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わ
れ
わ
れ
は
、
分
権
と
自
治
と
は
、
言
い
方
の
違

い
こ
そ
あ
れ
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考

え
が
ち
で
あ
る
。
中
央
政
府
の
権
限
が
地
方
に
配
分

さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
分
権
が
進
め

ば
、
地
方
の
自
治
の
幅
も
増
え
る
こ
と
に
な
る
と
。

二
〇
〇
〇
年
の
分
権
改
革
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な

思
い
と
と
も
に
進
め
ら
れ
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ

か
ら
二
〇
年
が
経
過
し
た
現
在
、
自
治
が
地
域
に
も

た
ら
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
自
治
が
も
た
ら
さ
れ

て
い
る
と
し
て
も
、
人
々
の
生
活
を
豊
か
に
し
て
、

将
来
へ
の
展
望
を
持
て
る
よ
う
に
し
て
い
る
だ
ろ
う

か
。

　
自
治
に
は
二
つ
の
要
素
が
あ
る
。
第
一
は
、
自
分

（
た
ち
）
が
何
を
す
る
か
し
な
い
か
を
決
め
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
す
る
と
決
め
た
こ
と
の
内

容
を
自
分
（
た
ち
）
で
ど
の
よ
う
に
行
う
か
を
決
め

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
分
権
改
革
の
成

果
は
、
自
治
の
面
で
現
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
改
革
は
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
が
期
待
通
り
と

な
ら
な
い
の
は
、
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
改
革
は
「
未
完
」（
西
尾
勝
・
金
井
利
之
）
で

あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。改
革
は
、

そ
の
前
に
付
置
さ
れ
る
「
○
○
」
に
つ
い
て
、
多
く

の
欠
陥
が
見
出
さ
れ
、そ
れ
ら
を
改
善
す
る
た
め
に
、

特
別
な
変
化
・
変
動
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
提
案
さ
れ
、
行
わ
れ
る
。

　
改
革
は
、
当
該
の
問
題
・
欠
陥
を
認
識
し
、
そ
れ

を
な
く
す
に
は
何
ら
か
の
変
化
・
変
更
が
必
要
で
あ

る
と
す
る
意
識
が
多
く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
な
け
れ

ば
緒
に
つ
か
な
い
。
ま
た
、
変
化
・
変
更
の
方
向
に

つ
い
て
の
合
意
、
変
更
す
る
内
容
や
手
順
に
つ
い
て

の
合
意
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
実
現
し
な
い
の
が
改

革
で
あ
る
。

　
と
な
れ
ば
、
改
革
は
、
そ
の
目
的
・
内
容
・
手
順

に
つ
い
て
合
意
が
あ
っ
て
実
現
し
た
は
ず
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
の
合
意
内
容
は
、
関
係
す
る
当
事
者

た
ち
や
周
り
を
取
り
巻
く
何
ら
か
の
利
害
関
係
者
た

ち
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
姿
形
に
あ
ら
わ
れ
た
合
意
内
容
は
、
し
っ

か
り
し
て
い
て
も
、
そ
れ
を
見
る
角
度
、
捉
え
方
の

深
度
、
周
辺
の
状
況
と
の
認
識
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
違
っ
た
様
相
を
見
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。む
し
ろ
、

違
っ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　
地
方
分
権
改
革
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
問

題
は
、
ど
の
よ
う
な
分
権
が
な
さ
れ
た
の
か
、
地
域

の
自
治
は
拡
充
し
た
の
か
、
で
あ
る
。
分
権
改
革
と

そ
の
後
に
行
わ
れ
た
市
町
村
合
併
、三
位
一
体
改
革
、

地
方
創
生
…
。
い
ず
れ
を
振
り
か
え
っ
て
も
、
分
権

を
推
進
す
る
改
革
だ
っ
た
と
強
弁
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
確
か
に
小
規
模
町
村
で
は
分
権
化
さ
れ
た
業

務
の
遂
行
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
租
税
配
分
変

更
も
分
権
で
あ
る
と
言
え
る
。
自
治
体
を
良
く
す
る

方
策
は
自
ら
考
え
よ
と
い
う
の
も
分
権
か
も
し
れ
な

い
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
改
革
は
、
自
治
を
進
め
る
改

革
で
は
毛
頭
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
何
を

す
る
か
を
自
分
た
ち
で
決
め
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。「
自
主
的
な
合
併
の
推
進
」
は
都
道

府
県
に
陰
に
陽
に
圧
力
を
か
け
る
形
で
行
わ
れ
た
。

自
治
的
に
合
併
を
選
ば
な
か
っ
た
市
町
村
は
あ
る
も

の
の
、
そ
れ
は
か
な
り
勇
気
の
い
る
決
断
で
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
人
口
減
は
国
策
の
結
果
で

あ
っ
て
個
別
自
治
体
の
問
題
と
は
言
え
な
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
人
の
奪
い
合
い
を
せ
よ
と
い
う
に
等

し
い
こ
と
を
自
治
体
に
押
し
つ
け
た
。
交
付
税
配
分

に
格
差
を
つ
け
る
と
い
う
豪
腕
さ
を
使
っ
て
。
毫
も

自
治
の
た
め
の
改
革
と
は
言
え
な
い
。

　「
分
権
を
進
め
る
こ
と
が
自
治
の
強
化
に
つ
な
が

る
の
か
？
」と
う
っ
す
ら
と
感
じ
て
い
た
疑
問
に
は
、

分
権
と
自
治
と
は
別
物
で
あ
る
と
い
う
解
答
に
た
ど

り
着
く
。
分
権
化
す
れ
ば
自
治
が
実
現
す
る
と
い
う

公
式
は
単
純
に
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
分
権
は
中
央
政
府
の
管
轄
事
項
で
あ
り
、
自
治

は
ま
さ
に
地
域
住
民
側
、
自
治
体
側
が
行
う
も
の
で

あ
る
。
分
権
は
進
ん
だ
け
れ
ど
自
治
は
手
に
入
っ
て

い
な
い
と
嘆
く
の
も
お
門
違
い
と
思
う
。
自
治
は
自

ら
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
道
内
で
も
多
く
の
自
治
体
で
選
挙
が
行
わ
れ
る
年

で
あ
る
。
自
治
を
ど
の
よ
う
に
実
態
あ
る
も
の
に
す

る
か
、
有
権
者
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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