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そ
し
て
リ
ー
ダ
ー
が
変
わ
る
と
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
き
な

変
化
が
起
き
る
の
か
と
驚
い
た
。
私
に
と
っ
て
、
そ
の
応
援

に
行
き
政
治
の
変
化
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
間
は
、
政
治

家
と
し
て
磨
か
れ
る
大
切
な
時
間
だ
っ
た
。

私
は
、
こ
れ
ま
で
の
区
政
を
百
八
十
度
変
え
よ
う
と
か
、

壊
し
て
新
し
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
価

値
観
が
多
様
な
時
代
、
強
い
、
一
人
で
何
で
も
決
め
る
リ
ー

ダ
ー
よ
り
、
む
し
ろ
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
的
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
の
声
を
聞
い
て
、
新
し
い
答
え
を
見
つ
け
る
リ
ー
ダ
ー

が
必
要
だ
と
感
じ
る
。
ま
た
全
部
を
区
役
所
が
や
る
の
で
は

な
く
、
区
民
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
企
業
な
ど
と
対
話
し
な
が
ら
一
緒

に
ま
ち
を
つ
く
り
た
い
。

私
は
今
、
五
歳
の
子
ど
も
の
母
親
で
、
子
ど
も
が
大
人
に

な
る
十
年
後
、
二
十
年
後
の
た
め
に
今
、
政
治
家
の
仕
事
を

し
て
い
る
。
十
年
後
、
二
十
年
後
を
考
え
る
こ
と
が
、
現
役

世
代
の
私
が
負
っ
て
い
る
責
任
で
、
今
私
が
政
治
を
や
る
意

味
だ
。

（
了
）

が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
肌
で
感
じ
た
。
ま
た
多
く

の
意
見
や
相
談
か
ら
、
地
域
の
中
で
の
孤
立
が
深
ま
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
、
課
題
も
目
の
前
に
あ
る
。
ま
た
板
橋
区
は
、

都
心
か
ら
近
く
通
勤
に
便
利
だ
、
と
い
う
こ
と
を
街
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
発
展
し
て
き
た
街
だ
。
し
か
し
、
働

き
方
や
通
勤
の
概
念
が
変
わ
り
、
こ
の
先
、
ど
ん
な
街
に
な

っ
て
い
く
の
か
。
板
橋
区
に
住
む
意
味
と
は
何
か
。
未
来
像

を
示
す
べ
き
で
は
、
と
議
会
で
も
繰
り
返
し
質
問
し
て
き
た

が
、
現
状
維
持
の
区
政
に
危
機
感
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
今
の
子
ど
も
た
ち
が
大
人
に
な
る
と
き
に
、
職
業
の
六

割
は
変
わ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
（
世
界
情
勢
や

社
会
が
急
激
に
変
化
し
、
将
来
の
予
測
が
困
難
な
状
態
）
の

時
代
と
も
い
わ
れ
先
行
き
が
見
え
な
い
時
代
、
だ
か
ら
こ
そ

十
年
後
、
二
十
年
後
の
板
橋
区
の
未
来
像
を
し
っ
か
り
示

し
、
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

き
っ
か
け
の
も
う
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
オ
ン
ラ
イ
ン
の
政

策
勉
強
会
な
ど
で
ご
一
緒
し
て
き
た
四
十
代
の
自
治
体
議
員

が
、
相
次
い
で
首
長
選
挙
に
挑
戦
し
、
当
選
し
た
こ
と
だ
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
の
基

礎
知
識
と
し
て
必
要
な
地
方
制
度
や
政
治
参
加
に
つ
い

て
、
ま
た
私
た
ち
住
民
が
当
事
者
と
し
て
ど
う
関
わ
っ
て

い
く
の
か
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

（
一
）
地
方
政
治
の
シ
ス
テ
ム
を
知
る

①
地
方
政
治
は
二
元
代
表
制

市
区
町
村
や
都
道
府
県
な
ど
地
方
自
治
体
（
地
方
公
共

団
体
）
は
、
二
元
代
表
制
と
い
う
制
度
で
運
営
を
し
て
い

ま
す
。
議
会
の
議
員
、
首
長
共
に
直
接
選
挙
で
選
ん
で
い

は
じ
め
に

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
で
あ
り
法
学
者
で
も
あ
っ
た
ジ
ェ

ー
ム
ズ
・
ブ
ラ
イ
ス
が
、「
地
方
自
治
は
民
主
主
義
の
学
校
」

と
い
う
有
名
な
言
葉
を
残
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
地
方
政
治
は
民
主
主
義
を
実
践
す
る
一
番
身

近
な
現
場
で
あ
り
な
が
ら
、
選
挙
の
投
票
率
の
低
下
や
候

補
者
が
定
数
に
満
た
な
い
な
ど
、
主
権
者
で
あ
る
住
民
か

ら
遠
い
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
政
治
家
側
の

努
力
が
第
一
で
す
が
、
政
治
家
に
一
票
を
投
じ
て
い
る
主

権
者
と
し
て
私
た
ち
の
責
任
も
問
わ
れ
る
問
題
で
す
。

高
橋
富
代

（
尾
崎
財
団
「
咢
堂
塾
」
運
営
委
員
・
元
下
田
市
議
会
副
議
長
）

【
特
別
論
文
】

私
た
ち
の
こ
と
は
私
た
ち
で
決
め
る
―
当
事
者
と
し
て
関
わ
る
政
治
と
は
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②
首
長
と
議
員
、
権
限
の
違
い

首
長
と
、
議
員
が
構
成
す
る
議
会
に
は
権
限
に
大
き
な

違
い
が
あ
り
ま
す
。

地
方
自
治
法
に
規
定
が
さ
れ
て
お
り
、
一
番
重
要
な
予

算
編
成
と
そ
の
予
算
を
使
う
こ
と
は
首
長
に
権
限
が
あ

り
、
首
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
予
算
の
中
身
を
見
て
成
否
の

意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
議
会
の
権
限
で
す
。

し
か
し
議
員
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
地
域
の
代
表
で
あ

っ
た
り
、
商
店
街
の
代
表
で
あ
っ
た
り
、
女
性
団
体
の
代

表
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
集
団
の
民
意
を
も
っ
て
出
て
き
て

い
る
の
で
、
本
来
は
予
算
づ
く
り
に
参
画
し
た
ほ
う
が
民

意
を
届
け
や
す
い
と
い
え
ま
す
。

現
制
度
下
で
も
議
会
側
が
予
算
編
成
の
前
に
政
策
提
言

な
ど
を
行
い
、
民
意
を
反
映
さ
せ
る
工
夫
を
し
て
い
る
自

治
体
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
も
予
算
編
成
が

で
き
る
の
は
首
長
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
議
員

は
政
策
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
、
住
民
が
気
が
付
か
な
い

け
れ
ど
も
住
民
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
改
革
案
を
提
言

る
の
で
、
二
つ
の
機
関
が
住
民
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
根
拠
は
日
本
国
憲
法
第
八
章
地
方
自
治
に
あ
り
ま

す
。

《
第
九
十
二
条
》　

地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
に

関
す
る
事
項
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
い
て
、
法
律
で

こ
れ
を
定
め
る
。

《
第
九
十
三
条
》　

地
方
公
共
団
体
に
は
、
法
律
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
議
事
機
関
と
し
て
議
会
を
設
置

す
る
。

２　

地
方
公
共
団
体
の
長
、
そ
の
議
会
の
議
員
及
び
法
律

の
定
め
る
そ
の
他
の
吏
員
は
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
住

民
が
、
直
接
こ
れ
を
選
挙
す
る
。

第
九
十
二
条
を
受
け
て
地
方
自
治
法
が
作
ら
れ
、
第

九
十
三
条
で
議
会
を
置
き
首
長
と
議
員
を
選
挙
す
る
こ
と

が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
二
元
代
表
制
に
お
い
て
は
、
議
会

と
首
長
は
互
い
に
緊
張
感
を
持
ち
運
営
を
し
て
い
く
と
い

う
意
味
で
車
の
両
輪
だ
と
例
え
ら
れ
ま
す
。

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
非
常
に
多
い
と
い
え
ま
す
。

日
本
で
も
埼
玉
県
の
志
木
市
が
、
二
〇
〇
三
年
に
市
長

を
廃
止
し
て
議
長
に
権
限
を
一
元
化
す
る
特
区
制
度
を
提

案
し
ま
し
た
が
、
憲
法
な
ど
に
反
す
る
と
し
て
総
務
省
が

認
め
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

憲
法
第
九
十
三
条
２
項
の
条
文
に
は
、「
地
方
公
共
団
体

の
長
、
そ
の
議
会
の
議
員
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の

吏
員
は
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
、
直
接
こ
れ
を

選
挙
す
る
。」
と
い
う
条
文
が
あ
る
限
り
、
地
方
制
度
は
二

元
代
表
制
を
と
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

極
論
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
一
文
が
、
地
方
自
治

の
自
由
度
を
す
ご
く
小
さ
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、

地
方
分
権
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
も
憲
法
を
改
正
す
る

必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

（
二
）
私
た
ち
に
で
き
る
政
治
参
加

こ
の
よ
う
な
地
方
制
度
の
中
で
、
地
方
自
治
の
当
事
者

で
あ
る
私
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
政
治
参
加
が
で
き
る
の

し
た
り
、
予
算
編
成
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
条
例
づ
く
り

で
対
応
し
て
い
く
と
い
う
姿
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
や
は
り
首
長
の
権
限
の
大
き
さ
と
は
比
べ
物
に
な
ら

な
い
現
実
が
あ
り
ま
す
。

チ
ェ
ッ
ク
に
し
て
も
予
算
が
使
い
終
わ
っ
た
決
算
の
時

で
す
か
ら
、
予
算
の
使
い
方
に
疑
義
が
あ
っ
て
決
算
を
不

認
定
と
し
て
も
首
長
の
道
義
的
な
責
任
が
問
わ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

③
諸
外
国
の
地
方
制
度

日
本
の
地
方
制
度
は
二
元
代
表
制
で
す
が
、
世
界
に
目

を
向
け
て
み
る
と
、
米
国
で
は
行
政
運
営
を
専
門
家
に
任

せ
る
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
（
支
配
人
）
制
を
含
め
さ
ま

ざ
ま
で
、
二
元
代
表
制
は
一
部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
欧
州
に

お
い
て
は
伝
統
的
に
自
治
体
の
運
営
主
体
は
議
会
が
中
心

で
、
議
会
が
自
ら
行
政
の
執
行
に
責
任
を
負
う
か
、
議
会

が
執
行
部
を
選
出
す
る
方
式
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

諸
外
国
で
は
、
議
会
が
予
算
編
成
に
関
わ
れ
る
制
度
に
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代
議
制
民
主
主
義
の
補
完
と
し
て
、
直
接
請
求
を
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

直
接
請
求
は
地
方
自
治
法
の
第
七
十
四
条
か
ら
八
十
八

条
ま
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
地
方
自
治
体
の
住
民
に
、
直

接
参
政
の
機
会
を
保
障
す
る
制
度
で
、
一
定
の
条
件
を
満

た
せ
ば
条
例
の
制
定
改
廃
、
監
査
、
議
会
の
解
散
、
議
員
・

首
長
の
解
職
な
ど
が
で
き
ま
す
。

条
例
の
制
定
・
改
廃
を
例
に
あ
げ
る
と
、
有
権
者
の

五
〇
分
の
一
以
上
の
署
名
を
集
め
首
長
に
提
出
し
、
首
長

は
二
十
日
以
内
に
議
会
を
招
集
し
意
見
を
付
け
て
議
会
に

報
告
、
議
会
が
成
否
を
採
決
し
ま
す
。

直
接
請
求
で
一
番
多
い
の
は
、
産
廃
や
原
発
な
ど
の
「
迷

惑
施
設
の
建
設
の
是
非
を
問
う
条
例
案
」
の
提
出
で
す
が
、

近
年
で
は
庁
舎
移
転
建
設
の
是
非
を
問
う
も
の
や
、
迷
惑

行
為
防
止
に
関
す
る
も
の
、
不
正
署
名
で
話
題
に
な
っ
た

愛
知
県
知
事
リ
コ
ー
ル
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

直
接
請
求
の
場
合
は
署
名
簿
の
縦
覧
期
間
が
設
け
ら
れ

ま
す
の
で
、
署
名
簿
を
見
に
行
け
ば
、
い
っ
た
い
ど
こ
の

か
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
自
分
が
支
援
し
て
い
る
議
員
や
首
長
に
直
接
会
っ

て
要
望
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
政
治
家
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
公
開
さ
れ
て
い
る
問
い
合
わ
せ
な

ど
を
利
用
し
て
、
要
望
や
意
見
を
送
信
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

自
分
の
意
思
表
示
と
し
て
デ
モ
に
参
加
す
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
ま
す
。

そ
れ
か
ら
情
報
公
開
で
知
り
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
当

該
自
治
体
の
条
例
の
様
式
に
則
っ
て
請
求
を
す
る
こ
と
も

政
治
参
加
と
い
え
ま
す
。

請
願
を
出
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。
地
方
自
治
法
の
第

百
二
十
四
条
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
請
願
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
議
員
の
紹
介
に
よ
り
請
願
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
が
あ
る
の
で
、
紹
介
議
員

が
い
れ
ば
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
議
会
の
所
管
委
員
会

で
審
査
し
、
本
会
議
で
審
議
採
決
も
あ
り
ま
す
の
で
政
治

に
近
い
実
感
が
得
ら
れ
る
制
度
で
す
。

（
三
）
選
挙
は
誰
で
も
出
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い

被
選
挙
権
は
、
年
齢
な
ど
一
定
の
資
格
を
満
た
せ
ば
、

私
た
ち
の
代
表
と
し
て
国
会
議
員
や
都
道
府
県
知
事
・
都

道
府
県
議
会
議
員
、
市
区
町
村
長
・
市
区
町
村
議
会
議
員

に
就
く
こ
と
の
で
き
る
権
利
で
す
。

被
選
挙
権
を
失
う
条
件
を
除
け
ば
誰
で
も
が
立
候
補
で

き
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
実
際
に
は
こ
こ
に
も
大
き
な
壁

が
存
在
し
ま
す
。

ま
ず
日
本
は
世
界
一
供
託
金
が
高
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

ま
す
。

諸
外
国
の
国
会
議
員
選
挙
の
例
を
見
て
み
る
と
、
ア
メ

リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
な
ど
は
供
託
金
制

度
が
存
在
せ
ず
、
イ
ギ
リ
ス
は
約
八
万
円
、
カ
ナ
ダ
は
約

十
万
円
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
上
院
が
十
八
万
円
、

下
院
が
九
万
円
で
す
。
韓
国
は
約
百
三
十
五
万
円
と
他
国

よ
り
高
額
で
す
が
日
本
の
半
額
以
下
で
す
。

日
本
の
衆
議
院
小
選
挙
区
・
参
議
院
選
挙
区
は
三
百
万

円
、
参
院
比
例
区
で
は
六
百
万
円
と
い
う
世
界
一
高
い
供

誰
が
署
名
を
し
た
の
か
が
わ
か
り
ま
す
の
で
、
非
常
に
重

い
民
意
の
反
映
の
手
段
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
、
提
出
し
て
も
議
会
で
否
決
さ
れ
る
こ
と
も
多
く

「
労
し
て
功
な
し
」
と
い
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
ま

た
自
治
体
が
大
き
く
な
る
と
必
要
数
の
署
名
を
集
め
る
こ

と
自
体
が
難
し
く
、
保
障
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
直
接
参
政

権
が
行
使
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
地
方
自
治
の
当
事
者
な
の
で
、
も
っ
と
積
極

的
に
政
治
に
関
わ
る
べ
き
な
の
で
す
が
、
制
度
が
壁
を
高

く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

地
方
自
治
法
の
改
正
を
は
じ
め
地
方
に
関
す
る
諸
制
度

に
対
し
、
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
国
会
が
主
権
者
た
る

国
民
の
声
な
き
声
も
拾
い
上
げ
、
十
分
に
理
解
を
深
め
て

頂
き
た
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
私
た
ち
自
身
が
選
挙
に
出
る
と
い
う
政
治
参

加
も
あ
り
ま
す
。
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選
挙
事
務
所
や
演
説
会
場
の
借
り
上
げ
料
や
通
信
費
、

選
挙
ポ
ス
タ
ー
や
選
挙
ハ
ガ
キ
の
印
刷
費
、
事
務
所
ス
タ

ッ
フ
や
ウ
グ
イ
ス
嬢
の
人
件
費
な
ど
、
手
弁
当
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
入
っ
て
く
れ
て
も
相
当
の
金
額
が
か
か
り
ま
す
。

そ
れ
に
加
え
、
家
族
や
親
戚
友
人
な
ど
の
心
配
す
る
声

や
、
仕
事
を
ど
う
す
る
の
か
な
ど
、
越
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ハ
ー
ド
ル
は
多
く
、
誰
で
も
が
立
候
補
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
す
。

（
四
）
住
民
投
票
と
国
民
投
票

直
接
請
求
の
な
か
で
触
れ
ま
し
た
が
、
住
民
投
票
と
い

う
の
は
首
長
や
議
員
に
託
す
こ
と
な
く
、
特
定
の
事
柄
に

つ
い
て
住
民
自
ら
が
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
制

度
で
す
。

し
か
し
法
律
や
制
度
の
不
備
、
地
方
議
員
の
心
得
違
い

も
あ
り
直
接
請
求
に
よ
る
実
施
が
困
難
な
た
め
、
実
施
必

至
の
常
設
型
の
住
民
投
票
条
例
を
作
る
自
治
体
も
出
て
き

ま
し
た
。

託
金
を
納
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

落
選
し
て
も
一
定
の
得
票
が
あ
れ
ば
返
還
さ
れ
ま
す
が
、

立
候
補
す
る
た
め
に
は
そ
れ
だ
け
の
資
金
を
用
意
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

地
方
選
挙
に
お
い
て
も
、
都
道
府
県
知
事
が
三
百
万
円
、

都
道
府
県
議
会
議
員
が
六
十
万
円
、
政
令
市
の
市
長
が

二
百
四
十
万
円
、
政
令
市
の
議
員
が
五
十
万
円
、
政
令
市

以
外
の
市
長
が
百
万
円
、
市
議
会
議
員
が
三
十
万
円
、
町

村
長
が
五
十
万
円
、
町
村
議
員
が
十
五
万
円
と
な
っ
て
い

ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
一
九
二
五
年
の
男
性
に
よ
る
普
通
選
挙

の
た
め
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
と
き
か
ら
の
も
の
で
、
売

名
目
的
や
選
挙
妨
害
を
目
的
に
し
た
立
候
補
を
防
止
す
る

た
め
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
そ
っ
く
り
そ

の
ま
ま
現
在
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
ま
す
。

第
一
の
ハ
ー
ド
ル
で
あ
る
供
託
金
が
用
意
で
き
た
と
し

て
も
、
次
に
立
ち
は
だ
か
る
の
は
立
候
補
準
備
や
選
挙
運

動
に
か
か
る
選
挙
費
用
で
す
。

の
事
柄
に
つ
い
て
も
意
思
表
示
を
す
る
機
会
が
増
え
る
こ

と
を
期
待
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

決
定
後
の
意
思
表
示
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で
は
、
国

政
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。

日
本
国
憲
法
に
は
、
法
的
拘
束
力
の
あ
る
国
民
投
票
（
憲

法
改
正
以
外
）
が
出
来
な
い
条
文
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
前
文
に
「
日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国

会
に
お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
し
」
と
あ
り
、
第

四
十
一
条
に
「
国
会
は
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
つ
て
、

国
の
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
」
続
い
て
第
四
十
三
条
に

「
両
議
院
は
、
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
で

こ
れ
を
組
織
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
三
点
が
あ
る
限
り
法
的
拘
束
力
の
あ
る
国
民
投
票

は
実
施
で
き
ず
、
実
施
し
よ
う
と
す
れ
ば
憲
法
改
正
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

私
た
ち
は
主
権
者
と
し
て
、
政
策
に
異
議
申
し
立
て
す

る
事
す
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
い
事
実
を
知
る
べ
き
で
す
。

ア
ジ
ア
に
お
い
て
国
民
投
票
を
行
っ
て
い
な
い
国
は
、

直
近
で
は
武
蔵
野
市
長
が
提
出
し
た
住
民
投
票
条
例
案

が
話
題
に
な
り
ま
し
た
が
、
反
対
多
数
で
否
決
に
な
り
ま

し
た
。

市
長
が
提
案
し
た
条
例
案
の
対
象
が
、「
年
齢
は
十
八
歳

以
上
」
で
「
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
ま
た
は
定
住
外
国
人
・

三
か
月
以
上
武
蔵
野
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て

い
る
者
」
と
い
う
こ
と
で
、
三
か
月
で
は
旅
行
者
で
も
投

票
が
可
能
と
な
り
、
あ
る
一
定
の
思
惑
を
持
っ
た
勢
力
の

意
思
が
働
く
の
で
は
な
い
か
、
実
質
的
な
外
国
人
地
方
参

政
権
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
示
さ
れ
た
こ

と
も
一
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

他
市
の
常
設
型
住
民
投
票
条
例
を
見
る
と
、
外
国
人
も
対

象
に
し
た
住
民
投
票
条
例
は
珍
し
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
特
別
永
住
者
・
永
住
者
・
適
法
な
在
留
資
格
、
か
つ
、

三
年
超
の
住
基
台
帳
記
録
者
な
ど
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
常
設
型
の
住
民
投
票
条
例
が
少
し

ず
つ
増
え
て
き
て
い
る
の
で
、
今
後
は
私
た
ち
が
議
決
後
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歴 史 資 料 から見 た尾 崎 行 雄

高
島
　
笙

（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
）

第
七
回 

益
田
孝
と
風
雲
閣
の
床
暖
房

は
じ
め
に

本
連
載
第
三
回
に
て
、
尾
崎
行
雄
と
実
業
家
武
藤
山
治
の

関
係
を
考
察
し
た
。
今
回
は
武
藤
と
同
様
に
三
井
財
閥
を
率

い
た
益
田
孝
と
、
尾
崎
行
雄
の
交
友
関
係
に
つ
い
て
見
て
い

き
た
い
。

一
、
益
田
孝
と
三
井
財
閥

益
田
孝
は
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
、
佐
渡
国
相
川
に
生

ま
れ
る
。
父
鷹
之
助
は
佐
渡
の
地
役
人
で
あ
っ
た
が
、
安
政

元
（
一
八
五
四
）
年
に
幕
府
役
人
に
召
し
出
さ
れ
、
箱
館
奉

行
支
配
調
役
下
役
と
な
る
。
そ
の
後
、
益
田
孝
は
父
の
幕
府

外
国
方
へ
の
出
仕
に
伴
い
、「
寺
詰
め
」（
ア
メ
リ
カ
公
使
館

と
な
っ
た
寺
）を
務
め
、幕
府
遣
欧
使
節
団
に
随
行
し
た（『
自

叙
益
田
孝
翁
伝
』）。

維
新
後
、
益
田
は
横
浜
の
外
国
人
商
館
に
務
め
、
井
上
馨

系
の
官
吏
と
し
て
大
蔵
省
に
勤
務
、
三
井
物
産
創
立
に
伴
っ

て
初
代
社
長
と
な
っ
た
。
物
産
で
は
米
や
石
炭
を
主
に
扱
い
、

「
山
口
県
の
地
租
引
当
米
の
販
売
や
西
南
戦
争
で
は
莫
大
な

利
益
」
を
収
め
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
官
営
三
池
炭
鉱
の

払
下
げ
を
受
け
、「
三
井
御
三
家
」
と
い
わ
れ
る
三
井
鉱
山

歴
史
資
料
か
ら

見
た

尾
崎
行
雄
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う
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
恥
ず
か
し
い
限
り
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

多
く
の
困
難
は
あ
り
ま
す
が
、
本
稿
を
お
読
み
い
た
だ

い
た
方
は
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
探
し
、
取
り
組
ん
で

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

当
財
団
の
石
田
尊
昭
理
事
・
事
務
局
長
の
著
書
『
平
和

活
動
家
相
馬
雪
香
さ
ん
の
５
０
の
言
葉
』
か
ら
、
次
の
一

節
を
引
用
し
結
び
に
い
た
し
ま
す
。

「
民
主
主
義
っ
て
の
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
大
切
っ

て
こ
と
で
し
ょ
？ 

一
人
ひ
と
り
が
尊
重
さ
れ
る
と
同
時

に
、
そ
の
一
人
ひ
と
り
が
こ
の
社
会
の
当
事
者
と
し
て
責

任
を
持
つ
。
そ
し
て
自
ら
政
治
や
社
会
に
参
加
し
て
い
く

こ
と
。
他
人
任
せ
、
お
上
任
せ
に
し
ち
ゃ
い
け
な
い
。
そ

れ
が
民
主
主
義
で
し
ょ
？
」

（
了
）

日
本
と
中
国
だ
け
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
し
っ
か
り
受
け

止
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

個
別
の
法
律
を
制
定
す
れ
ば
、「
民
意
を
尊
重
す
る
」
と

い
う
法
的
拘
束
力
の
な
い
諮
問
型
の
国
民
投
票
は
、
国
会

議
員
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
今
す
ぐ
に
で
も
で
き
ま
す
が
、

政
権
側
の
政
策
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
与
党
は
そ
こ
に
は

触
れ
ま
せ
ん
し
、
メ
デ
ィ
ア
も
国
民
投
票
に
関
し
て
は
あ

ま
り
興
味
を
示
さ
な
い
こ
と
が
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

お
わ
り
に

私
た
ち
は
民
主
主
義
国
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
一
番
重

要
な
「
私
た
ち
の
こ
と
は
私
た
ち
で
決
め
る
」
と
い
う
こ

と
を
経
験
し
な
い
ま
ま
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

民
主
主
義
の
基
本
で
あ
る
地
方
自
治
さ
え
、
当
事
者
と

し
て
の
関
わ
り
が
希
薄
で
す
。

最
近
で
は
子
供
た
ち
が
「
子
ど
も
議
会
」
な
ど
で
経
験

を
積
み
重
ね
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
大
人
が
地
方
自
治
の

当
事
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
難
局
に
立
ち
向
か


