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は
じ
め
に

競
争
原
理
と
大
学
改
革

橋
爪
大
三
郎

日
本
の
大
学
は
、
国
際
的
に
ま
っ
た
く
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。

筆
者
は
一
九
九
九
年
九
月
か
ら
約
一
年
間
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
客
員
研
究
員
と
し
て
滞
在
し
、
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
日
本
の
大
学

の
評
判
を
聞
い
た
。
日
本
の
実
情
を
よ
く
知
っ
て
い
る
教
授
た
ち
ほ
ど
、
根
本
的
な
大
改
革
が
必
要
だ
と
口
を
そ
ろ
え
た
。
「
日
本
の
義

務
教
育
の
水
準
は
す
ば
ら
し
い
(
日
本
の
義
務
教
育
は
す
ば
ら
し
い
、
で
は
な
い
!
)
。
け
れ
ど
も
、
大
学
は
お
粗
末
き
わ
ま
る
」
が
、
率
直
な

か
れ
ら
の
声
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
の
評
価
に
同
意
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
日
本
の
大
学
が
、
適
切
な
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
、
と
考
え
る
。

本
章
で
は
、
競
争
原
理
と
は
何
か
、
い
ま
の
日
本
の
大
学
に
は
な
ぜ
競
争
が
は
た
ら
か
な
い
の
か
、
ど
の
よ
う
に
制
度
を
改
め
れ
ば
適

切
な
競
争
が
は
た
ら
く
よ
う
に
な
る
の
か
、
そ
し
て
大
学
の
改
革
が
成
功
す
る
の
か
、
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

(shuang) 爽
ロヲフ-

}肩平成 15年 7月 16日
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市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
競
争
原
理

競
争
の
代
表
的
な
も
の
は
市
場
競
争
な
の
で
、
競
争
原
理
は
し
ば
し
ば
市
場
原
理
と
混
同
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
「
教
育
に
市
場
原
理
を

持
ち
込
む
こ
と
は
、
場
違
い
で
不
適
切
な
プ
ラ
ン
だ
」
と
い
う
議
論
に
な
る
。
教
育
の
専
門
家
の
み
な
ら
ず
、
経
済
の
専
門
家
の
中
に
も

競
争
原
理
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
た
め
と
思
わ
れ
る
の
で
、

ま
ず
市
場
と
は
ど
う
い

こ
う
い
う
議
論
を
す
る
人
が
い
る
。

こ
れ
は
、

う
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
の
か
を
復
習
し
、
市
場
原
理
と
競
争
原
理
は
ど
こ
が
同
じ
で
ど
こ
が
違
う
の
か
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

;日II日11

①
市
場
と
は
何
か

市
場
と
い
う
場
合
、
人
々
が
常
識
的
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
近
代
社
会
の
市
場
経
済
で
あ
る
。

各
人
の
持
ち
も
の
(
財
)
を
交
換
す
る
場
の
こ
と
を
、
市
場
と
い
い
、
交
換
の
媒
介
と
な
る
財
を
、
貨
幣
と
い
う
。
財
と
貨
幣
を
交
換
す

る
こ
と
を
、
売
買
と
い
う
。
貨
幣
に
よ
っ
て
、
あ
る
タ
イ
プ
の
財
(
例
え
ば
、
胡
槻
や
貴
金
属
や
奴
隷
な
ど
)
に
限
っ
て
売
買
す
る
こ
と
の
で

き
る
社
会
の
経
済
を
、

原
則
と
し
て
す
べ
て
の
財
(
土
地
や
資
本
や
労
働
力
な
ど
の
生
産
要
素
を
含

商
品
経
済
と
い
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、

む
)
を
売
買
で
き
る
社
会
の
経
済
(
典
型
的
に
は
、
近
代
社
会
の
経
済
)
を
、
市
場
経
済
と
い
う
。

市
場
経
済
を
う
ま
く
理
論
化
し
て
い
る
の
は
、
ミ
ク
ロ
経
済
学
で
あ
る
。
ミ
ク
ロ
経
済
学
は
、
市
場
を
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
メ

カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
捉
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

標
準
的
な
モ
デ
ル
で
は
、
市
場
に
は
二
種
類
の
主
体
、
す
な
わ
ち
、
消
費
者
(
家
計
)
と
生
産
者
(
企
業
)
が
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

消
費
者
は
あ
ら
か
じ
め
、
あ
る
組
合
せ
で
財
を
持
っ
て
い
る
が
(
初
期
手
持
量
)
、
自
分
の
満
足
の
度
合
い
(
効
用
)
を
い
っ
そ
う
高
め
る
た

め
に
そ
の
一
部
を
市
場
で
販
売
し
、
代
わ
り
に
別
の
財
を
購
入
す
る
。
効
用
を
最
大
化
す
る
こ
と
が
、
消
費
者
の
目
標
で
あ
る
。
企
業
は
、

原
材
料
を
市
場
で
購
入
し
、
製
品
を
販
売
し
て
、
そ
の
差
額
で
あ
る
利
潤
が
最
大
に
な
る
よ
う
に
す
る
。
利
潤
の
最
大
化
が
、
生
産
者
の

目
標
で
あ
る
。
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さ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
財
に
つ
い
て
、
購
入
予
定
量
(
需
要
)
と
販
売
予
定
量
(
供
給
)
が
一
致
す
る
こ
と
を
、
均
衡
と
い
う
。
均
衡
は
無
条

件
で
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
財
の
価
格
が
上
昇
/
下
落
す
れ
ば
、
需
要
は
減
り
/
増
え
、
供
給
は
減
る
/
増
え
る
(
価
格
法
則
)
。

す
べ
て
の
財
の
価
格
が
適
切
に
調
節
さ
れ
れ
ば
、
す
べ
て
の
財
の
需
給
が
均
衡
す
る
と
考
え
ら
れ
る
(
一
般
均
衡
)
。
こ
の
状
態
は
、
す
べ

て
の
消
費
者
が
効
用
を
最
大
化
し
、
す
べ
て
の
生
産
者
が
利
潤
を
最
大
化
し
た
結
果
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
最
も
望
ま
し
い
状
態

で
あ
る
。
こ
れ
を
「
パ
レ

l
ト
最
適
」
と
い
う
。
市
場
は
、
自
由
な
取
引
を
通
じ
て
パ
レ

l
ト
最
適
を
実
現
で
き
る
の
で
、
そ
れ
以
外
の
経

済
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
比
べ
て
優
れ
て
い
る
、
と
経
済
学
者
は
説
明
す
る
。

こ
の
よ
う
に
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
市
場
は
、
完
全
競
争
市
場
と
呼
ば
れ
る
。

「
完
全
競
争
」
と
は
、
一
物
一
価
、
完
全
情
報
、
参
入
退
出
の
自
由
、
な
ど
と
い
っ
た
市
場
経
済
の
特
徴
を
抽
象
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
物
理
学
に
た
と
え
る
と
、
摩
擦
や
空
気
抵
抗
を
無
視
し
た
落
体
の
法
則
の
よ
う
な
も
の
で
、
現
実
の
現
象
と
は
ず
れ
が
あ
る
。
し

か
し
そ
の
一
次
近
似
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
想
状
態
を
考
え
て
お
く
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。

完
全
競
争
で
は
な
い
市
場
の
例
と
し
て
は
、
参
入
退
出
の
自
由
が
成
立
し
な
い
、
独
占
市
場
や
寡
占
市
場
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

需
要
側
/
供
給
側
の
少
な
く
と
も
一
方
を
、
単
独
な
い
し
ご
く
少
数
の
主
体
が
占
め
て
い
る
た
め
に
、
競
争
が
十
分
に
は
た
ら
か
ず
、

価
格
が
適
切
に
変
動
し
な
い
。

完
全
競
争
を
究
極
と
す
る
市
場
は
、
も
っ
と
一
般
的
な
文
脈
の
中
で
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
そ
の
特

徴
の
第
一
は
、
無
数
の
主
体
が
任
意
の
相
手
と
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
、
自
由
に
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
固
定
し
た
社
会
関
係
や
社
会
構
造

4 s [ 



は
、
そ
こ
で
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
実
数
値
の
価
格
(
貨
幣
と
の
交
換
比
率
)
が
人
々
の
行
動
を
調
節
す
る
鍵
変
数
と
な
る
と

82 

ほ
か
の
財
を
十
分
多
く
得
ら
れ
れ
ば
同
じ
満
足
な
い
し
利
潤

い
う
特
性
が
あ
る
。

こ
の
特
性
は
、

ど
の
財
が
い
く
ら
か
少
な
く
て
も
、

大学:改革への必i1l'1とWHS'

を
得
ら
れ
る
と
い
う
、
す
べ
て
の
財
と
財
と
の
聞
の
代
替
可
能
性
に
由
来
す
る
。
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
市
場
に
お
い
て
は
、
究
極
的
に
お

v) 
て

つ
の
価
値
が
支
配
し
て
い
る
(
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
財
は
す
べ
て
の
財
と
交
換
可
能
で
あ
る
)
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
市
場
で

の
ち
に
教
育
を
考
察
す
る
際
、

そ
の
こ
と

は
あ
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
以
外
の
場
所
で
は
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

を
み
る
で
あ
ろ
う
。

加IIsIS 

②
競
争
と
は
何
か

売
り
手
は
売
り
手
同
士

市
場
の
中
で
、

人
々
は
不
断
の
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
。
売
り
手
と
買
い
手
は
利
害
が
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、

と
、
買
い
手
は
買
い
手
同
士
と
、
競
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
売
り
手
は
同
じ
商
品
を
よ
り
安
く
供
給
し
、
買
い
手
は
同
じ
商
品
を
よ

り
高
く
需
要
し
よ
う
と
い
う
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

市
場
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
の
メ
カ

け
れ
ど
も
、
競
争
は
市
場
の
中
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
い
。
貨
幣
が
媒
介
と
な
ら
な
い
、

ズ
ム
の
中
に
、
競
争
原
理
が
は
た
ら
い
て
い
る
。

近
代
社
会
を
例
に
、
ど
の
よ
う
に
競
争
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
、
考
え
て
み
よ
う
。

政
治
の
領
域
で
は
、
選
挙
が
典
型
的
で
あ
る
。
あ
る
ポ
ス
ト
に
、
複
数
の
候
補
者
が
立
候
補
す
る
。
誰
が
そ
の
ポ
ス
ト
に
ふ
さ
わ
し
い

か
、
討
論
を
重
ね
、
有
権
者
が
投
票
に
よ
っ
て
当
選
者
を
決
め
る
。
公
共
的
な
意
思
決
定
の
場
で
、
選
挙
は
最
も
一
般
的
な
手
続
き
で
あ

る。
組
織
の
領
域
で
は
、
人
事
が
典
型
的
で
あ
る
。
採
用
や
昇
進
の
際
に
、
ポ
ス
ト
は
限
ら
れ
て
お
り
、
潜
在
的
な
候
補
者
は
多
い
。
人
事
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の
決
定
権
者
が
会
議
を
聞
き
、
投
票
に
よ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
検
討
の
上
人
事
を
決
定
す
る
。
競
争
を
明
示
的
に
、
か
つ
公
平
に
行
う

た
め
に
は
、
人
事
を
公
開
し
、
候
補
者
を
公
募
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
勢
を
一
律
に
採
用
す
る
場
合
に
は
書
類
選
考
を

行
っ
た
り
、
筆
記
試
験
や
面
接
試
験
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

医
師
や
弁
護
士
、
会
計
士
な
ど
の
資
格
を
認
定
す
る
た
の
に
、
資
格
試
験
を
行
う
場
合
も
あ
る
。
資
格
試
験
は
、
一
定
の
基
準
を
満
た

せ
ば
合
格
が
認
め
ら
れ
る
も
の
な
の
で
、
ほ
か
の
受
験
者
と
競
争
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
合
格
者
の
人
数
に
枠
を
設

け
る
場
合
に
は
、
競
争
試
験
(
ほ
か
の
受
験
者
と
の
優
劣
に
よ
っ
て
合
格
が
決
ま
る
試
験
)
の
性
質
を
帯
び
る
。

結
婚
も
、
一
種
の
競
争
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
人
間
の
配
偶
者
は
、
あ
る
時
点
で
一
人
に
限
ら
れ
る
。
そ
こ
で
既
婚
者
は
あ

き
ら
め
て
、
未
婚
の
異
性
か
ら
伴
侶
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
を
要
す
る
に
、
近
代
社
会
は
、
個
人
の
自
由
意
思
(
選
択
)
を
最
大
限
に
重
視
す
る
社
会
で
あ
る
。
社
会
そ
の
も
の
さ
え
、
人
々
の

自
由
意
思
に
基
づ
く
契
約
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
と
考
え
る
。
政
治
的
な
リ
ー
ダ
ー
に
し
ろ
、
組
織
に
し
ろ
、
資
格
を
持
っ
た
専
門
家

の
集
団
に
し
ろ
、
結
婚
の
組
帯
に
し
ろ
、
人
々
相
互
の
選
択
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
社
会
関
係
は
、
競
争
の
側
面
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。
市
場
も
貨
幣
を
媒
介
に
し
た
売
買
関
係
、
す
な
わ
ち
、
人
々
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
相
互
の
選
択
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
社
会

関
係
な
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
意
味
で
の
競
争
は
、
近
代
社
会
と
不
可
分
で
あ
る
。
競
争
な
し
に
、
近
代
社
会
は
成
立
し
な
い
。

競
争
は
た
し
か
に
、
厳
し
い
側
面
を
持
つ
。
他
者
よ
り
優
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
相
手
か
ら
選
択
し
て
も
ら
え
ず
、
自
分
の
望
む
行
動
を

と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
反
面
、
自
分
は
、
競
争
す
る
大
勢
の
中
か
ら
、
自
分
に
と
っ
て
最
も
望
ま
し
い
相
手
を
選
択
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
冷
静
に
考
え
る
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
し
も
競
争
を
排
除
す
る
な

ら
ば
、
誰
も
が
、
望
み
も
し
な
い
職
業
や
配
偶
者
に
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
競
争
は
、
自
由
の
代
償
な
の
で
あ
る
。
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③
教
育
を
め
ぐ
る
競
争
原
理

市
場
原
理
は
、
市
場
に
ふ
さ
わ
し
い
競
争
原
理
で
あ
る
。
市
場
原
理
を
、
市
場
以
外
の
場
面
に
無
理
や
り
あ
て
は
め
よ
う
と
す
れ
ば
、

競
争
原
理
と
し
て
う
ま
く
は
た
ら
か
な
く
て
も
当
然
で
あ
る
。

競
争
原
理
が
不
適
切
だ
と
か
い
う
こ
と

市
場
原
理
が
適
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

ほ
か
の
競
争
原
理
が
適
用
で
き
な
い
と
か
、

を
た
だ
ち
に
意
味
し
な
い
。

ど
の
よ
う
な
か
た
ち
の
競
争
が
必
要
な
の
か
は
、

ケ
ー
ス
・
パ
イ
・
ケ

l
ス
で
、

個
別
に
考
え
て
い
く
べ

き
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
競
争
原
理
が
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
、

ま
た
は
た
ら
く
べ

h
M
t
 I

 

JV
コ《，

そ
こ
で

教
育
と
い
う
場
面
に
、

き
な
の
か
、
考
え
て
み
よ
う
。

教
育
と
は
、
ど
う
い
う
活
動
か
。
そ
れ
は
、
現
存
す
る
年
長
世
代
か
ら
現
存
す
る
年
少
世
代
(
将
来
世
代
)
に
対
し
て
、
そ
の
社
会
の
行

動
様
式
や
知
識
を
伝
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
初
は
親
が
、
子
ど
も
に
対
し
て
そ
れ
を
行
い
、
次
第
に
よ
り
広
い
範
囲
の
集
団
、
あ
る
い

は
別
の
集
団
が
そ
れ
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
る
。

伝
統
的
な
社
会
は
、
静
的
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
は
、
親
の
職
業
と
社
会
的
地
位
を
受
け
継
ぐ
。
そ
の
た
め
教
育
は
、
家
族
や

近
隣
集
団
、
職
場
で
個
別
に
行
わ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
普
通
教
育
(
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
、
一
律
な
内
容
を
教
え
る
教
育
)
は
必

要
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
近
代
社
会
は
、
動
的
で
あ
る
。
親
の
職
業
や
社
会
的
地
位
と
無
関
係
に
、

子
ど
も
は
職
業
を
選
択
し
、

都
市
に
移
住
し
、
新
し
い
産
業
セ
ク
タ
ー
に
移
動
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
普
通
教
育
が
必
要
と
な
り
、
先
進
工
業
国
の
間
で
は
、
初
等

教
育
が
公
教
育
の
か
た
ち
で
普
及
し
て
い
っ
た
。
識
字
能
力
と
計
算
能
力
、

初
歩
的
な
科
学
知
識
は
、

近
代
社
会
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ

ニ
マ
ム
で
あ
る
。
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こ
の
こ
と
を
、
市
場
と
の
関
係
で
考
え
て
み
よ
う
。
伝
統
的
な
社
会
で
は
、
限
ら
れ
た
財
を
隈
ら
れ
た
人
々
の
間
で
交
換
す
る
市
場

(
商
品
経
済
)
が
存
在
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
教
育
は
、
家
業
の
継
承
や
職
業
集
団
の
再
生
産
と
い
う
か
た
ち
で
、
市
場
と
は
ほ
ぼ
無
関

係
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
近
代
社
会
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
財
や
サ

l
、
ヴ
ィ
ス
が
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
間
で
売
買
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
市
場
を
通
じ
て
の
交
換
が
全
面
化
す
る
(
市
場
経
済
)
。
と
く
に
、
労
働
力
市
場
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
人
々
は
新
し
い
職
業
、

新
し
い
産
業
セ
ク
タ
ー
に
、
市
場
を
通
じ
て
移
動
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
し
て
教
育
(
と
り
わ
け
、
初
等
の
普
通
教
育
)
は
、

市
場
と
距
離
を
と
っ
た
か
た
ち
で
、
公
教
育
と
し
て
位
置
づ
い
た
。

公
教
育
の
構
造
に
つ
い
て
、
簡
単
に
お
さ
え
て
お
く
。
市
場
は
、
資
源
を
最
適
に
配
分
し
、
効
率
的
な
経
済
活
動
を
実
現
す
る
メ
カ
ニ

ズ
ム
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
最
適
」
と
は
、
所
与
の
初
期
手
持
量
に
対
し
て
、
そ
れ
を
最
適
に
再
配
分
す
る
と
い
う
意
味
に
す
ぎ
な
い
。
す
な

わ
ち
、
そ
も
そ
も
初
期
手
持
量
の
乏
し
い
経
済
主
体
に
、
最
低
限
の
生
活
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
公
共
財
や

行
政
サ

l
ヴ
イ
ス
の
よ
う
な
、
市
場
の
環
境
を
と
と
の
え
る
こ
と
も
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、

近
代
国
家
と
租
税
シ
ス
テ
ム
が
、
近
代
社
会
の
市
場
経
済
に
は
、
そ
の
反
面
と
し
て
不
可
欠
に
な
る
。
租
税
は
、
交
換
で
は
な
く
て
、
財

の
一
方
向
的
な
移
転
で
あ
る
。
公
共
財
の
供
給
や
、
行
政
サ

l
ヴ
イ
ス
、
軍
事
外
交
、
社
会
福
祉
な
ど
の
公
共
的
な
活
動
は
、
こ
の
財
源

に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
。
初
等
普
通
教
育
は
、
公
共
性
が
高
い
の
で
、
こ
う
し
た
活
動
の
一
環
と
し
て
、
中
央
ま
た
は
地
方
の
政
府
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
れ
が
、
公
教
育
で
あ
る
。
中
等
教
育
や
高
等
教
育
は
、
そ
の
社
会
の
す
べ
て
の
人
々
に
必
要
と
さ
れ
る
教
育
で
あ

る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
し
ば
し
ば
私
立
学
校
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

公
教
育
は
、
政
府
が
経
費
を
負
担
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
市
場
経
済
と
無
関
係
な
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
教
員
や
事
務
員
の
賃
金

は
、
労
働
市
場
で
決
ま
る
一
般
労
働
者
の
賃
金
と
同
様
に
支
払
わ
れ
る
。
学
校
に
必
要
な
物
品
は
、
通
常
の
価
格
で
市
場
で
購
入
す
る
。

私
立
学
校
に
対
し
て
も
、
し
ば
し
ば
補
助
金
な
ど
の
か
た
ち
で
政
府
が
経
費
の
一
部
を
負
担
す
る
。
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公
教
育
の
場
合
に
は
、
教
育
の
需
要
者
H
受
益
者
(
親
や
子
ど
も
)
が
、
教
育
サ

l
ヴ
ィ
ス
を
代
価
を
払
っ
て
購
入
し
て
い
る
と
い
う
か

た
ち
に
は
な
ら
な
い
。
経
費
の
大
部
分
を
、
税
に
よ
っ
て
間
接
的
に
、
国
民
な
い
し
住
民
一
般
が
(
子
ど
も
の
有
無
や
人
数
に
関
係
な
く
)
負

担
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
、
教
育
サ

l
ヴ
ィ
ス
の
需
要
/
供
給
は
、
市
場
原
理
に
基
づ
か
な
い
。
無
理
や
り
に
市
場
原
理
を
あ

て
は
め
る
な
ら
、
公
教
育
の
理
念
と
必
要
性
を
否
定
す
る
に
等
し
い
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
で
も
、
競
争
原
理
が
は
た
ら
く
よ
う
な
制
度
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

選
択
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
ど
こ
に
で
も
、
競
争
が
あ
り
、
よ
り
よ
い
の
も
が
生
き
残
り
、
よ
く
な
い
も
の
は
淘
汰
さ
れ
る
と
い
う
力
学

が
は
た
ら
き
得
る
か
ら
で
あ
る
。
学
区
制
に
よ
る
割
当
て
で
は
な
し
に
、
親
や
子
ど
も
が
通
う
学
校
を
決
め
る
学
校
選
択
制
。
教
育
委

員
会
に
よ
る
任
命
制
で
は
な
し
に
、
学
校
ご
と
に
校
長
や
教
員
の
任
用
を
決
め
る
公
募
人
事
制
。
そ
う
し
た
競
争
原
理
は
、
公
教
育
の

範
囲
内
で
、
公
教
育
の
理
念
を
よ
り
よ
く
実
現
す
る
た
め
に
、
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
私
立
学
校
が
補
助
金
な
し
で
教
育
を
行
う
場
合
に
は
、
教
育
サ

l
ヴ
イ
ス
の
提
供
を
市
場
原
理
に
任
せ
て
行
う
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
私
立
学
校
は
、
公
立
学
校
と
違
っ
た
付
加
価
値
の
あ
る
教
育
サ

l
ヴ
イ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
存
在
理
由
に
し
て
い
る
。
リ

カ
ル
ド
の
差
額
地
代
説
と
同
じ
理
由
で
、
そ
の
付
加
価
値
の
分
だ
け
、
追
加
の
教
育
費
用
を
そ
の
受
益
者
か
ら
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
付
加
価
値
と
追
加
費
用
と
の
費
用
効
果
が
均
衡
す
る
場
合
に
、
私
立
学
校
の
経
営
が
成
立
す
る
。
初
等
・
中
等
教
育
を
行
う
私
立

学
校
は
、
公
立
学
校
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
運
営
さ
れ
る
か
ら
、
補
助
金
を
受
け
な
い
こ
と
で
適
性
な
市
場
競
争
が
実
現
す
る
。

大
学
教
育
の
場
合
に
は
、
公
立
学
校
の
存
在
は
前
提
と
せ
ず
、
す
べ
て
を
私
立
学
校
と
同
等
に
み
な
し
て
運
営
す
る
方
が
、
よ
り
適
性

な
競
争
が
実
現
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
節
で
扱
う
。
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大
学
に
な
ぜ
競
争
が
は
た
ら
か
な
い
か

市
場
原
理
と
競
争
原
理
と
の
関
係
、
そ
し
て
、
教
育
の
場
に
お
け
る
競
争
原
理
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
考
察
し
た
。
そ
こ
で
節
を
改
め

て
、
高
等
教
育
、
と
く
に
大
学
教
育
に
お
け
る
競
争
原
理
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
よ
う
。

大
学
教
育
は
、
先
進
諸
国
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
最
も
発
展
・
普
及
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
場
合
、
大
学
進
学
率
だ
け
か
ら
み

る
な
ら
ば
、

ア
メ
リ
カ
と
遜
色
な
い
水
準
に
な
る
が
、

大
学
の
社
会
的
機
能
や
実
質
的
な
充
実
度
か
ら
み
る
と
、

ア
メ
リ
カ
に
大
き
く

水
を
空
け
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
大
学
の
最
大
の
違
い
は
、

ア
メ
リ
カ
の
大
学
が
競
争
原
理
を
最

大
限
に
活
か
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

日
本
の
大
学
の
聞
に
は
競
争
原
理
が
ほ
と
ん
ど
は
た
ら
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

本
節
で
は

ま
ず
、
そ
の
実
態
を
確
認
し
、
ど
こ
に
ど
う
競
争
原
理
が
は
た
ら
く
べ
き
な
の
か
考
え
よ
う
。

①
大
学
入
学
の
た
め
の
競
争

競争似胆と大学改革

大
学
で
教
育
を
受
け
る
こ
と
は
、

し
か
も
大
学
に
は
差
が
あ
り
、
評
価
の
高
い
大
学
と
そ
う
で
な
い

限
ら
れ
た
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。

大
学
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
よ
り
よ
い
大
学
で
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
競
争
が
生
ず
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

現
在
、
日
本
で
は
、
こ
の
競
争
が
、
大
学
の
入
学
試
験
と
い
う
か
た
ち
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
き
わ
め
て
大
き
な
不
合
理
を
生
ん
で
い
る
。

大
学
入
試
に
よ
っ
て
学
生
を
選
抜
す
る
シ
ス
テ
ム
は
、

大
学
の
進
学
率
が
き
わ
め
て
低
く
、

ご
く
一
部
の
学
生
が
高
等
教
育
を
受
け
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て
い
た
時
代
の
産
物
で
あ
る
。

大
部
分
の
人
々
は
関
係
が
な
か
っ
た
か
ら
、
初

そ
の
時
代
に
は
、

大
学
入
試
が
い
く
ら
厳
し
く
て
も
、

等
・
中
等
教
育
を
ゆ
が
め
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。

入
試
を
く
ぐ
り
抜
け
た
ひ
と
握
り
の
学
生
た
ち
は
、
高
い
学
力
と
意
欲
を
持
っ
て



い
た
か
ら
、
ほ
っ
て
お
い
て
も
大
学
で
よ
く
学
び
、
卒
業
後
は
社
会
の
指
導
的
人
材
と
な
っ
た
。
大
学
が
大
衆
化
し
、
進
学
率
が
ほ
ぼ
五

88 

O
%
に
達
し
て
い
る
現
在
、
大
学
入
試
は
、
合
格
者
の
高
い
学
力
や
意
欲
を
保
証
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
部
科
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入
学
者
は
全
員
が
四
年
後
に
卒
業
す
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、

大
学
で

学
省
の
定
め
る
学
生
定
員
の
制
度
に
よ
っ
て
、

人
気
校
に
入
学
で
き
る
学
生
は
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

何
を
ど
う
学
ん
だ
か
と
関
係
な
し
に
卒
業
し
て
い
る
。
学
生
定
員
が
あ
れ
ば
、

ど
ん
な
不
人
気
校
に
も
入
学
す
る
学
生
が
回
っ
て
く
る
。
こ
う
し
て
大
学
の
、
よ
い
教
育
を
す
る
努
力
と
競
争
が
阻
ま
れ
て
い
る
。

大
学
入
試
は
、

大
学
問
の
あ
る
べ
き
競
争
を
、

学
生
聞
の
受
験
競
争
に
置
き
換
え
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
え

総
じ
て
い
う
な
ら
、

。

マハ
V

残
念
な
が
ら
現
在
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
学
生
の
ほ
ぼ
唯
一
の
動
機
づ
け
と
な
っ

大
学
入
試
は
、

大
学
入
試
を
な
く
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
大
学

て
い
る
た
め
に
、

大
学
入
試
を
な
く
す
と
学
力
が
低
下
し
勉
学
意
欲
が
な
く
な
る
と
心
配
す
る
声
が
あ
る
。

入
試
を
な
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
学
入
試
は
、
高
校
で
習
っ
た
範
囲
で
は
解
け
な
い
、
学
力
の
「
付
加
価
値
」
を
み
る
こ
と
に
な

る
た
め
、
学
校
外
学
習
(
塾
や
予
備
校
)
が
常
態
と
な
る
。
こ
の
た
め
に
、
家
計
の
教
育
関
係
費
の
半
分
が
費
や
さ
れ
て
お
り
、
東
大
な
ど

偏
差
値
の
高
い
大
学
の
親
の
所
得
は
昔
に
比
べ
高
い
階
層
に
偏
る
よ
う
に
な
っ
た
。

大
学
入
試
に
は
コ
ス
ト
が
か
か
る
た
め
、

そ
れ
を

さ
ら
に
大
学
入
試

負
担
で
き
る
高
所
得
階
層
が
高
学
歴
を
再
生
産
す
る
と
い
う
、
教
育
の
機
会
均
等
と
反
す
る
現
象
が
J

刷
れ
て
い
る
。

は
、
大
学
の
専
門
と
関
係
の
な
い
高
校
の
普
通
教
育
の
課
程
の
内
容
を
出
題
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
将
来
の
適
性
を
判
断
し
て
い
る

も
の
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
大
学
に
お
い
て
、
専
門
で
の
適
性
を
め
ぐ
る
厳
し
い
競
争
が
あ
る
べ
き
だ
。
大
学
入
試
の
シ
ス
テ
ム
は
、

あ
る
べ
き
で
な
い
と
こ
ろ
で
競
争
を
強
い
、
あ
る
べ
き
場
所
か
ら
競
争
を
奪
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

②
就
職
の
た
め
の
競
争
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大
学
生
の
就
職
は
、
大
学
と
社
会
の
接
点
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
大
学
や
大
学
生
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
就
職
チ
ャ
ン
ス
を

め
ぐ
る
競
争
で
あ
り
、
企
業
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
人
材
獲
得
を
め
ぐ
る
競
争
で
あ
る
。
就
職
市
場
は
、
双
方
の
選
択
を
接
合
さ
せ
る
場

で
あ
り
、
本
来
、
競
争
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

さ
て
問
題
は
、
現
状
で
は
、
こ
の
大
学
生
の
就
職
市
場
が
、
十
分
に
競
争
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
原
因
の
一
部
は
大
学
側
に
あ
り
、
一
部
は
社
会
・
企
業
に
あ
る
。

大
学
は
、
学
生
に
対
し
て
こ
れ
だ
け
の
教
育
を
ほ
ど
こ
し
、
学
力
を
つ
け
た
と
保
証
し
な
い
た
め
に
、
大
学
の
卒
業
証
書
が
社
会
的

に
意
味
を
持
た
な
い
。
社
会
が
気
に
す
る
の
は
、
ど
こ
の
学
部
の
出
た
か
で
は
な
く
、
ど
こ
の
大
学
に
入
学
し
卒
業
し
た
か
、
す
な
わ
ち

入
試
偏
差
値
で
あ
る
。
入
学
試
験
の
時
点
で
の
学
力
証
明
よ
り
も
信
頼
で
き
る
、
大
学
の
学
力
証
明
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち

大
学
の
教
育
に
対
す
る
社
会
的
信
頼
が
な
い
こ
と
を
、
こ
の
事
実
は
裏
づ
け
て
い
る
。
学
生
も
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
卒
業

で
き
る
な
ら
強
い
て
努
力
し
て
学
ぶ
必
要
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
大
学
の
空
洞
化
、
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
化
は
、
こ
う
し
た
大
学
の
教

育
評
価
の
崩
壊
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

大
学
生
の
就
職
市
場
を
ゆ
が
め
て
い
る
大
き
な
原
因
の
一
つ
は
、
日
本
の
企
業
の
終
身
雇
用
・
年
功
序
列
シ
ス
テ
ム
に
あ
る
。
こ
の

た
め
、
中
途
採
用
が
一
般
的
で
な
く
、
転
職
市
場
が
発
達
し
て
い
な
い
。
従
業
員
に
と
っ
て
は
、
同
じ
企
業
に
在
職
し
つ
づ
け
る
こ
と
が

有
利
に
な
る
。
企
業
は
そ
の
た
め
内
部
で
の
昇
進
、
再
教
育
、
配
置
転
換
、
出
向
と
い
っ
た
、
企
業
内
労
働
市
場
を
発
達
さ
せ
た
。
こ
の

よ
う
な
一
雇
用
形
態
を
前
提
と
す
る
た
め
、
大
学
卒
業
生
の
就
職
チ
ャ
ン
ス
は
、
新
卒
市
場
に
集
中
し
、
し
か
も
大
学
の
入
試
偏
差
値
を

反
映
し
た
人
材
選
抜
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
の
た
め
、
日
本
の
企
業
は
、
金
融
、
保
険
、
サ

l
、
ヴ
ィ
ス
、
情
報
、
法
律

と
い
っ
た
専
門
分
野
で
の
競
争
力
を
著
し
く
損
な
っ
て
い
る
。
人
件
費
・
対
・
効
果
の
効
率
も
悪
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
市
場
や
国

際
環
境
の
変
化
に
即
応
し
て
、
不
採
算
部
門
を
切
り
捨
て
新
分
野
に
進
出
す
る
機
動
性
が
発
揮
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
企
業
の
旧
態
依
然
た
る
体
質
と
、

大
学
教
育
の
空
洞
化
と
は
、

鶏
と
タ
マ
ゴ
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
。

企
業
は
企
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業
内
教
育
と
人
材
育
成
の
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
大
学
教
育
に
期
待
し
な
い
。
大
学
は
そ
れ
に
安
住
し
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、

大学改 Jli{への !R(;l!'i と jUJq~:

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
と
も
に
、

日
本
企
業
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
は
急
速
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

大
学
が
い
ま
、

優
れ
た
専
門
的

能
力
を
持
っ
た
人
材
を
供
給
す
る
態
勢
を
と
と
の
え
、

そ
れ
を
評
価
で
き
る
外
部
基
準
を
用
意
し
な
い
と
、

企
業
改
革
の
足
を
ひ
っ
張

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

③
研
究
を
め
ぐ
る
競
争

研
究
は
、
人
類
社
会
の
利
益
の
た
め
に
、
知
的
な
公
共
財
を
生
み
出
す
活
動
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
営
利
事
業
の
か
た
ち
で
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
。
受
益
者
(
将
来
世
代
を
含
む
)
か
ら
コ
ス
ト
を
回
収
す
る
方
法
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
税
金
や
寄
付
金
、

企
業
の
利
潤
の
一
部
な
ど
の
公
的
資
金
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
費
用
・
対
・
効
果
の
原
則
を

無
視
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。

大
学
の
研
究
費
の
か
な
り
の
部
分
は
、
文
部
省
の
科
学
研
究
費
補
助
金
(
科
研
費
)
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
き
た
(
現
在
、
科
学
研
究
費

は
日
本
学
術
振
興
会
の
所
管
と
な
っ
て
い
る
)
。
文
部
省
は
科
研
費
の
申
請
を
審
査
す
る
能
力
が
な
い
の
で
、
分
野
ご
と
に
審
査
の
た
め
の

会
議
を
組
織
し
、
研
究
者
を
任
命
し
て
審
査
を
任
せ
た
。
審
査
は
し
ば
し
ば
い
い
加
減
で
あ
り
、
「
す
べ
て
の
研
究
者
に
ま
ん
べ
ん
な
く

研
究
費
が
い
き
わ
た
る
よ
う
に
」
初
回
の
申
請
は
採
択
し
な
い
こ
と
を
原
則
に
し
て
い
る
分
野
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
研
究
報
告
書
の
提
出

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
研
究
成
果
が
上
が
っ
た
か
ど
う
か
の
実
質
的
な
チ
ェ

ッ
ク
は
な
い
に
等
し
い
。
研
究
費
の
財
源
を

一
カ
所
に
集
中
し
、
一
元
的
に
配
分
し
よ
う
と
す
る
と
、
不
合
理
が
起
こ
る
。

研
究
費
は
、
研
究
能
力
の
あ
る
研
究
者
、
研
究
成
果
を
上
げ
る
研
究
者
や
そ
の
チ

1
ム
に
集
中
的
に
配
分
す
べ
き
で
あ
る
。
限
り
の
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あ
る
研
究
資
源
を
、
無
駄
に
配
分
し
て
は
い
け
な
い
。
と
い
っ
て
も
、
研
究
費
を
配
分
す
る
段
階
で
は
、
ど
の
研
究
が
成
果
を
上
げ
る
か

わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
事
前
審
査
と
同
様
、
研
究
成
果
が
上
が
っ
た
か
の
事
後
審
査
に
も
同
様
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
割
き
、
次
回
以
降
の

審
査
に
反
映
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
配
分
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
が
一
つ
に
偏
る
と
よ
く
な
い
の
で
、
複
数
の
申
請
の
チ
ャ
ン
ス
を
つ
く
り
、
あ

ち
こ
ち
に
重
複
し
て
申
請
が
で
き
る
(
研
究
の
み
ど
こ
ろ
や
特
長
が
あ
れ
ば
、
ど
こ
か
か
ら
助
成
金
が
受
け
ら
れ
る
)
よ
う
に
す
る
。
研
究
者
と

同
様
、
研
究
費
の
配
分
機
関
(
財
団
)
の
聞
に
も
競
争
が
あ
る
べ
き
だ
。

具
体
的
に
は
、
科
研
費
を
次
の
よ
う
に
改
革
す
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
の
公
的
資
金
は
い
き
な
り
研
究
者
に
渡
す
の
で
は
な
く
て
、
互

い
に
独
立
な
複
数
の
研
究
費
配
分
機
関
(
財
団
)
に
助
成
す
る
か
た
ち
に
改
め
る
。
そ
れ
ら
の
財
団
は
、
独
自
の
審
査
に
よ
っ
て
、
研
究
者

に
資
金
を
配
分
す
る
。
そ
の
事
後
審
査
も
き
っ
ち
り
財
団
が
行
っ
て
、
公
表
す
る
。
各
財
団
の
助
成
の
費
用
・
対
・
効
果
や
、
事
務
の
効

率
性
を
第
三
者
機
関
に
よ
っ
て
評
価
し
、
各
財
団
に
翌
年
度
以
降
、
ど
の
よ
う
に
公
的
資
金
を
配
分
す
る
か
に
反
映
さ
せ
る
。
こ
の
よ

う
に
す
れ
ば
、
公
式
資
金
が
最
も
効
率
的
に
、
し
か
も
多
様
な
プ
リ
ン
シ
。
フ
ル
に
基
づ
い
て
、
研
究
者
の
手
元
に
届
く
こ
と
に
な
る
。
審

査
と
格
付
け
が
は
っ
き
り
し
て
こ
そ
、
研
究
費
を
獲
得
し
た
こ
と
は
研
究
者
の
プ
レ
ス
テ
ィ
ジ
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
研
究
者
を
集
め

て
い
る
大
学
の
学
術
的
ス
テ
ー
タ
ス
(
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
レ
ピ
ュ
テ
イ
シ
ョ
ン
)
に
も
通
じ
よ
う
。

④
教
員
人
事
に
お
け
る
競
争

日
本
の
大
学
は
、
教
員
人
事
に
競
争
原
理
が
十
分
は
た
ら
い
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
教
授
へ
の
昇
進
審
査
が
ま
こ
と
に
い
い
加
減
で

中
め
マ
匂
。
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中
国
の
大
学
は
、
助
教
授
(
副
教
授
と
い
う
)
に
比
べ
て
教
授
の
数
が
は
る
か
に
少
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
教
授
は
大
き
な
権
限
を
持
ち
、

学
科
を
総
括
し
て
い
る
。
当
然
、
す
べ
て
の
助
教
授
が
教
授
に
昇
進
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
昇
進
審
査
は
厳
格
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
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で
は
、
教
授
の
数
は
多
い
が
、
一
流
大
学
で
終
身
教
授
の
身
分
(
テ
ニ
ユ
ア
)
を
得
る
に
は
厳
し
い
審
査
を
パ
ス
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

博
士
号
の
取
得
↓
ポ
ス
ド
ク
↓
講
師
ま
た
は
助
教
授
(
数
年
の
年
限
っ
き
)
↓
准
教
授
↓
教
授
と
昇
進
す
る
た
び
に
、
業
績
審
査
の
関
門
が

あ
り
、
し
か
も
同
じ
大
学
の
中
で
の
昇
進
は
ま
れ
で
あ
る
。
よ
そ
の
大
学
へ
昇
進
す
る
と
な
れ
ば
、
大
勢
の
潜
在
的
な
競
争
者
を
相
手

に
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
競
争
の
質
が
根
本
的
に
異
な
っ
て
く
る
。

日
本
の
大
学
は
、
多
く
講
座
制
を
と
っ
て
お
り
、
教
授
一
助
教
授
の
比
率
が

l
一
ー
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
を
充
足
し
て
い
な
い
と
、

人
員
増
の
要
求
を
す
る
場
合
に
不
利
に
な
る
の
で
、
ポ
ス
ト
を
埋
め
よ
う
と
す
る
不
断
の
圧
力
が
は
た
ら
く
。
そ
の
結
果
、
年
功
序
列

に
よ
っ
て
、
順
送
り
で
ろ
く
な
業
績
審
査
も
な
い
ま
ま
、
多
く
の
教
授
の
昇
進
が
決
ま
っ
て
い
く
。
驚
く
ほ
ど
研
究
水
準
が
低
い
大
学

が
多
い
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
組
織
的
な
理
由
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
大
学
の
教
授
は
、
全
国
の
教
授
や
助
教
授
を
候

補
者
に
し
て
選
考
を
進
め
、
そ
れ
な
り
の
人
材
を
集
め
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
大
学
も
、
助
教
授
の
ポ
ス
ト
を
充
足
せ
ね
ば
な

ら
ず
、
か
れ
ら
に
昇
進
の
機
会
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
研
究
者
の
流
動
性
は
、
ど
う
し
て
も
低
く
な
る
。

最
近
、
各
国
立
大
学
で
進
ん
で
い
る
「
大
学
院
重
点
化
」
の
動
き
が
、
こ
れ
に
輸
を
か
け
て
い
る
。
大
学
院
重
点
化
は
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
公
務
員
の
総
定
員
を
増
や
さ
な
い
と
い
う
制
約
の
も
と
、
教
授
・
助
教
授
の
ポ
ス
ト
増
、
予
算
増
を
狙
っ
た
も
の
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
旧
講
座
制
の
教
授
一
助
教
授
一
助
手
の
定
員
l
:
l
一
2
を
、
大
学
院
講
座
2
一
2
一
l
に
振
り
替
え
る
。
助
手
の

ポ
ス
ト
を
つ
ぶ
し
て
、
教
授
・
助
教
授
の
椅
子
を
増
や
す
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
若
い
研
究
者
が
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
る
の
が
難
し
く
な
り
、
組
織
的
な
ゆ
が
み
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

時
代
遅
れ
の
講
座
制
は
、
す
ぐ
に
廃
止
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
ポ
ス
ド
ク
↓
助
手
・
講
師
↓
助
教
授
↓
教
授
、
と
い
っ
た
昇
進

(
転
職
)
の
チ
ャ
ン
ス
を
公
開
し
、
公
募
を
原
則
と
し
て
審
査
す
べ
き
だ
。

さ
ら
に
根
本
的
に
は
、
「
教
授
会
の
自
治
」
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
教
授
会
の
自
治
は
国
立
大
学
、
そ
し
て
多
く
の
私
立
大
学
に
お
い
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て
、
学
部
ご
と
の
教
授
会
が
人
事
権
を
持
ち
、
学
長
や
部
外
者
の
介
入
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
学
部
教
授

会
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
事
に
対
し
て
選
考
委
員
会
を
選
出
し
、
候
補
者
一
人
を
報
告
さ
せ
る
。
そ
の
候
補
者
は
投
票
に
か
か
る
が
、
選
考

委
員
会
で
の
結
論
が
く
つ
が
え
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
各
学
科
は
仕
返
し
が
恐
い
の
で
、
互
い
に
人
事
に
干
渉
し
な
い
慣
習
が
で
き
あ

が
る
こ
と
が
多
く
、
教
授
会
の
自
治
は
実
質
的
に
、
学
科
の
自
治
と
な
る
。
と
な
れ
ば
、
大
部
分
が
お
手
盛
り
人
事
と
な
る
の
は
自
に
見

え
て
い
る
。
大
学
教
員
の
身
分
は
終
身
な
上
、
業
績
審
査
の
機
会
は
な
い
に
等
し
い
か
ら
、
こ
れ
で
研
究
・
教
育
が
活
発
に
行
わ
れ
て

い
る
方
が
不
思
議
で
あ
る
。
大
学
教
員
の
採
用
は
、
む
し
ろ
例
え
ば
、
人
事
を
専
門
に
扱
う
学
長
の
下
の
専
門
・ス
タ
ッ
フ
に
任
せ
た
方

が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

3 

競
争
原
理
に
基
づ
く
大
学
改
革

そ
れ
で
は
最
後
に
、
競
争
原
理
の
利
点
を
最
大
限
に
活
か
し
つ
つ
、
日
本
の
大
学
を
再
生
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
な
提
案
を
い
く
つ
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か
、
提
示
し
て
み
よ
う
。
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①
国
立
大
学
は
必
要
か

日
本
の
大
学
は
、
歴
史
的
・
制
度
的
に
中
核
の
部
分
を
国
立
大
学
が
、
量
的
に
は
大
部
分
を
私
立
大
学
が
、
分
担
す
る
と
い
う
や
り

方
で
発
展
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
高
等
教
育
が
国
家
の
主
導
で
は
じ
ま
っ
た
、
後
発
国
の
宿
命
と
も
い
え
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ

は
、
近
代
国
家
が
で
き
る
は
る
か
以
前
に
大
学
が
で
き
た
の
で
、
私
立
大
学
の
地
位
が
高
い
。

大
学
の
研
究
・
教
育
活
動
は
、
た
ぶ
ん
に
公
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
の
で
、
公
的
な
資
金
を
直
接
・
間
接
に
投
入
す
べ
き
か
も
し
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れ
な
い
。
け
れ
ど
も
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
大
学
を
国
立
大
学
と
い
う
か
た
ち
で
設
置
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
を
、
は
っ
き
り
理
解
す
べ

き
だ
。
国
が
直
接
に
管
理
運
営
す
る
国
立
大
学
と
、
そ
う
で
は
な
い
私
立
大
学
が
併
存
す
る
と
、
公
正
な
競
争
を
阻
害
し
、
改
革
の
足
を

ひ
っ
ぱ
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。

い
ち
ば
ん
簡
単
な
の
は
、
国
立
大
学
を
廃
止
し
、
国
が
直
接
管
理
す
る
の
を
や
め
て
、
自
立
し
た
経
営
体
に
移
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
形
態
は
、
独
立
行
政
法
人
で
あ
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
の
中
味
は
私
立
大
学
と
同
等
で
、
公
平
に
競
争
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

大
切
だ
。

国
立
大
学
の
よ
く
な
い
点
は
、
職
員
が
国
家
公
務
員
の
身
分
に
な
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
文
部
科

学
省
な
ど
監
督
官
庁
が
で
き
る
の
で
、
管
理
が
何
重
に
も
な
り
、
不
合
理
や
無
駄
が
増
え
、
官
僚
主
義
が
は
び
こ
り
、
効
率
を
阻
害
す
る
。

特
定
の
分
野
の
教
育
・
研
究
を
政
策
的
に
振
興
し
よ
う
と
思
う
場
合
は
、
国
立
大
学
で
あ
れ
ば
、
概
算
要
求
を
財
務
省
に
認
め
さ
せ

て
予
算
措
置
を
し
、
組
織
を
い
じ
る
必
要
が
あ
る
。
小
回
り
が
効
か
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
単
に
、
特
定
の
分
野
(
考
古
学
な
ら
考
古

学
、
素
粒
子
物
理
な
ら
素
粒
子
物
理
)
の
教
育
や
研
究
を
奨
励
す
る
基
金
を
も
う
け
て
、
申
請
ベ

l
ス
で
配
分
す
れ
ば
よ
い
。
最
も
有
望
と

認
め
ら
れ
た
大
学
が
、
そ
の
基
金
を
獲
得
し
、
教
育
・
研
究
を
充
実
さ
せ
る
。

大
学
の
運
営
経
費
(
の
一
部
)
を
国
家
(
税
金
)
が
負
担
し
、
学
生
の
支
払
う
学
費
を
抑
え
て
、
高
等
教
育
の
機
会
を
所
得
の
低
い
人
々
に

保
証
す
る
と
い
う
理
由
で
、
国
立
大
学
を
残
し
て
お
く
べ
き
だ
と
い
う
議
論
も
あ
る
。
し
か
し
、
機
会
均
等
を
保
証
す
る
機
能
は
、
学
生

個
々
人
に
わ
た
る
奨
学
金
で
行
う
べ
き
で
、
大
学
に
わ
た
る
補
助
金
で
行
う
べ
き
で
は
な
い
。
政
策
目
的
を
実
現
す
る
の
に
無
駄
が
多

く
(
裕
福
な
家
庭
の
学
生
も
国
立
大
学
に
入
学
す
る
)
、
副
作
用
も
多
い
(
私
立
大
学
と
公
正
な
競
争
が
で
き
な
く
な
る
)
。
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②
奨
学
金
の
充
実
を
改
革
の
柱
に

大
学
が
経
営
体
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
を
促
す
な
ら
、

経
費
を
明
確
に
し
、

そ
れ
を
自
主
財
源
で
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
会
計
原
則
を
明
ら

か
に
す
べ
き
で
あ
る
。

経
費
や
学
生
数
に
連
動
し
た
補
助
金
を
政
府
が
与
え
て
、

放
漫
な
経
営
感
覚
を
助
長
す
る
結
果
と
な
る
、

国
JJ... 

大
学
の
予
算
制
度
や
「
私
学
助
成
金
」
の
よ
う
な
や
り
方
は
望
ま
し
く
な
い
。

ど
の
よ
う
な
レ
ヴ
ェ
ル
、

出
発
点
は
ま
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
が
、

ど
の
よ
う
な
内
容
の
教
育
と
研
究
を
行
お
う
と
す
る
の
か
は
っ

き
り
し
た
目
標
を
描
く
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

世
界
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
研
究
を
行
う
「
科
学
技
術
先
端
大
学
」
。
主
要
企
業
の
必
要
と
す

る
人
材
を
供
給
す
る
「
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
養
成
大
学
」
。
地
方
に
根
づ
い
た
生
涯
教
育
を
行
う
「
地
域
密
着
市
民
大
学
」
な
ど
な
ど
。
次
に
、

そ
う
し
た
教
育
と
研
究
に
必
要
な
総
経
費
を
は
じ
き
出
し
、

寄
付
金
や
基
金
、

財
団
か
ら
の
研
究
費
の
獲
得
、

そ
の
ほ
か
に
よ
っ
て
ま

か
な
え
る
部
分
を
差
し
引
い
て
、

残
り
を
学
生
に
学
費
と
し
て
負
担
さ
せ
る
原
則
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。

一
部
の
学
生
に
、

学
費
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
免
除
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
(
大
学
ご
と
の
)
奨
学
金
を
与
え
る
場
合
に
は
そ
の
還
元
率
を
勘
案
し
て
、
学
費
を
そ
の

分
高
め
に
設
定
す
る
。

ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
会
計
原
則
は
そ
の
よ
う
に
で
き
て
い
る
が
、

そ
の
結
果
、

お
そ
ら
く
日
本
の
大
学
の
学
費

は
年
間
学
生
一
人
当
た
り
約
三
百
万
円
、

い
ま
の
三
倍
程
度
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、

学
生
に
負
担
で
き
る
金
額
で
は
な
い
か
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ら
、
銀
行
か
ら
借
り
る
こ
と
に
す
る
。
大
学
(
お
よ
び
、
必
要
な
ら
政
府
)
が
仲
介
し
て
、
銀
行
の
奨
学
ロ

1
ン
を
組
み
、
卒
業
後
、
数
十
年

賦
で
学
生
が
返
済
し
て
い
く
。
学
生
に
、
大
学
に
在
籍
す
る
コ
ス
ト
感
覚
と
、
勉
学
へ
の
目
的
意
識
が
生
ま
れ
る
(
奨
学
ロ

l
ン
・
奨
学
金

の
詳
し
い
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
堤
清
二
・
橋
爪
大
三
郎
編
『
選
択
・
責
任
・
連
帯
の
教
育
改
革
・
完
全
版
』
勤
草
書
房
、
一
九
九
九
年
の
試
算
例
を

参
照
さ
れ
た
い
)
。

日
本
育
英
会
の
奨
学
金
は
、
次
の
点
で
よ
く
な
い
。
第
一
に
、
対
象
と
な
る
の
が
学
生
全
員
で
は
な
く
一
部
で
あ
り
、
し
か
も
金
額
が
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少
な
い
。
第
二
に
、
学
生
の
成
績
だ
け
で
な
く
、
親
の
所
得
も
審
査
の
材
料
に
す
る
。
学
生
個
人
に
対
す
る
貸
与
で
あ
る
か
ら
、
親
の
所

得
は
考
慮
し
な
く
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

第
三
に
、

貸
与
の
条
件
が
市
中
金
利
で
な
い
の
で
、

債
権
を
証
券
化
し
た
り
転
売
し
た
り
す



る
こ
と
が
で
き
な
い
。
貸
付
け
と
い
っ
て
も
贈
与
も
し
く
は
恩
恵
の
感
覚
が
あ
り
、
学
生
の
自
己
責
任
を
育
て
な
い
。
第
四
に
、
日
本
育
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英
会
(
文
部
科
学
省
)
が
各
大
学
を
経
由
し
て
資
金
を
一
元
的
に
配
分
す
る
の
で
、

配
分
す
る
側
に
も
各
大
学
に
も
経
営
感
覚
が
育
た
な
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ぃ
。
配
分
の
上
で
、
学
校
格
差
な
ど
不
合
理
が
生
ま
れ
て
い
る
。
奨
学
事
業
は
、
民
間
の
銀
行
に
よ
る
奨
学
ロ

l
ン
に
全
面
的
に
切
り
換

ぇ
、
育
英
会
は
奨
学

ロ
l
ン
で
救
い
切
れ
な
い
、
ご
く
特
殊
な
目
的
の
奨
学
金
と
し
て
の
み
存
続
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

学
生
が
自
立
し
た
コ
ス
ト
感
覚
を
持
っ
て
、
学
費
を
負
担
し
つ
つ
大
学
を
選
択
す
る
こ
と
に
対
応
し
て
、

大
学
の
経
営
も
正
常
化
す

る
。
研
究
や
教
育
に
対
す
る
各
種
の
助
成
金
、
各
種
の
奨
学
金
、
そ
の
ほ
か
に
公
的
資
金
が
用
い
ら
れ
、
各
大
学
の
経
営
を
間
接
に
支
え

る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
大
学
は
会
計
原
則
を
明
確
に
し
、
社
会
に
十
分
に
貢
献

し
て
い
る
か
ど
う
か
を
常
に
経
営
の
中
で
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

③
教
員
派
遣
機
構
に
よ
っ
て
流
動
性
を
促
進

優
れ
た
大
学
教
員
を
養
成
し
、
適
正
に
配
置
す
る
た
め
、

大
学
聞
の
流
動
性
を
増
す
(
教
員
の
転
職
市
場
を
確
保
す
る
)
こ
と
が
重
要
に

な
る
。そ

の
た
め
に
は
、
私
立
と
国
公
立
の
聞
の
異
動
、
ま
た
大
学
と
官
庁
や
民
間
企
業
の
間
の
異
動
を
妨
げ
る
制
度
的
な
障
害
(
例
え
ば
、

保
険
や
年
金
や
退
職
金
そ
の
他
)
を
な
く
す
か
低
め
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
号
俸
制
に
よ
る
給
与
体
系
か
ら
、
年
俸
制
に
移
行
す
る
こ
と
、

国
家
公
務
員
共
済
や
私
学
共
済
を
改
組
解
消
し
て
、
よ
り
一
元
的
な
シ
ス
テ
ム
に
移
行
す
る
こ
と
も
役
に
立
つ
。
も
ち
ろ
ん
、
異
動
を

妨
げ
る
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
、
講
座
制
も
解
体
す
る
。

そ
の
上
で
、
大
学
改
革
が
成
功
す
る
ま
で
の
問
、
経
過
的
な
措
置
と
し
て
、
大
学
教
員
派
遣
機
構
の
よ
う
な
組
織
を
つ
く
る
の
が
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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ま
ず
、
す
べ
て
の
国
立
大
学
教
員
の
身
分
を
、
各
大
学
に
在
籍
し
た
ま
ま
、
大
学
教
員
派
遣
機
構
に
移
す
。
そ
し
て
、
各
大
学
へ
は
、

年
度
ご
と
の
派
遣
契
約
に
よ
っ
て
出
向
し
て
い
る
か
た
ち
と
す
る
。
す
な
わ
ち
当
面
、
勤
務
の
形
態
や
待
遇
に
は
、
変
更
が
な
い
。
国
家

公
務
員
の
身
分
に
つ
い
て
も
、
派
遣
機
構
が
保
証
す
る
の
で
、
変
更
が
な
い
。
こ
の
状
態
の
ま
ま
、
準
備
期
間
(
例
え
ば
、
五
年
か
ら
一

O

年
)
を
据
え
置
く
。
た
だ
し
こ
の
間
、
新
規
の
採
用
は
、
大
学
ご
と
の
新
し
い
雇
用
形
態
(
年
限
契
約
、
年
俸
契
約
)
で
行
う
。

準
備
期
間
が
経
過
し
た
ら
、
今
度
は
契
約
べ

l
ス
で
、
大
学
を
再
組
織
す
る
。
教
授

・
助
教
授
の
身
分
は
、
派
遣
機
構
の
も
の
な
の
で
、

各
大
学
は
ま
っ
た
く
白
紙
の
状
態
で
、
派
遣
機
構
の
内
外
か
ら
適
任
者
を
み
つ
け
て
、
ス
タ
ッ
フ
を
集
め
る
。
こ
の
際
、
教
授
の
人
数
は

少
な
く
し
、
ポ
ス
ト
や
契
約
は
年
限
契
約
・
年
俸
契
約
を
基
本
に
す
る
。
大
部
分
の
講
義
は
、
非
常
勤
契
約
に
す
る
。
教
員
の
立
場
か
ら

こ
れ
を
み
る
と
、
自
分
の
実
績
に
よ
っ
て
大
学
と
契
約
を
交
わ
し
、
勤
務
先
を
み
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
お
呼
び
が
か
か
ら
な
い
場
合

は
、
年
俸
や
条
件
を
切
り
下
げ
る
。
ま
っ
た
く
仕
事
が
み
つ
か
ら
な
い
場
合
で
も
、
基
本
給
部
分
は
保
証
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

さ
ら
に
一

O
年
程
度
経
過
し
た
ら
、
教
員
派
遣
機
構
を
解
散
す
る
。

国
立
大
学
を
独
立
行
政
法
人
に
移
行
す
る
改
革
案
が
進
ん
で
い
る
。
こ
の
案
の
問
題
点
は
、
現
在
の
国
立
大
学
が
独
立
の
法
人
と
な

る
た
め
、
国
立
大
学
問
の
流
動
性
が
阻
害
さ
れ
、
全
体
と
し
て
、
人
事
の
停
滞
に
拍
車
を
か
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
だ
。
そ
れ
よ
り
も
、

国
立
大
学
の
教
員
を
一
律
に
教
員
派
遣
機
構
に
移
し
、
国
立
大
学
を
私
立
大
学
並
の
経
営
体
と
し
て
再
生
さ
せ
る
方
が
本
質
的
な
解
決

で
あ
る
。
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④
そ
の
ほ
か
の
方
策

競
争
原
理
を
活
か
し
て
、
大
学
を
再
生
さ
せ
る
た
め
の
方
策
は
、
い
ま
述
べ
た
以
外
に
も
、
ま
だ
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
大
学
の
定
義
権
を
、
日
本
政
府
(
文
部
科
学
省
)
か
ら
奪
う
こ
と
。
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【今月のベスト】〔叩月)

橋爪大三郎『人間にとって法とは何か』

(PHP新書)

ホテルなどの結婚式で寸OO家××実御

結婚鼓露宴」という看板が掲げられる。ま

た、両家の担割が金界風の前で花婿花嫁と共

に並ぶ。ごく有り触れた光景だ。これを大

新聞で「憲法違反」と糾弾した人がいる。

「憲法一が否定した家制度が、脈々と生きの

びている」証左だというのだ。

この論者はまた「憲法は、裁判の際適用

するルールである以前に、市民が行動を決

めるためのルlルとして社会的に用いられ

ている。そういう限でみる時、日本の社会

には、まだまだ憲法に違反する行動をする

人が多い」とも述べている。

法律の素人による投書ではない。有名事

1114v件を手各けた元検事であり、現役の弁護士
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-今月のベスト

人間にとって法とは何か

橋爪大三郎[著]

PHP新書

700円

(本体価格)

お
三

/寸

全有権者必読の「

教養人が平易に哩

好評，悪のuシリーズ

暗い熱を苧んで好

クラシック名盤ガ

豊作の月を制した

社会学者の洞見が

法思想史の市民向

自
今

9
'

 '-'月

O一年年五月二日付夕刊〉

彼は「憲法とは何か」寸憲法の規定を遵

守しなければならないのは誰かL寸憲法に

違反できるのは設か」という基本中の基本

をまったく理解していない。このレヴェル

で検事や弁護士は務まるのである。驚くべ

き国ではあるまいか。

本書には、とれとはまったく対照的な憲

法の考え方が一不されている。

「皆さんは、憲法に違反することはできる

でしょうか。

たとえば憲法には、人権を尊重しましょ

うと書いてありますが、つい、子どもに体

罰を加えてしまった。人権を無視してしま

った。憲法に違反してしまった。どうしよ

う。事祭につかまるのではないか。-1こ

ういうことを心配したことはありますか?

それとも、日々憲法とは無関係に暮らして

おられますか。

実は、憲法と無関係に暮らしている、と

いうのは正しい態度なのです」

いうまでもなく、後者の憲法観が正統で

ある。憲法の本義は、国民の名による統治

権力(政府、地方公共団体〉に対する命令

である。憲法の規定を守る義務がある(H

憲法に違反することができる〉のは、「松川

献効力」が認められる例外を除いて、公務

員だけである。「市民が行動を決めるため

のルlルLなどでは断じてない。

著者、橋爪大三郎は法律家でも法学者で

もない。社会学者である。にも拘らず、近

代法のプリンシプルが完全に哩鳴され、思

考に根づいているため、確度が高い。

本書の目的は、法的思考の開発や訓練で

はなく、法現象の原理に関する最低限の常

識の共有にある。そういう意味で、法理

晶子、法社会学および法思想史の市民向け概

説書と考えて間違いない。

司例えば、橋爪は先に挙げた近代憲法の仕

組みの祖裂をユダヤ教に見出す。ユダヤ教

における神と人との契約、すなわち条件付

服従の関係が、後代、統治権力に対する国

民の服従条件を窓法として明示するシステ

ムに安盆山されたのだという。

こういう発想は、法律学の思考慣習に囚

われているとなかなか出てこない。宗教学

の側からのアプローチも難しいだろう。

4語学のアウトサイダー」である社会学者

ならではの洞見なのである。

とごろが中国の思考伝統における法と

は、支配者(統治権力〉の人民に対する命

令に他ならなかった。近代憲法とは命令の

方向が正反対なのだ。

しかし、多くの日本人は、こちらの考え一

方に親しみキ」覚えるのではないだろうか。『

私達は自覚のないままに、中国的な法感覚一

に馴染んでしまっている。だから、有事・関連一

法制の整備は戦争国家への道を関くとか、
6

憲法に義窃条項を増設すべしといった欧米

の常識からすると顛倒した議論が横行する

ことになるのだ。「法が権力から人民を守

ってくれるという感覚がない」のである。

こうした土療の上に、官民格別、聖俗一

-

致の特異な統治システムを・組み上げてしま

ったために、いまに至り、さまざまな場一闘

で破綻や楼能不全が起こっている。

ぞれ故、各分野における構造改革や憲法

改定が喫緊の園家的課題となっているので

ある。
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