的
な
理
由
は
、
福
祉
国
家
に
お
い
て
は
、
主
体
と
⊥
て
の
国
民
が
負
担
す
る
租
税
と
、
客
 
 

体
と
し
て
の
国
民
が
受
け
る
国
家
的
奉
仕
お
よ
び
管
理
と
が
等
価
関
係
笹
な
い
と
こ
ろ
に
と
そ
社
会
正
義
実
現
の
連
が
あ
る
の
で
あ
り
、
∴
そ
 
 

れ
に
よ
っ
て
一
は
じ
め
て
資
本
的
生
産
方
法
に
よ
る
奮
の
偏
在
を
是
正
し
（
摩
擦
を
調
整
す
る
ー
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
よ
チ
。
 
 
 

福
祉
国
家
に
お
け
る
租
税
の
本
質
を
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
ヒ
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
、
福
祉
国
家
に
お
げ
る
租
税
 
 

は
、
共
同
連
帯
性
と
い
う
特
質
を
も
つ
と
い
え
よ
ケ
。
福
祉
国
家
の
実
現
へ
の
指
向
は
、
社
会
的
、
＼
経
済
的
変
化
に
よ
る
歴
史
的
必
然
性
の
 
 

中
で
、
国
民
自
ら
が
選
択
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ぐ
ま
で
も
個
人
の
自
由
を
基
調
と
し
一
つ
つ
も
∵
そ
こ
に
墜
■
連
帯
、
∵
共
同
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

こ
七
 
 
 



二
八
 
 

観
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

の
考
え
方
が
そ
の
根
底
忙
あ
る
。
そ
の
意
味
で
福
祉
国
家
は
共
同
体
的
世
界
観
を
否
定
し
え
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
国
 
 

民
は
∵
福
祉
国
家
実
現
の
た
め
に
、
共
同
連
許
し
て
貴
任
を
負
夏
」
と
と
な
り
、
そ
の
目
的
達
成
め
た
め
、
の
租
税
負
担
も
そ
の
例
外
で
は
な
 
 

い
。
料
税
負
担
の
共
同
連
帯
は
、
二
国
民
の
租
税
回
避
に
よ
っ
て
免
れ
る
負
担
を
必
然
的
に
他
め
国
民
に
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
私
有
財
 
 

産
嘩
の
絶
対
化
と
自
由
契
約
を
基
調
と
す
る
近
代
市
貝
社
会
に
お
い
て
ほ
、
租
税
負
担
も
ま
た
結
局
個
人
が
自
己
に
対
し
て
義
務
を
負
え
ば
 
 

よ
か
っ
た
が
∵
福
祉
国
家
転
お
い
、
て
は
∵
そ
▲
の
目
的
実
現
の
た
め
忙
共
同
連
帯
し
て
租
税
負
担
を
負
う
と
こ
ろ
、
陀
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
 
 

き
ヰ
鳥
そ
の
意
味
で
租
税
は
、
共
同
㌧
（
協
同
）
的
社
会
費
用
な
い
し
、
社
会
劇
共
同
費
用
と
じ
て
国
民
が
負
担
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
 
 

牽
き
よ
チ
。
▼
し
か
㊨
∵
狙
撃
を
国
民
が
共
同
し
て
負
担
す
る
こ
と
が
、
国
戌
の
参
加
を
通
し
て
行
な
わ
れ
る
社
会
正
義
実
現
に
資
す
る
道
な
 
 

の
で
あ
る
。
 

（
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5
 
福
祉
国
家
と
納
税
の
義
務
 
 

生
存
権
ほ
、
自
由
権
と
は
そ
の
成
立
の
社
会
的
、
経
済
的
背
景
を
異
に
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
上
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
 
 

は
普
た
行
政
権
の
発
動
に
つ
い
で
も
自
由
主
義
国
家
払
お
い
て
要
請
さ
れ
た
「
安
価
な
政
府
」
云
は
異
な
っ
た
要
請
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
 
 

す
な
わ
ち
、
自
由
権
の
保
障
は
行
政
権
の
発
動
を
極
力
抑
請
す
る
が
、
生
存
権
は
社
会
的
見
地
に
立
っ
て
む
し
ろ
行
政
権
の
作
用
を
積
極
的
 
 

匿
お
し
進
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
人
間
に
催
す
る
生
活
を
保
障
す
る
た
め
国
民
の
自
由
な
社
会
掛
動
を
制
限
す
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
と
こ
 
 

（
注
3
1
）
 
 

ろ
に
そ
の
保
障
の
意
義
瞥
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
で
い
ヶ
生
存
権
保
障
の
ノ
た
め
の
行
政
権
の
介
入
ほ
、
実
質
的
に
は
国
家
 
 
 



の
財
政
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
租
税
国
家
に
お
け
る
財
源
は
租
税
収
入
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
周
 
 

知
の
事
実
で
あ
る
。
租
税
は
そ
の
諷
遭
遇
程
町
お
い
て
す
で
紅
所
得
の
再
配
分
と
い
シ
機
能
を
有
し
、
財
政
政
策
の
一
環
と
し
て
現
代
の
国
 
 

家
目
的
に
寄
与
し
う
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
良
体
自
由
主
義
経
済
の
見
え
ぎ
る
手
に
よ
る
邑
動
調
節
の
過
不
足
を
国
家
機
能
に
よ
つ
 
 

て
調
和
す
る
こ
と
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
更
紅
歳
出
に
よ
っ
て
一
層
明
確
に
さ
れ
う
る
。
社
会
保
障
や
公
的
扶
助
に
支
出
せ
ら
 
 

れ
る
国
家
予
算
ほ
、
よ
り
直
接
的
に
福
祉
国
家
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
な
り
う
る
、
．
と
同
時
に
、
社
会
保
障
や
公
的
扶
助
が
、
具
体
的
 
 

に
ど
の
よ
う
な
範
囲
と
額
に
お
い
て
所
得
の
再
配
分
機
能
を
有
す
る
か
は
、
租
税
収
入
の
面
か
ら
規
制
さ
れ
る
こ
と
ほ
否
定
セ
き
な
い
で
あ
 
 

ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
そ
の
国
の
経
済
状
態
に
依
存
ず
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
、
。
そ
の
意
味
で
福
祉
国
家
に
お
け
る
国
民
が
有
す
る
納
税
の
 
 

義
務
も
、
局
由
主
義
国
家
に
お
け
る
そ
れ
と
は
別
個
の
新
ら
し
い
意
義
を
有
す
る
こ
と
が
認
識
逼
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

封
建
的
支
配
と
隷
属
を
脱
し
い
権
利
と
自
申
の
獲
得
の
闘
争
の
成
果
と
し
て
採
択
さ
れ
た
各
国
の
人
権
茎
一
一
口
は
ま
ず
何
よ
り
も
「
権
利
」
 
 

の
宣
言
で
あ
り
「
義
務
」
卑
宣
言
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
人
間
ほ
、
′
義
務
は
十
二
分
に
し
ょ
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
い
あ
ら
た
′
め
て
そ
 
 

（
注
3
2
）
 
 

れ
を
宣
言
す
る
必
要
は
少
し
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
納
税
の
義
務
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
国
王
の
悪
意
的
課
税
に
ょ
㌢
財
産
権
を
 
 

侵
害
さ
れ
て
い
た
市
民
に
と
っ
、
て
納
税
の
義
務
を
人
権
宣
言
で
規
定
す
る
必
要
は
少
し
も
な
か
っ
た
。
た
だ
、
近
代
市
民
社
会
た
お
い
立
 
 

は
、
財
産
権
の
侵
害
で
あ
る
国
家
の
課
税
権
ほ
、
市
民
の
総
意
で
あ
る
議
会
に
お
い
て
決
せ
ち
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
比
定
っ
て
市
鱒
の
 
 

財
産
権
を
保
障
す
る
こ
と
の
み
を
要
求
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
い
国
家
が
国
民
経
常
に
対
し
不
干
渉
主
義
を
と
る
て
と
 
 

こ
そ
が
私
有
財
産
権
を
保
障
す
る
途
で
庵
あ
っ
た
。
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
福
祉
国
家
の
目
的
が
生
存
権
保
障
を
通
し
て
の
社
会
正
義
実
現
に
あ
る
以
上
、
．
国
家
の
積
極
的
関
与
を
必
要
七
す
る
。
 
 

こ
れ
を
国
民
の
権
利
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
福
祉
国
家
に
お
い
て
ほ
国
民
は
国
家
に
対
し
て
一
定
の
作
為
義
務
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
 
 

現
代
に
お
け
る
狙
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 

こ
九
 
 
 



′ノ  

三
〇
 
 

菟
佗
に
好
け
る
敵
組
の
意
諒
に
サ
ト
て
 
 

（
注
3
3
）
 
 

と
な
る
。
由
に
作
為
を
要
求
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
国
民
は
必
ず
そ
の
権
利
に
対
応
す
る
義
務
を
負
 

で
ー
福
祉
国
家
に
お
け
る
納
税
の
義
務
は
、
生
存
権
保
障
と
い
う
社
会
正
義
実
現
の
た
め
に
国
家
が
行
な
う
社
会
的
奉
仕
と
管
理
に
対
応
す
 
 

忍
国
民
の
義
務
で
あ
る
ぺ
し
か
も
、
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
こ
で
強
調
さ
れ
る
納
税
の
義
務
は
、
生
存
権
の
実
質
化
の
役
 
 
 

割
を
奏
す
義
務
で
あ
り
、
∵
そ
れ
は
乱
由
権
と
対
応
す
る
義
務
と
は
本
質
的
に
異
な
る
り
自
由
権
に
対
応
す
る
義
務
は
、
自
由
権
を
制
約
す
る
 
 

役
割
を
果
す
義
務
で
あ
り
、
、
生
存
権
を
実
質
化
す
る
た
め
の
納
革
の
義
務
と
は
、
同
じ
義
務
で
あ
り
な
が
ら
両
者
は
本
質
的
に
異
な
る
の
で
 
 

あ
る
†
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
租
税
法
律
主
義
が
私
有
財
産
権
の
保
障
と
い
う
、
も
っ
ぱ
ら
月
商
権
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
時
代
に
 
 

お
い
て
は
へ
納
税
の
義
務
の
強
調
は
、
そ
れ
が
保
障
す
る
人
民
の
権
利
と
対
立
す
る
が
故
に
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ち
な
か
っ
た
し
、
憲
法
 
 

上
の
納
税
の
義
務
も
ま
た
単
に
宣
言
的
確
認
的
意
義
と
い
う
軽
微
な
意
味
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
福
祉
 
 

国
家
に
お
け
る
納
税
の
義
務
は
、
生
存
権
保
障
と
い
う
社
会
正
義
実
現
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
寄
与
は
、
国
民
の
納
税
義
 
 

務
が
完
全
に
果
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
担
保
さ
れ
、
さ
ら
に
、
納
税
義
務
の
完
全
な
る
履
行
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
国
民
偏
ら
の
権
利
の
実
現
を
 
 

は
か
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
七
が
観
念
さ
れ
な
け
れ
ば
な
あ
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

国
民
の
納
税
義
務
の
履
行
が
究
極
に
お
い
て
福
祉
国
家
匿
お
け
る
生
存
権
の
実
現
を
は
か
る
と
は
い
っ
て
も
J
現
実
的
、
具
体
的
に
は
、
 
 

国
家
の
歳
出
が
福
祉
国
家
の
目
的
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
サ
で
し
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
こ
そ
「
高
福
祉
高
負
 
 

担
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
確
立
を
み
る
の
で
あ
る
。
国
家
ほ
、
福
祉
国
家
の
実
現
を
ほ
か
る
た
め
の
歳
出
計
画
の
内
容
を
国
民
に
示
し
、
そ
の
 
 

理
解
と
納
得
を
得
る
責
務
を
有
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
国
民
は
そ
の
納
得
と
理
解
の
ケ
え
匠
納
税
の
義
務
を
負
う
と
い
え
よ
う
。
 
 

そ
れ
故
賢
し
そ
、
各
国
憲
法
墜
由
家
財
政
の
処
理
権
娘
を
人
民
の
代
表
で
あ
る
議
会
に
も
た
せ
、
国
費
の
支
出
に
つ
い
て
は
議
会
の
議
決
 
 

を
要
す
る
と
し
て
、
亘
算
議
定
権
む
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 



租
税
法
律
主
義
が
よ
っ
て
立
つ
社
会
的
理
念
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
、
税
法
の
解
釈
適
用
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
 
 

ろ
う
。
租
税
法
律
主
義
の
機
能
が
、
自
由
権
保
障
と
国
家
権
力
の
排
除
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
社
会
に
お
い
て
は
、
税
法
の
解
釈
は
形
 
 

式
的
か
つ
、
厳
格
に
、
 

の
租
税
法
律
主
義
の
現
代
的
意
義
が
す
で
に
の
べ
た
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
原
理
、
適
用
原
理
が
今
日
 
 

に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
、
理
念
と
し
て
の
租
税
法
律
主
義
が
も
つ
現
代
的
意
義
か
ら
の
新
た
な
る
評
傲
 
 

が
な
さ
れ
ね
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
注
3
1
）
 
俵
静
夫
「
行
政
と
基
本
的
人
権
」
行
政
法
講
座
H
、
二
一
七
頁
 
 

（
注
3
2
）
 
宮
沢
俊
義
 
窓
法
Ⅱ
、
一
〇
一
頁
 
 

（
注
3
3
）
 
高
原
賢
治
「
国
民
の
憲
法
上
の
義
務
」
憲
法
講
座
（
2
）
、
二
八
三
頁
 
 

現
代
に
お
け
る
租
税
の
意
義
に
つ
い
て
 
 
 

む
 
 
す
 
 
び
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