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執政機関としての議会 (村西)

は
じ
め
に

Ⅲ

本

稿

は

､
わ
が
国
憲
法
学
に
お
け
る

｢執
政
権
｣
の
捉
え
方
を
､
批
判
的
に
検
討
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
｡
む
ろ
ん
､
｢行
政

｣

概
念

(
日

本

国

憲
法
六
五
条
)
を
め
ぐ
る
執
政
説

に
は
､
以
前
か
ら
批
判
が
少
な
-
な
い
と
こ
ろ
､
そ
う
し
た
従
来
の
論
難
を
繰
り
返

す

こ

と
は

本

稿

の

目

的
と
す
る
と
こ
ろ
で
な
い
｡
そ
れ
よ
り
も
筆
者
は
､
｢執
政
｣

(R
e
g
i
erun
g
)
概
念
に
古
-
か
ら
親
し
ん
で
き
た
ド
イ
ツ
の

学
説
を
洗
い
直
し
､
同
概
念
の
展
開
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
わ
が
国

の
執

政

説
が
き
わ
め
て
古
典
的
な
レ
ヴ

ェ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
｡
そ
の
う
え
で
､
執
政
権
を
内
閣
と
国
会
と
の

｢協
働
権

｣
と
位
置
づ
け
る
新
し
い
定
式
を
､
可
能
な
か
ぎ
り
説

得
的
に
打
ち
立
て
た
い
と
考
え
て
い
る
｡

潮

本
論
に
入
る
前
に
p
わ
が
国
に
お
け
る
執
政
説
の
要
点
を
締
示
し
て
お
こ
う
｡

(-
)

｢執
政
｣
概
念
の
有
用
性
を
説
-
代
表
的
論
者
に
よ
れ
ば
､
こ
の
概
念
は
､
｢法
令
か
ら
自
由
な
活
動
領
域
｣
を
指
す
と
い
う

｡

従
来
の
通

説
は
､
｢行
政
権
｣
と
い
う
名
の
下
に

｢内
閣
｣
と

｢官
僚
団
｣
(下
部
行
政
機
関
)
と
を

一
括
し
､
｢法
律
な
け
れ
ば
行
政
な
し
｣
と
謡

っ

た
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
官
僚
団
の
任
務
は
こ
の
定
式
を
も
っ
て
事
足
り
る
と
し
て
も
､
内
閣
の
任
務
は
そ
う
単
純
な
も
の
で
は
な
い
､
と

の

指
摘
が
し
だ
い
に
有
力
と
な
っ
た
｡
す
な
わ
ち
p
内
閣
は
､
諸
政
策
を
立
案
し
､
そ
の
円
滑
な
実
施
を
め
ざ
し
て
総
合
的
調
整
を
図
る
べ
き

(2
)

立

場

に
あ
り
､
法
律
を
執
行

｢
す
る
｣
と
い
う
よ
り
､
む
し
ろ
法
律
を
誠
実
に
執
行

｢
さ
せ
る
｣
地
位
に
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
｡
他
に

も
､
外
交
交
渉
や
予
算
案
の
策
定
を
想
起
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
､
内
閣
の
権
限
は
総
じ
て
､
｢法
律
に
よ
る
行
政
｣
か
ら
漏
出
す
る
政
治

的
領
域
で
あ
り
､
通
説
に
批
判
的
な
論
者
は
こ
れ
を

｢執
政
権
｣
と
し
て
析
出
し
よ
う
と
試
み
た
｡
具
体
的

に

は

､

日
本
国
憲
法
六
五
条
に

い

う

｢行
政
権
｣
を

｢執
政
権
｣
と
読
み
替
え
る
企
て
が
そ
れ
で
あ
る
｡

こ

こ

で

注

目
し
て
お
き
た
い
の
は
､
執
政
作
周
と
執
政
府

(内
閣
)
と
の
厳
格
な
対
応
関
係
で
あ
る
｡
わ
が
国
に
お
い
て
､
執
政
説
は
内
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論 説

閣
権
限
を
め
ぐ
る

一
学
説
で
あ
り
､
執
政
権
は
ま
る
で
執
政
府
の
専
権
領
域
で
あ
る
か
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
か
よ
う
な
立
論
を
､

次
に
示
す
ド
イ
ツ
の
有
力
な
見
解
と
比
較
し
て
み
よ
う
｡

｢議
会
と
執
政
府
と
の
権
限
画
定
は
､
厳
格
な
権
力
分
立
原
則
に
よ
っ
て
も
､
均
衡
と
い
う
視
点
の
下
で
さ
え
も
､
果
た
さ
れ
え
な
い
｡

-
-
国

家
指

導
(St
a

ats
le
i
t
u

ng
)

は
執

政
府
と
議
会
の
い
わ
ば
共
有

に
属

す
る

(zurg
e
s
am
ten
H
and
zuste
h
e
n)

の
で
あ
る
｣

(3)

(E

◎
フ

リ
ー

ゼ
ン
ハ

ー
ン
)

0

後
述
の
よ
う
に
､
こ
の
｢
国

家

指
導
｣
と
い
う
概
念
は

｢執
政
｣
と
同
義
に
解
さ
れ
て
よ
い
｡
現
在
で
も
し
ば
し
ば
引
解
さ
れ
る
こ
の
定

式
は
､
執
政
権
を
執
政
府
の
専
権
と
捉
え
る
見
解
を
斥
け
､
こ
れ
を
執
政
府
と
議
会
と
の

｢協
働
権
｣
と
し
て
迎
え
る
意
義
を
説
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る

(以
下
､
｢協
働
執
政
理
論
｣
と
い
う
)｡
換
言
す
れ
ば
､
執
政
府
と
並
ん
で
､
議
会
も
ま
た

｢執
政
機
関
｣
な
の
で

あ

る

｡

(74-1-48)48

㈲

｢執
政
機
関
と
し
て
の
議
会
｣
-

わ
が
国
の
憲
法
学
説
の
な
か
に
､
そ

の

居

場

所

は
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
先
に
み
た
執
政
説
を
､
(国
会

(4
)

に
よ
る
執
政
)
否
定
論
と
即
断
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
し
て
も
､
そ
の
所

説

は

､
内
閣
権
限
の
自
由
創
造
的
性
質
に
光
を
当
て
よ
う
と

す
る
あ
ま
り
､
そ
の
議
論
領
域
か
ら
国
会
を
締
め
出
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡
執
政
説
は
ド
イ
ツ
の
学
説
と
同
様
に
､
(国

(5
)

会
-
立

法
権
)
と

(内
閣
-
行
政
権
)
と
を
対
略
さ
せ
る
厳
格
な
権
力
分
立
図
式
を
否
定
し
な
が
ら
､
気
づ
い
て
み
れ
ば
､
従
来
の
三
権
の

(6
)

外
に

(内
閣
=
執
政
権
)
を
設
け
る
新
た
な
厳
格
分
離
図
式
を
産
み
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
､
上
記

フ
リ
ー
ゼ
ン
ハ
ー
ン
の
定
式
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
前
の
､
ド
イ
ツ
に
お
け
る
古
典
的
な
レ
ギ
ー
ル
ン
グ
概
念
と
同
形
で
あ
る
｡

わ
が
国
に
お
け
る

｢執
政
｣
概
念
-

と
い
う
よ
り

｢行
政
｣
概
念
全
般
～

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
ド
イ
ツ
の
議
論
は
､
こ
れ

ま
で
貯
余
曲
折
を
経
て
､
協
働
執
政
理
論
の
有
力
化
に
至
っ
た
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
わ
が
国
の
執
政
論
争
に
は
､
こ
う
し
た
議
論
の
展
開

が
十
分
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
｡
筆
者
は
､
旧
来
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
レ
ギ
ー
ル
ン
グ
概
念
の
展
開
を
追
い
か
け
る
こ
と
に



執政機関としての議会 (村西)

よ
っ
て
､
(内
閣
=
執
政
権
)
と
す
る
硬
直
的
な
理
解
を
排
し
､
｢国
会
｣
を
も

｢執
政
機
関
｣
と
捉
え
る
可
能
性
と
意

義

を

探

究

し

た

い
｡

㈲

以
下
､
本
論
は
次
の
よ
う
な
順
序
で
書
き
進
め
ら
れ
る
｡

第

一
に
､
ド
イ
ツ
に
お
け
る

｢執
政
｣
概
念
の
来
歴
を
素
描
す

る

｡

こ

の

概

念
は
君
主
政
時
代
の
産
物
で
あ
り
､
後
に
権
力
の
分
立
が
進

展
す
る
な
か
で
､

一
時
期
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
-
な
っ
て
い
た
.
と
こ
ろ
が
､
同
概
念
に
新
し
い
意
味
を
込
め
な

が

ら

こ

れ

を
蘇
生
し
よ

う
と
す
る
動
き
が
あ
り
､
そ
の
有
岡
性
が
ふ
た
た
び
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
珍
-
｡
こ
の
展
開
に
つ
き
､
プ
ロ
イ
セ
ン
時
代
か
ら
ヴ

ァ

イ
マ
ル
時
代
に
か
け
て
の
議
論
を
素
材
と
し
て
措
出
し
た
い

(第

三
早
)
0

第
二
に
､
基
本
法
は

｢執
政
｣
概
念
を
い
か
に
受
容
し
て
い
っ
た
か
､
と
い
う

点

を

検
証
す
る
｡
こ
こ
で
筆
者
が
と
-
に
注
目
し

た

い

の

は
､
(協
働
執
政
理
論
)
で
あ
る
｡
こ
の
理
論
は
､
執
政
作
用
と
執
政
機
関
の
同

1
視
を
戒
め
p
執
政
作
用
が
執
政
府

の
専
権
で
は
な
い
こ

と
に
意
を
用
い
て
､
執
政
椿
を
議
会
と
執
政
府
の

｢協
働
棒
｣
と
位
置
づ
け
て
き
た
｡
か
か
る
協
働
執
政
理
論
の
実
相

に
迫
る
こ
と
が
､
本

稿

に
と

っ
て
最
重
要
の
課
題
と

い
っ
て
よ
い

(第
二
章
)0

第

三
に
､
｢執
政
｣
概
念
に
関
す
る
日
本
の
学
説
状
況
を
概
観
し
､
今
後
の
議
論
の
方
向
性
を
提
示
す
る
｡
近
年
､
｢執
政
｣
と

｢行
政
｣

の
区
別
に
言
及
す
る
論
考
が
目
立
つ
も
の
の
､
そ
う
し
た
議
論
の
主
た
る
舞
台
は
日
本
国
憲
法
六
五
条
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
執
政
棒
は
何

よ
り
も
ま
ず
執
政
府

(内
閣
)
の
権
限
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
､
日
本
国
憲
法
こ
そ
協
働
執
政
理
論

に
適
合
的
で
あ
る
と
の
理
解
に
基
づ
き
､
わ
が
国
の
学
説
が
ド
イ
ツ
の
そ
れ
か
ら
得
る
べ
き
示
唆
を
吟
味
し
た
い

(第
三
章

◎
お
わ
り
に
)0

(-
)

参
照
､
阪
本
昌
成

『憲
法
理
論
Ⅰ

〔補
訂
第
三
版
〕』
(成
文
堂

二

一〇
〇
〇
年
)

〓
ハ
九
頁
､
三
六
三
貢
､
三
六
九
百
｡

(2
)

こ
の
よ
う
に
､
内
閣
と
官
僚
団
と
を
区
別
し
､
｢行
政
権
｣
の
主
体
を
後
者
に
限
定
す
る
思
考
は
､
た
と
え
ば
行
政
学
の
領
域
に
お
い
て
は
ま
っ
た

-
基
本
的
な
事
項
に
属
す
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
参
照
､
西
尾
勝

『行
政
学
の
基
礎
概
念
』
(東
京
大
学
出
版
会

二

九
九
〇
年
)
七
-

〓

貫
｡

49(74-1-49)



論 説

(3
)
E
rn
st

Friesen
ha
h
n

,

P

a

r
la
m
e
n
t
u

n

d
R
e
gierun
gim
m
o
d
er
n

e

n
Staat〉V
V
D
S
tR
L
1
6

(

)
9
5
8)

,

S
.37
f.

(4
)

た
と
え
ば

､
｢執
政
｣
の

｢
自
覚
的

〔な

〕
主

題
化
｣
を

ね
ら
っ
て
執
政

説
を
支

持
す
る
石
川
健
治
は
､

議

会

も
ま
た
執
政
機
関
で
あ
る
こ
と
に
注

意
を
促
し
て
い
る
｡
参
照
､
石
川
健
治

｢統
治
の
ゼ
マ
ン
テ
ィ
ク
｣
憲
法
問
題

一
七
号

(二
〇
〇
六
年
)
七
六
貢
｡
ま
た
､
阪
本
昌
成
は
､
議
会
が
も
と

も
と

｢統
治
に
携
わ
る
た
め
の
組
織
体

(g
o
v
ern
m
en
ta
t
a
sse
m
b
ly
)
と
し
て
生
ま
れ
た
｣
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
O
参
照
､
阪
本

こ
別
掲
註
(-
)
二

五
九
貢
｡

(5
)

｢行
政
｣
概
念
と
権
力
分
立
論
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
､
阪
本
昌
成

｢議
院
内
閣
制
に
お
け
る
執
政

｡
行
政

｡
業
務
｣
佐
藤
幸
治
-
初
宿
正
典
-
大
石

薮
編

『憲
法
五
十
年
の
展
望
-
』
(有
斐
閣
二

九
九
八
年
)
二
二
〇
頁
以
下
O
阪
本
は
､
権
力
分
立
理
解
を

｢完
全
分
離
理
論
｣
と

｢相
互
作
用
理
論
｣

に
二
分
し
た
う
え
で
､
後
者
の
採
用
を
説
-

(二
二
二
頁
)
｡
従
来
の
通
説
た
る
控
除
説
は

｢完
全
分
離
理
論
｣
に
依
拠
し
て
い
る
の
に
対
し
て

(二
三

九
頁
)､
執
政
説
は
相
互
作
用
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う

(二
四
四
頁
以
下
)0

(6
)

つ
ま
り
､
(国
会
-
立
法
権
)
､
(裁
判
所
-
司
法
権
)
､
(官
僚
団
-
行
政
権
)
お
よ
び

(内
閣
-
執
政
権
)
か
ら
成
る

｢
四
権
分
立
論
｣
が
こ
こ
に

成
立
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

(74-1-50)50

第

一

章

｢執
政
｣
概
念
の
生
成
と
展

開

(7
)

｢執
政
｣
の
原
語

R
e
gierung
の
原
型
動
詞
で
あ
る
re
g
i
erenは
､
も
と
も
と
ラ
テ
ン
語
の
re
g
e
re
に
淵
源
す
る
と
い
わ
れ
る
｡
こ
の

概
念
は
も
と
も
と
､
国
家
の
目

標
を
設
定
し
て
そ
の
方
向

へ

導
-統
治
作
用
全
般
を
指
す
も
の
で
あ
り
､
そ
の
意
味
で
､
国
家
権
力
の
分
割

∵J-)

を
乗
り
越
え
る
包
括
的
な
概
念
で
あ

っ
た
｡
｢執
政
｣
は
､
す
べ
て
の
国
家
権
力
を
君
主
が

1
手
に
掌
握
し
て
い
た
時
代
に
お
い
て
有
用
な

概
念
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
君
主
権
力
の
制
限
が
現
実
的
課
題
と
な
る
に
つ
れ
て
､
こ
の
よ
う
な
執
政
概
念
は
表
舞
台
か
ら
去

っ
て
い
っ
た
｡
た
と
え
ば
､

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
､

1
九
世
紀
の
後
半
に
君
主
制
原
理
が
そ
の
役
割
を
終
え
､
国
家
権
力
が
立
法
権

や
裁
判
権

や
執
行
権

の
三
種
に
区
分

(9
)

さ
れ
る
な
か
で
､
こ
れ
ら
を
包
括
す
る

｢執
政
｣
概
念
は
ほ
と
ん
ど
消
失
し
た
と
い
わ
れ
る
｡
こ
の
点
に
つ
き
､
ま
ず
は

プ

ロ
イ

セ
ン
国
法
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学
に
お
け
る

｢執
政
｣
概
念
の
位
置
づ
げ
を
み
よ
う
｡

第

1
節

プ

ロ
イ
セ
ン
国
法
学
に
お
け
る

｢執
政
｣
概
念

プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
は
､
周
知
の
よ
う
に
､
国
家
権

力
を
三
つ
の
機
能
に
分
割
し
､
そ
れ
ぞ
れ
別
の
機
関
に
行
使
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
｡
そ

れ
に
よ
れ
ば
､
立
法
権
は
国
王
と
二
つ
の
議
院

に

よ

る

共
同

(
g
e

m
einscha
ftlich
)
行
使
に
委
ね
ら
れ

(六
二
条
)､
裁
判
権
は
国
王
の

名
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
も
の
の
､
独
立

し

た

裁

判

所

に

配

分

さ

れ
た

(八
六
条
)｡
そ
し
て
､
執
行
権

(v
o
ll
z
ie
h
en
d
e
G
ew
a
lt)
だ
け

が
国
王
に
専
属
し
た

(四
五
条
)0

一

｢執
政
｣
概
念
の
消
失

プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
下
で
､
国
家
作
周
と
し
て
の

｢執
政
｣
概
念
が
ま
っ
た
-
姿
を
消
し
た
か
と
い
う
と
､
そ
う
で
は
な
い
｡
た
と
え
ば
､

国
王
の
す
べ
て
の

｢執
政
行
為
｣
(R
e
g
ie
r
u
n
g
s
a
k
t
)

に
大
臣
の
副
署
を
要
求
す
る
四
四
条
は
､
そ
の
代
表
的
な
周
例
で
あ
り
､
ま

た

質

政

(R
e
g
e
n
t)
の
権
限
を
定
め
る
五
八
条

1
項

を

み
る
と
､
そ
こ
で
は
､
国
王
に
帰
属
す
る
権
力
が

｢執
政
｣
と
定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
読
め
る
｡

こ

の

点
に
着
目
す
れ
ば
､
従
前
の

｢執
政
｣
概
念
は
そ
の
命
脈
を
保

っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
｡
｢執
政
｣
概
念
は
国
王
に
よ
っ
て
行
使

さ
れ
る
国
家
権
力
を
指
す
点
に
お
い
て
従
来
と
変
わ
ら
ず
､
し
か
も
､
そ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
は
執
行
権
を
単
独
で
行
使
す
る
ほ
か
､
立
法

(10
)

権
を
共
同
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
､
裁
判
に
も
影
響
力
を
行
使
し
う
る
地
位
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

だ
が
､
次
の
変
化
を
重
-
み
る
な
ら
ば
､
｢執
政
｣
概
念
の
か
よ
う
な
連
続
的
理
解
は
適
切
で
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
の
変
化
と
は
､
プ
ロ
イ

セ
ン
憲
法
が
既
述
の
よ
う
に
権
力
分
立
を
採
周
し
､
国
王
に
専
属
す
る
権
限
を

｢執
行
権
｣
に
限
定
し
た
と
い
う

一
事
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
51(74-1-51)
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国
王
の
権
限
領
域
を

｢執
政
｣
と
称
す
る
と
し
て
も
､
国
王
は
も
は
や

1
切
の
国
家
権
力
を
独
占
す
る
地
位
に
は
な
い
か
ら
p
こ
の
概
念
は

国
家
権
力
の

一
部
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
か
-
し
て
､
国
家
権
力
の
分
割
を
乗
り
越
え
る
､
包
括
的
概
念
と
し
て
の

｢執

､〓
｣

政
｣
は
､
プ
ロ
イ
セ
ン
国
法
学
に
お
い
て
後
景
に
退
-
こ
と
と
な
っ
た
｡

(74-1-52)52

(
こ

｢執
行
｣
か
ら

｢行
政
｣
へ

か
か
る

｢執
政
｣
概
念
の
消
失
は
､
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
代
表
的
な
体
系
書
の
な
か
に
看
取
さ
れ
う
る
｡

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
に
お
い
て
国
法
学
を
講
じ
た
H

◎
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
､
国
家
権
力
の
機
能
を
､
ま
ず

｢立
法
｣
と

｢執
行
｣
の
二

つ
['i])

に
大
別
し

(権
力
二
分
論
)､
さ
ら
に
後
者
を

｢行
政
｣
(V
e
rw
a
ltu
n
g
)

と

｢裁
判

｣

(
r
i
c

h
te
r
l
i
c
h

e

T
h
警
ig
k
e
it)

に
細
分
し
た
o

シ
ュ
ル
ツ
ェ
に
よ
れ
ば
､
｢行
政
｣
と

｢裁
判
｣
は
､
法
律
と
い
う
高
次

の
拘

束
力

に
服

す

る

点

に

お

い

て

共

通
す
る
か
ら
､
こ
れ
を

｢執

行
権
｣

(V
o
l

tziehung
ま
た
は
E
x
e
k
u
t
iv
e
)

と
し
て

一
括
し
､
｢立
法
｣
と
対
置
さ
せ
る
の
が
常
道
で
あ
る
と
い
う
｡
も
っ
と
も
シ
ュ
ル

ツ
ェ
は
､
後
に
か
か
る
説
明
を
変
更
し
､
結

局
の
と
こ
ろ
権
力
三
分
論
に
落
ち
着
い
た
｡
そ
れ
は
､
｢執
行
｣
と
い
う

名
称
が
､
法
律
を
機

械
的
に
執
行
す
る
だ
け
の
国
家
作
用
と
い
う
誤
解
を
招
き
う
る
点
､
お
よ
び

｢裁
判
｣
と

｢行
政
｣
を

一
つ
の
概
念
に
押
し
込
む
こ
と
の
無

(13
)

理
を
悟

っ
た
帰
結
で
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
二
分
論
か
ら
三
分
論

へ
の
変
更
が
あ
っ
た
に
せ
よ
､
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は

三
見
し
て
p
｢執
政
｣
な
る
概
念
を
重
視
し
て
い
な
い
｡

彼
は
体
系
書
の
序
論
に
お
い
て
こ
の
概
念
に
触
れ
､
こ
れ
に
は
立
法

◎
行
政

⑳
裁
判
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
p
と
古
典
的
な
用
語
法
を
防
徳

､‖
｣

さ
せ
る
説
明
を
加
え
て
い
る
も
の
の
､
こ
れ
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
同
概
念
に
言
及
し
て
い
な
い
｡

(
二
)

｢
行

政
｣
の
頻
出
と

｢執
政
｣
の
後
退

｢執
政
｣
概
念
に
言
及
し
な
が
ら
も
､
こ
れ
を
ほ
と
ん
ど
重
視
し
な
か

っ
た
別

の
論
者
と
し
て
､
G

⑳
ア
ン
シ
ュ
ツ
ツ
に
触
れ
て
お
こ
う
｡
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(15
)

彼
は
国
家
権
力
の
諸
機
能
を
p
｢立
法
｣
､
｢司
法
｣
､
｢行
政
｣
の
三
つ
に
分
類
し
た
｡
こ
の
う
ち

｢行
政

｣

(V
e
r

waltu
n
g
)
は
､
国
家
権

(1
6

)

力
の
総
体
か
ら

｢立
法
｣
と

｢
司
法
｣
を
除
外
し
た
残
存
部
分
と
し
て
､
消
極
的
に
画
定
さ
れ
る
と
い

う
｡

そ
の

うえ
で
彼
は
､
｢行
政
｣

の
本
質
を
次
の
よ
う
に
創
出
し
よ
う
と
し
た
.

第

一
は
､
殊
に

｢立
法
｣
と
の
対
比
に
お
け
る

｢具
体
性
｣
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢立
法
｣
は
抽
象
的
規
範

の

定立
を
任
と
す
る
の
に

対
し
て
､
｢行
政
｣
は
目
的
指
向
的
で
､
個
別
具
体
的
な
活
動
で
あ
る
点
に
特
質
を
も
つ
と
い
う
｡
第
二
は
､
｢
司
法
｣
と
の
差
異
を
際
立
た

せ
る

｢動
態
性
｣
で
あ
る
｡
そ
の
所
説
に
よ
れ
ば
､
｢行
政
｣
を
立
法
者
に
よ
る
命
令
の
機
械
的
な
執
行

(E

x
ek
u
tion
)
と
捉
え
る
の
は

誤
り
で
あ
る
｡
｢行
政
｣
は
活
動
の
動
機
や
目
的
を
法
律
の
な
か
に
見
出
す
の
で
は
な
-
､
法
律
を
活

動

の

外

枠

(S
ch
ra
n
k
e
)
と
す
る
に

す
ぎ
な

い
か
ら
､
｢
執
行
す
る
｣
(v
o
t1z
ieh
e
n
d
)
権
力
と
い
う
よ
り
､
む
し
ろ

｢行
動
す
る
｣
(h
a
n
d
e
lnd
)

権
力
と
い
う
方
が
適
切
で
あ

(17
)

る
と
い
う
｡

つ
ま
り
､
｢行
政
｣
は
法
律
の
枠
内
で
自
由
に
活
動
す
る
国
家
権
力
で
あ
り
､
こ
の
点
に

｢司
法
｣
と
の
差
異
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

ア
ン
シ
ュ
ツ
ツ
は
､
こ
う
し
た
国
家
権
力
三
分
論
に
先
立

っ
て
､
｢執
政
権
｣

(R
e
g
ie
f
u
n
g
S
g
e
W
a
lt)
な
る
概
念
に
言
及
し
て
は
い
る
｡

そ
れ
に
よ
れ
ば
､
こ
の

｢執
政

椿

｣
は
機
能
的
意
味
で
の
国
家
権
力
を
総
括
す
る
概
念

で
あ
り
､
伝
統
的
に
は
､
君
主
が
そ
の
担

い
手

と
し

/
-/
;
)

て
措
定
さ
れ
て
き
た
と
い

う

｡

と
こ
ろ
が
､
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
下
で
国
家
権
力
が
三
分
割
さ
れ
る
な
か
で
､
か
よ
う
な
総
括
概
念
と
し
て

の

｢執
政
｣
は
そ
の
有
周
性
を
喪
わ
ざ
る
を
え
な
い
､
と
み
た
の
か
､
彼
の
叙
述
に
お
け
る

｢執
政
｣
概
念

へ
の
論
及
は
こ
の
場
か
ぎ
り
で

あ
る
｡

か
よ
う
に
､
｢立
法
｣､
｢司
法
｣､
｢行
政
｣
と
い
う
三
つ
の
概
念
画
定
に
注
意
が
向
け

ら
れ
る
1万
､
｢執
政
｣
概
念
に
対
す
る
言
及
が
乏

(19)

し
い
と
い
う
点
に
お
い
て
､
シ
ュ
ル
ツ
ェ
と
ア
ン
シ
ュ
ツ
ツ
は
同
心
円
上
に
位
置
し

て
い

よ

う
｡

53(74-1-53)
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二

｢執
政
｣
概
念
の
再
生

こ
れ
に
対
し
て
､
｢執
政
｣
概
念
の
有
用
性
を
な
お
強
調
す
る
論
者
も
あ
ら
わ
れ
た
｡
む
ろ
ん
､
以
下
で
筆
者
が
着
目
す
る
の
は
､
国
王

(20
)

に
専
属
す
る
上
述
の

｢行
政
権
｣
を
た
だ

｢執
政
権
｣
と
言
い
換
え
る
だ
け
の
見
解
で
は
な
-
､
ま
た
､
国
家
権
力
の
総
体
を
指
す
､
か

つ

て
の

｢執
政
｣
概
念
に
回
帰
す
る
選
択
肢
で
も
な
い
｡
｢行
政
｣
概
念
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
編
み
出
さ
れ
た
､
従
前
の
国
家
権
力

総

括
的
な
概
念
と
は
異
な
る
､
新
し
い
レ
ギ
ー
ル
ン
グ
概
念
が
本
節
の
考
察
対
象
と
な
る
｡

(74-1-54)54

(
こ

国
家
精
神
の
形
成

(21
)

そ
の
努
頭
に
掲
げ
て
お
き
た
い
の
は
､
｢現
代
行
政
学
の
父
｣
と
し
て
夙
に
知
ら
れ
る
L

⑳
Ⅴ

⑳
シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
る
｡
彼
は
､
法
律
を
た

だ
執
行
す
る
に
留
ま
ら
ず
､
そ
の
内
容
を

一
定
程
度
ま
で
補
完
す
る
自
律
的
な

(se
lb
sta
n
d
ig
)
作
用
領
域
と
し
て
､
レ
ギ
ー
ル
ン
グ
概

(22
)

念
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
｡
そ
の
所
説
を
､
彼
の
国
家
論
と
絡
ま
せ
な
が
ら
整
理
す
る
な
ら
ば
､
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
｡

国
家
は

｢人
格
性

(P
ersOnl
ich
k
eit)
へ
と
高
め
ら
れ
た
共
同
体
｣
で
あ
り
､
人
格
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
自
我

(Ich
)､
意

思

(W

i
lle)
お
よ
び
行
為

(T
h
a
t)
を
具
備
す
る
｡
他
方
､
社
会
は
利
益

(In
t
eresse
)
配
分
を
め
ぐ
る
階
級
間
対
立
を
恒
常
的
に
繰
り

返

す
場
で
あ
り
､
こ
れ
を
共
同
体
的
統

一
へ
導
-
た
め
に
は
､
国
家
に
よ
る
市
民
社
会

へ
の
介
入
が
不
可
欠
と
な
る
｡
か
か
る
介
入
こ
そ
､

｢行
政
｣
(V
erw
a
ltu
n
g
)
活
動
の
本
質
で
あ
る
O
す
な
わ
ち
､
国
家
は
､
｢個
別
的
人
格
｣
(e
in
z
e
ln
e
P
ersOnl
ich
k
e
it)
の
上
に
立
つ

二

般
的
人
格

(a
llg
em
e
i
ne
Per
sGnlichkeit)｣
と
し
て
市
民
社
会
を
轡
導
す
る
立
場
に
あ
り
､
そ
の
た
め
の
具
体
的
諸
活
動
が

｢行

(23
)

政
｣
の
内
実
な
の
で
あ
る
｡

む
ろ
ん
､
こ
う
し
た
個
々
の
行
政
活
動
は
多
種
多
様
な
も
の
で
あ
り
､
こ
れ
ら
を
束
ね
る
国
家
作
周
が
な
け
れ
ば
､
上
述
の
共
同
体
的
統

1
は
画
餅
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
緊
要
な
行
政
統
括
作
用
こ
そ
､
｢執
政
｣
(R
egi
erun
g
)
の
内
実
に
他
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
､
｢執

(24
)

政
｣
は
､
統

一
的
な
国
家
目
標
を
掲
げ
て
行
政
活
動
全
体
を
貫
通
す
る

(d
u
rch
d
rin
g
en
)
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
を
も
ち
p
そ

の
意
味
で
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(25
)

｢国
家
の
精
神
｣
を
形
成
す
る
活
動
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

シ
ュ
タ
イ
ン
は
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
き
､
｢執
政
｣
を
､
法
律
の
制
定
と
そ
の
執
行
と
い
う
枠
に
収
ま
り
き
ら
な
い

｢自
律

的
な
｣

活
動
と
し
て
定
位
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の

｢自
律
性
｣
と
は
､
法
律
に
よ
っ
て
規
律
し
っ
-
さ
れ
え
な
い
と
い
う
消
極
的
意
味
に

と
ど
ま

ら
ず
､
国
家
統
合
に
資
す
る
と
い
う
積
極
的
意
義
を
内
包

す
る
こ
と
､
右
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
｡

(
二

)

法
規
律
か
ら
の
自
由

他
方
､
そ
の
後
の

｢執
政
｣
画
定
論
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
､
法
規
律
の
及
ば
な
い
領
域
と
し
て
こ
れ
を
際
立
た
せ
る
立
場

で
あ
っ
た
｡
以
下
､
そ
の
代
表
的
な
議
論
を
瞥
見
し
ょ
う
｡

闘

｢行
政
｣
二
分
論

イ
ェ
-
ナ
大
学
の
国
法
学
者
G
◎
マ
イ
ヤ
ー
は
､
｢行
政
｣
概
念
に
つ
き
､
｢立
法
｣
お
よ
び

｢司
法
｣
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
国
家
活

動
す
べ
て
を
包
含
す
る
と
説
い
た
｡
そ
の
う
え
で
彼
は
､
3
:国
家
と
国
民
の
諸
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
､
㈲
具
体
的
な
活

動
で
あ
る
点
に
､
｢行
政
｣
の
本
質
を
求
め
た
｡
す
な
わ
ち
､
何
の
点
は

｢法
秩
序
の
維
持
｣
を
目
的
と
す
る

｢司
法
｣
と
の
相
違
を
､

㈲

(26
)

の
点
は

｢抽
象
的
｣
規
範
の
定
立
を
任
務
と
す
る

｢立
法
｣
と
の
差
異
を
､
そ
れ
ぞ
れ
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
の
説
明

だ
け
を
み
れ
ば
､
前
節
に
紹
介
し
た
議
論

(た
と
え
ば
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
所
説
)
と
の
問
に
径
庭
は
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
､
彼
が
こ
の

｢行
政
｣
概
念
を
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
分
類
し
た
こ
と
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
､
か
か
る
評
価
は
早
計
で
あ
ろ

う

○

r:

マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
所
説
の
眼
目
は
､
｢行
政
｣
を

｢執
行
｣
(V
o
H
z
ieh
u
n
g
)
と

｢執
政
｣
(R
eg
ierun
g
)
の
二
種
に
分
か
つ
点
に
あ
る
｡
針

(Es)
5=

そ
れ
に
よ
れ
ば
､
前
者
は
法
律
の
執
行
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
､
後
者
は
法
律
の
枠
内
で
展
開
さ
れ
る

｢自
由
な
｣
活
動
を
指
す
と
い
う
｡
55



論 説

｢
執
政
｣
な
る
国
家
作
用
は
､
従
前
の
用
法
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
国
家
作
用
の
総
括
概
念
､
ま
た
は
君
主
に
専
属
す
る
権
限
領
域
を
指
す

概

念
で
は
な
-
､
｢行
政
｣
の

山
部
～

｢法
律
の
執
行
｣
と
は
評
し
え
な
い
自
由
な
国
家
作
周

生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡

を
指
示
す
る
概
念
と
し
て
､
こ
こ
に

(74-1-56)56

熔

｢第
四
の
領
域
｣

こ
の
点
に
つ
き
､
0
◎
マ
イ
ヤ
ー
は
､
｢立
法
｣
､
｢行
政
｣
､
｢司
法
｣
か
ら
成

る
三
分
割
枠
組
で
は
捉
え
き
れ
な
い
国
家
作
周
を
､
｢第
四

(28)

の
領
域
｣
と
し
て
括
り
だ
し
た
｡

通

常
の
周
語

法
に
従
え
ば
､
こ
の

｢第
四
の
領
域
｣
は

｢執
政
｣
と
呼
ば
れ
､
国
家
全
体
の
政
治
的
運
命

を
決
す
る

｢
総
合
指
導
｣
(O
b
e

r
l
e
i
t

u
n
g

)

の
意

味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
｡

マ
イ
ヤ
ー
の
い
う
よ
う
に
､
こ
れ
は
､
｢執
政
｣
が
現

実
の
国
家
活
動
す
べ
て
に
影
響

力

を

行

使
す

る

領

域

で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
p
そ
れ
自
体
は
む
し
ろ
精
神
的
､

一
般
的
性
質
を
も
つ
に

(29
)

と

ど

ま

る

点
を
重
視
す
る
見
解
と
い
え
よ
う

｡

周

知
の
よ
う
に
､

マ
イ
ヤ
ー
は

｢行
政
｣
を
法
律
の
下
に
置
こ
う
と
腐
心
し
た
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
｢行
政
｣
な
る
概
念
は
も
と
も
と
､
法

(30
)

治
国

(R
e
c
htss[aat)
の
要
請
を
蔵
し
て
い
る
と
い
う
｡
す
な
わ
ち
､
｢行
政
｣
と
は
元
来
､
法
律
に
よ

っ
て
規
律
さ
れ
る
国
家
活
動
で
あ

(31
)

り
､
｢行
政
は
､
司
法
以
外
に
お
い
て
､
国
家
の
法
秩
序
の
下
で
､
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
国
家
行
為
｣
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
か

よ
う
な
理
解
を
前
提
と
す
る
と
き
､
｢立
法
｣
で
も

｢司
法
｣
で
も
な
い
国
家

作

周

を

す
べ
て

｢行
政
｣
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
可
能
か
｡

(32
)

マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
､
そ
れ
は
以
下
に
示
す
二
つ
の
理
由
か
ら
困
難
で
あ
る
と
い
う

｡

l
つ
は
､
右
の

｢行
政
｣
概
念

に
い
う

｢国
家
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
行
為
｣
に
当
て
は
ま
ら
な
い
諸
活
動
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

具
体
的

に

は

､

君
主

(
F
iir
st
)

の
退
位
や
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
辞
任
と
い
っ
た
国
家
元
首
の
個
人
的
な
行
為
､
ラ
イ
ヒ
議
会
の
解
散
や

ラ

イ

(33
)

ヒ
議
会
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
解
任
の
よ
う
な
機
関
間
の
権
限
行
使
が
こ
れ
に
当
た
る
､
と
マ
イ
ヤ
ー
は
い
う

｡

も
う

一
つ
は
､
｢国
家
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
行
為
｣
で
は
あ

っ
て
も
､
｢国
家
の
法
秩
序
の
下
に
｣
あ
る
と
は
い
え
な
い
領
域
の
承
認
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で
あ
る
｡
マ
イ
ヤ
ー
が
そ
の
筆
頭
に
掲
げ
る
の
は
､
外
交
交
渉
で
あ
る
｡
外
国
と
の
条
約
締
結
に
代
表
さ
れ
る
こ
の
活
動
は
､
国
際
法
に
よ

る
拘
束
を
免
れ
な
い
も
の
の
､
国
内
の
法
秩
序
か
ら
は
離
脱
す
る
領
域
だ
と
い
う
の
で
あ
る
.
こ
れ
と
同
じ
理
由
に
よ
り
､
マ
イ
ヤ
ー
は
､

I/;i7]

戦
争
の
指
導

(K
rieg
ftih
ru
n
g
)
を
､
｢行
政
｣
の
外

へ
追
い
や
っ
た

｡

す
な
わ
ち
､
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
､
外
交
や
軍
事
に
お
け
る
国
家
の
諸
活
動
は
浜
秩

序

(
と

り

わ
け
議
会
制
定
法
)
か
ら
自

由
な
領
域
で

(35
)

あ

り
､
｢立
法
｣

や

｢司
法
｣
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
､
｢行
政
｣
に
も
属
さ

な

い

｢
第

四
の
領
域

(e
in

viertes
G
eb
iet)
｣
を

形
成
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

㈲

｢自
由
な
｣
活
動
領
域

こ
の
よ
う
な
法
秩
序
か
ら
自
由
な
諸
活
動
を

｢執
政
｣
領
域
と
し
て
精
激
化
し

た
の
が
､
G
◎
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
で
あ
る
｡
以
下
､
彼
の

『
1
般
国
家
学
』
に
お
け
る
叙
述
を
追
い
か
け
て
み
よ
う
｡

イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
､
形
式
的
な
国
家
作
周
分
類

(国
家
機
関
の
活
動
)
と
実
質
的
な
国
家
作
摺
分
葦
と
を
ナ
イ
ー
ヴ
に
結
び
つ
け

(36
)

て
き
た
と
こ
ろ
に
､
従
来
の
国
家
学
の
難
点
が
あ
る
と
い
う
｡
彼
は
両
者
の
区
別
の
要
を
説
き
つ
つ
､
実
質
的
国
家
作
周
を
ま
ず

｢規
範
定

立
｣
と

｢個
々
の
特
定
の
任
務
に
向
け
ら
れ
る
個
別
化
さ
れ
た
活
動
に

よ

る

当
該
任
務
の
処
理
｣
と
に
大
別
し
､
後
者
を
さ
ら
に
二
つ
に
区

分
し
た
｡

l
つ
は
､
個
別
の
事
例
を
前
に
法
的
利
益
を
確
定
す
る

｢裁
判
｣
で
あ
り
P
も
う

一
つ
は
法
規
範
の
枠
内
で
具
体
的
課
題
を
解
決

(37
)

す
る

｢行
政
｣
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
ら
三
つ
の
国
家
作
周
の
な
か
で
も
中
核
に
位
置
す
る
と
い
う

｢行
政
｣
に
つ
き
､
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク

は
次
の
よ
う
な
対
立
軸
を
設
定
し
た
｡

｢
い
か
な
る
国
家

に
と

っ
て
も
､
す
べ

て
の
国
家

作
周
の
行
使
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
重
要
な
対
立
軸
が
､

か
な
ら
ず

確
認
さ
れ
う
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
p

p
ヽ
ヽ

(3
)

そ
れ

は
､
自
由
な

(f
r
e
i
)

活
動
と
罵
束
さ
れ
た

(g
eb
u
n
d
en
)
活
動
と
の
対
立
軸
で
あ
る
｣
｡

イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
､
こ
の

｢自
由
な
｣
活
動
領

域
に

｢執
政
｣
と
い
う
名
を
充
て
た
う
え
で
､
次
の
よ
う
に
議
論
を
展

開
し
た
｡

57(74-1-57)



論 説

｢法
律
に
従

っ
て
の
み
活
動
す
る

『執
政
』
を
も
つ
国
家
が
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
ん
な
も
の
は
政
治
的
に
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
｡
-
-
そ

の
こ
と
は
､
何
よ
り
も
外
交
政
策
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
る
｡
-
-
し
か
し
内
政
に
関
し
て
も
､
国
家
の
方
針
を
定
め
る
執
政
活
動
は
す

べ

て
､
必
然
的
に
法
規
律
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
-
-
｡
そ
れ
は
､
執
政
に
お
け
る
最
大
か
つ
最
重
要
の
部
分
に
属
す
る
､
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で

あ
る
｡
こ
れ
に
含
ま
れ
る
活
動
と
し
て
､
個
々
の
国
家
ご
と
に
そ
の
範
囲
が
異
な
っ
て
-
る
と
は
い
え
､
議
会
構
成
員
に
関
す
る
執
政
府
の

広
範
な
権
限
､
大
臣
と
官
吏
の
任
命
､
軍
隊
に
関
す
る
統
帥
や
処
分
､
恩
赦
権
､
国
家
的
栄
誉
の
授
与
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
イ
ギ
リ
ス
の
学
説

は
､
こ
れ
ら
の
諸
活
動
に
対
し
て
､
イ
ギ
リ
ス
の
実
定
法
に
由
来
す
る
国
王
大
権

(P
ra
rog
ativ
e)
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
周
し
た
-
-
｡

し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
学
説
は
国
家
作
用
の
内
的
区
別
に
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
を
払
わ
な
か
っ
た
た
め
､
権
力
分
立
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
理

(39
)

論
の
影
響
の
下
､
上
述
の
領
域
は
す
べ
て
､
単
純
に
､
執
行
権
に
振
り
分
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
｣
｡

以
上
の
よ
う
に
､
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
､
従
来

｢行
政
｣
と
い
う
概
念
の
下
に

心
緒
さ
れ
て
き
た
領
域
の
な
か
に
､
｢執
政
｣
な
る
別
の
領

域
を
見
出
し
た
｡
そ
の
際
､
｢執
政
｣
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
､
法
律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
え
な
い

｢自
由
な
｣
活
動
で
あ
る
と
い
う
点
に
求

め
ら
れ
た
｡

(7∠卜1-58)58

第
二
節

ヴ

ァ
イ

マ
ル
国
法
学
に
お
け
る

｢執
政
｣
概
念

｢執
政
｣
を

｢行
政
｣
と
対
比
し
て
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
上
述
の
傾
向
は
､
ヴ
ァ
イ
マ
ル
国
法
学
に
お
け
る
議
論
を
根
底
的
に
規
定
す

る
こ
と
と
な
っ
た
｡
と
は
い
っ
て
も
､
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
な
か
に
､
国
家
作
周
と
し
て
の
レ
ギ
ー
ル
ン
グ
概
念
は
見
当
た
ら
な
い
｡
た
と

え
ば
G
｡
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
が
強
調
し
た

(
法
律
か
ら
自
由
な
国
家
活
動
)
と
し
て
の

｢執
政
｣
概
念
に
つ
き
､
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
に
よ
る
言

及
は
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
学
説
は
､
こ
の
概
念
の
重
要
性
を
引
き
続
き
肯
定
し
た
｡
本
節
に
お
い
て
は
､
そ
う
し
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
国

法
学
に
お
け
る

｢執
政
｣
概
念
を
検
討
の
素
材
と
し
よ
う
｡
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一

｢執
政
｣
概
念
の
国
家
理
論
的
探
究

ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
お
い
て
は
､
｢執
政
｣
に
対
す
る
従
前
の
関
心
を
継
承
し
っ
つ
､
独
自
の
視
角
か
ら
こ
の
概
念
を
再
定
位
す
る
試
み
が

有
力
化
し
た
｡
そ
の
代
表
的
論
者
が
､
以
下
に
み
る
R
◎
ス
メ
ン
ト
で
あ
る
｡

(
一
)

｢政
治
｣
と
い
う
概
念

ス
メ
ン
ト
は
､
主
要
な
立
憲
主
義
諸
国
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

｢統
治
行
為
論
｣
の
比
較
検
討
を
テ
ー
マ
と
す
る
論
文
の
な
か
で
､
レ
ギ
ー

ル
ン
グ
領
域
の
承
認
を
改
め
て
求
め
た
｡
し
か
し
､
｢執
政
｣
と

｢行
政
｣
と
を
区
別
す
る
従
前
の
対
立
軸
に
関
し
て
は
､
彼
は
次
の
よ
う

に
異
を
唱
え
た
｡

既
述
の
よ
う
に
､
｢執
政
｣
と

｢行
政
｣
を
､
そ
れ
ぞ
れ

｢自
由
な
｣
活
動
と

｢罷
束
さ
れ
た
｣
活
動
と
し
て
対
置
す
る
見
解
が
有
力
に

＼T2･]

主
張
さ
れ
て
い
た
｡
ス
メ
ン
ト
に
よ
れ
ば
､
こ
れ
は
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
内
容
決
定
を
回
避
し
て
お
り
､
あ
ま
り
に
形
式
的
な
対
立
軸
で
あ
る

と
い
う
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
｢執
政
｣
領
域
の
積
極
的
概
念
規
定
を
模
索
し
た
ス
メ
ン
ト
は
､
｢政
治
｣
な
る
概
念
に
決
定
的
に
重
要
な
基
準

(41
)

を
見
出
す
こ
と
と
な
っ
た
｡
こ
の
点
に
関
す
る
彼
の
説
明
を
､
以
下
に
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
こ
う
｡

｢執
政
は
､
政
治

(P
o
litik
)
の
範
噂
に
属
す
る

一
定
の
部
分
領
域
と
し
て
規
定
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
国
家
は
こ
の
領
域
に
お
い
て
自

ら
と
そ
の
本
質
を
決
定
し
､
貫
徹
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
行
政
は
､
国
家
が
自
身
と
は
別
の
目
的
に
仕
え
､
ま
た
は
自
ら
の
政
治

(42
)

的
諸
作
周
の
た
め
に
技
術
的
方
策
を
講
じ
る
に
す
ぎ
な
い
部
分
領
域
と
し
て
規
定
さ
れ
る
｣｡

こ
こ
に
､
｢政
治
的
な
｣
執
政
と

｢技
術
的
な
｣
行
政
と
い
う
､
新
し
い
対
立
軸
が
確
立
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
も
っ
と
も
､

こ
の
新
し
い
対
立
軸
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
作
周
の
外
延
を
設
定
す
る
だ
け
の
明
確
性
を
具
え
て
い
る
か
否
か
-

た
と
え
ば
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク

(43
)

の
所
説
を
凌
駕
す
る
だ
け
の
明
確
性
を
具
え
て
い
る
か
否
か
1

､
疑
問
は
尽
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
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(

二

)

｢政
治
｣
の
本
質

ス
メ
ン
ト
は
､
国
家
理
論
的
視
角
か
ら

｢政
治
｣
の
本
質

に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
国
家
の

｢精
神
｣
は
国
家
意
思
の
統

一
的
方
向
性
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
､
か
か
る
国
家
全

体
の

｢統
合
｣
(In
teg
ra
tio
n
)
に
向
け
ら
れ
る
作
用
こ
そ
が

｢政
治
｣

で
あ
る
と
い
う
｡
す
な
わ
ち

｢政
治
｣
の
本
質
は
p
統

一
体
と
し
て
の
国
家
が
進

む

べ

き

針

路

を
確
立
し
､
国
家
全
体
の
統
合
を
維
持
す
る

/I
)

点
に
あ
り
､
こ
れ
に
仕
え
る
諸
任
務
が

｢執
政
｣
を
構
成

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

か
か
る

｢執
政
｣
は
､
統

1
体
と
し
て
の
国
家
の
存

立
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
こ
ろ
､
｢立
法
｣
､
｢行
政
｣
p
｢司
法
｣
と

い
う

三
権

(45
)

分
立
論
に
は
そ
の
居
場
所
が
な
い
､
と
ス
メ
ン
ト
は
述

べ
て

い
る
｡
最

も
高
い
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
国
家
の
諸
作
用
を
総
渡
し

､
そ
の
調
和

を
図
る
と
い
う
､
従
来
の
権
力
分
立
枠
組
に
は
収
ま
り
き
ら
な

い

｢
政

治
的
｣
指
導
作
周
を

｢執
政
｣
領
域
と
し
て
析
出
さ
せ
る
こ
と
､
こ

れ
が
ス
メ
ン
ト
説
の
眼
目
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

[..I)

ス
メ
ン
ト
み
ず
か
ら
認
め
る
よ
う
に
p
以
上
の
叙
述
は
､
L
⑳
Ⅴ
◎
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
考
を
継

受
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
か
か
る

立
論
は
､
そ
の
後
の

｢執
政
｣
理
論
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
｡

た
と
え
ば
､

W
◎イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
父
で
あ
る
G
◎イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
所
説
を
支
持
し
な
が
ら
､
｢執
政
｣
と

｢
行
政
｣
と
の
区
別
に
つ
き

次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
前
者
は

｢国
家
の
指
導
部

(
S
p
i
t
z
e
)

を
占

め
る
人
々
の
方
向
指
示
活
動
｣
を
意
味
す
る
の
に
対

(S:･7)

し

て
､
後
者
は

｢執
政
府
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
方
針
の
枠
内
で

の

活

動

｣

を
指
す

と
い
う
｡
こ
の
定
義
は
､
｢
自
由
な

｣
ま
た
は

｢幕
末

的

で
な
い
｣
活
動
で
あ
る
こ
と
よ
り
､
む
し
ろ

｢方
向
指
示
的

な

｣

(
r
i
c
h
t
u
n

g
g
ebend)
活
動
で
あ
る
と
い
う
点

を
､
｢執
政
｣
の
画
定

基
準
と
し
て
重
視
し
て
い
る
｡
そ
の
基
底
に
は
､
国
家
の
統

1的
方

向

性

を
指
示
す
る

｢
政
治

的
｣
側
面
に
｢執
政
｣
の
本
質
を
見
出
す
､

(48
)

ス
メ
ン
ト
の
発
想
が
流
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
O

(74-1-60)60
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(

≡
)

｢
国

家

指
導
｣
と

｢執
政
｣

上

記

の

よ

う
に
､
議
会
制
定
法
か
ら
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
､
国
家
の
統

7
的
方
向
性
を
指
示
す
る
活
動
で
あ
る
点
に

｢執
政
｣

の
本
領
を
見
出
す
着
想
は
､
｢国
家
指
導

｣
(St
a

a
邑

e
i
t

u
n
g
)

と
い
う

概
念
の
な
か
に
顕
現
し
て
い
る
｡
こ
の
概
念
は
､
ド
イ
ツ
に
お
い

て
古
-
か
ら
多
博
さ
れ
て
き
た
｡
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲

法

に

せ
よ
､
現
行

基
本

法
に
せ
よ
､
こ
の
概
念
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
､
ほ

(49
)

と
ん
ど
の
論
者
が
こ
の
概
念
の
有
岡
性
を
認
め
て
き
た
｡

用

｢

国

家
指
導
｣
概
念
の
展
開

｢国
家
指
導
｣
と
は
､
国
家
権
力
を

｢立
法
｣､
｢執
行
権
｣､
｢裁
判
｣
に
分
類
す
る
ま
で
も
な
-
､
そ
の
す
べ
て
を
君
主

ひ
と
り
が
掌
握

(50
)

し
て
い
た
時
代
の
産
物
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
｡
そ
れ
が
今
で
は
､
次
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
｡

｢国
家
指
導
は
､
法
律
概
念
に
よ
っ
て
は
把
捉
さ
れ
な
い
領
域
に
残
存
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
立
法
権
､
裁
判
権
の
外
に
位
置
す
る
だ

(LTS)

け
で
な
-
､
(狭
義
の
)
執
行
権
の
射
程
外
で
も
あ
る
｣
｡

つ
ま
り
､
｢国
家
指
導
｣
は
､
古
-
は
す
べ
て
の
国
家
作
周
を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
､
し
だ
い
に
､
国
家
作

用
の
う
ち
立
法
､
狭
義
の
執
行
､
裁
判
を
控
除
し
た
残
り
の

｢政
治
的
｣
作
用
を
指
示
す
る
概
念
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
い
う
ま
で

も
な
-
､
か
か
る
展
開
は
､
上
述
の

｢執
政
｣
概
念
の
そ
れ
と
軌
を

一
に
す
る
も
の
で
あ
る
｡

庸

国
家
指
針
決
定
権
と
し
て
の

｢国
家
指
導
｣

次
に
､
｢国
家
指
導
｣
の
内
容
的
定
義
に
目
を
転
じ
ょ
う
｡
こ
の
概
念
こ
そ
､
国
家
の

｢方
向
指
示
的
な
｣
活
動
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う

こ
と
､
論
を
侯
た
な
い
｡

｢国
家
指
導
｣
と
同
義
の
概
念
と
し
て
､
｢政
治
指

導

｣

(p
o
lit
is
c
h
e

F
iih
r
u
n
g
)

と
い
う
表

現
を
周
い
る
こ
と
の
多
い
政
治
学
者
は
､

61(74-1-61)
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･'F･.']

｢
目
標

を
設
定
し
､

そ
の
目
標

達
成
に
不
可
欠
な
手
段
を
手
に
入
れ
､
必
要
な
決
定
を
下
し
､
こ
の
決
定
が
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
｣

国

家
活
動
と
し
て
､

こ
れ
を

定
義
し
て
き
た
｡

他
方
､
憲
法
学
の
議
論
に
お
い
て
も
､
同
様
の
定
義
に
つ
い
て
広
-
見
解
の
一
致
が
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
た
と
え
ば
､
後

に
詳
し
-
紹
介
す
る
U
◎シ
ョ
イ
ナ
-
は
､
｢執
政
｣
の
中
核
に

｢国
家
の
総
合
指
導

(O
be
r
l
e
i
t
u
n
g
)
｣

を
据
え
た
う
え
で
､
こ
れ
を

｢
創(53

)

造
的
決
定
､
政
治
的
イ
こ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
､
国
家
全
体
の
総
括
的
指
導
､
な
ら
び
に
執
行
活
動

の

指

導

的

(
d
i
r
i
g
i
e
r
e
n

d

)

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
｣

(5
)

と
位
置
づ
げ
､
K
◎
ヘ
ッ
セ
は
こ
の
定
義
を
そ
の
ま
ま
信
用
し
た
｡
用
語
の
違
い
こ
そ
あ
れ
､
こ
の
概
念
が
｢
国

家
活

動

に
方
向
性
を
与
え

I:I:,

る
政
治
的
指
導
任
務

の
遂
行
｣
を
意
味
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
､
異
論
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡

以
上
の
説
明
か
ら
分
か
る
よ
う
に
､
｢国
家
指
導
｣
と
い
う
概
念
は
､
先
に
み
た
ス
メ
ン
ト
的
な

｢執
政
｣
概
念
と
ま
っ
た
-
重
な
り
合

う
｡

｢

執
政
｣
と
は
､
国
家
の
針
路
を
決
定
し
､
そ
の
方
向

へ
と
国
家
を
指
導
す
る
作
用
の
こ
と
で
あ
り
､
こ
の
方
向
指
示
的
な
契
機
を

∴州､

い
っ
そ
う
強
調
す
る
概
念
と
し
て
､
｢国
家
指
導
｣
が
し
ば
し
ば
互
換
的
に
庸
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

(74-1-62)62

二

執
政
権
の
配
分

さ
て
､
こ
こ
で
も
う

一
度
､
話
を
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
の

｢執
政
｣
概
念
に
戻
そ
う
｡
先
に
､
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
は

｢執
政
｣
作
用
と
い
う

概
念
を
伺
い
て
い
な
い
､
と
筆
者
は
指
摘
し
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
次
に
掲
げ
る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
規
定
か
ら
察
す
る
に
､
同
憲
法
は
､

国
家
指
導
と
し
て
の

｢執
政
｣
の
存
在
を
承
認
し
て
い
た
と
評
価
さ
れ
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

｢
ラ
イ
ヒ
首
相
は
､
政
治
の
基
本
方
針
を
定
め
､
こ
れ
に
つ
い
て
ラ
イ
ヒ
議
会
に
対
し
て
責
任
を
負

う

｡

こ

の

基

本
方
針
の
枠
内
に
お
い

(57
)

て
､
各
ラ
イ
ヒ
大
臣
は
､
自
己
に
委
ね
ら
れ
た
事
務
を
､
独
立
し
て
､
か
つ
､
自
己
の
責
任
に
お
い
て
､
執
行
す
る
｣
(五
六
条
)0

L
｡
ヴ
ィ
ッ
ト
マ
イ
ヤ
ー
の
い
う
よ
う
に
､
こ
の
規
定
は
､
ラ
イ
ヒ
首
相

(す
な
わ
ち
ラ
イ
ヒ
執
政
府
)
の
第

一
次
的
な
任
務
が

｢国
家

'[':.I

指
導
｣
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う

｡

ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
か
よ
う
な
理
解
に
支
え
ら
れ
て
､
｢執
政
｣
領
域
に
関
す
る
議
論
は
､
執
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政
権
の
配
分
論
に
そ
の
重
心
を
移
し
て
い
っ
た
｡
そ
の
展
開
を
次
に
み
よ
う
｡

(
1
)

予
算
と
執
政
-

そ
の
一
-

一
九
三
二
年
に
出
版
さ
れ
た
国
法
学
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
､
｢執
政
と
行
政
｣
と
遷
さ
れ
た
章
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
､
そ
の
序
論
的
部

分
を
執
筆
し
た
の
が
L
申
ヴ
ィ
ツ
ト
マ
イ
ヤ
ー
で
あ
っ
た
｡
ヴ
ィ
ツ
ト
マ
イ
ヤ
ー
は
､
既
述
の
よ
う
に
､
ラ
イ
ヒ
首
相
の
国
家
指
導
権
限
を

(59
)

示
唆
す
る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
五
六
条
に
論
及
し
た
う
え
で
､
｢執
政
｣
作
用
の
主
体
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
た
｡
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
を
､

以
下
の
二
つ
に
分
け
て
説
明
し
た
い
｡

捌

立
法

権

に
よ

る

執

政

作
用

第

一
の

要

点

は

､

立

法
権
､
す
な
わ
ち
議
会
が
執
政

作

用

の
担

い
手

の
ひ
と
つ
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
執
政
作
用
が
執

政
府
の
専
権

に

属

す
る
わ
け
で
は
な
-
､
議
会
に
よ
っ
て
も

担

任

さ

れ
る
こ
と
に
､
ヴ
ィ
ツ
ト
マ
イ
ヤ
ー
は
自
覚
的
で
あ

っ
た
｡
彼
は
､
そ

(60
)

の
最
も
重
要
な
事
例
と
し
て
､
議
会
に
よ
る
予
算
の
確
定
に
言
及
し
､
こ
れ
を

｢法
律
形
式
で
の
執
政
行
為
｣
と
位
置
づ
け
た
｡

上
述
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
五
六
条
に
照
ら
せ
ば
､
執
政
権
の
主
体
は
他
な
ら
ぬ
執
政
府
で
あ
る
よ
う
に
読
め
る
｡
と
こ
ろ
が
､
そ
の
ヴ
ァ

イ
マ
ル
憲
法
じ
し
ん
が
､
｢執
政
｣
に
属
す
る
権
限
の
一
部
を
執
政
府
か
ら
切
り
離
し
､
こ
れ
を
立
法
権
た
る
議
会
に
委
ね
て
い
る
の
で
あ

(61
)

る
｡
同
様
の
事
例
は
､
ラ
イ
ヒ
法
律
に
よ
る
宣
戦
講
和

(四
五
条
)
､
国
債
発
行
の
承
認

(八
七
条
)
な
ど
､
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
｡

ヴ
ィ
ツ
ト
マ
イ
ヤ
ー
は
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
き
､
(執
政
機
関
と
し
て
の
議
会

)
に
光
を
当
て
た
｡

庸

執
政
府
の
指
導
的
役
割

と
は
い
え
､
彼
は
他
方
で
､
執
政
作
周
に
お
け
る
執
政
府
の
指
導
的
地
位
を
な
お
強
調
し
ょ
う
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
が
､
彼
の
所
説
に
お
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論 説

け
る
第
二
の
要
点
で
あ
る
｡
か
か
る
論
調
は
､
同
じ
書
物
の
な
か
で
別
の
論
者
が
示
し
た
次
の
見
解
と
の
比
較
に
お
い
て
､
い
っ
そ
う
際
立

つ
で
あ
ろ
う
｡

R
◎
ト
ー
マ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
｡
｢複
雑
化
し
た
現
代
の
立
法
国
家
お
よ
び
経
済
国
家
は
､
す
べ
て
の
重
要
な
案
件
に
お
い
て
､
(行

(62
)

政
機
構
の
頂
点
と
い
う
意
味
で
の
)
『執
政
府
』
に
よ
っ
て
で
は
な
-
､
立
法
府
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
る
の
だ
～
･｣

ト
ー
マ
が
こ
こ
で
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
､
以
下
の
ご
と
-
明
快
で
あ
る
｡
執
政
府
は
た
し
か
に
､
下
さ
れ
る
べ
き
決
定
の
草
案
を
起

こ

し

､

そ
の
実
現
に
向
け
て
調
整
を
図
る
地
位
に
あ
る
け
れ
ど
も
､
た
と
え
ば
そ
の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
た
予
算
案
や
法
律
案
に
つ
い
て

(63
)

議
会
が
承
認
を
拒
否
す
れ
ば
､
執
政
府
は
何
ら
効
力
を
及
ぼ
し
え
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
執
政
府
に
よ
る
国
家
指
導
と
は
い
っ
て
も
､
実
質
的

に
は
議
会
が

｢執
政
｣
の
中
核
を
担

っ
て
い
る
､
と
ト
ー
マ
は
論
結
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
議
会
制
の
下
で
は
､
執
政
府
が
結
局
の
と

こ

ろ

議

会
の
従
た
る
地
位
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
見
解
と
し
て
､
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
ヴ
ィ
ツ
ト
マ
イ
ヤ
ー
は
､
別
の
結
論
を
前
面
に
押
し
出
そ
う
と
し
た
｡
こ
の
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
が
､
次
の

1
節
で
あ
る
｡
｢議
院
内
閣
制
か
ら
導
き
出
さ
れ
る

『執
行
権
』
の

『立
法
権
』
に
対
す
る
従
属
は
､
-
-
留
保

つ
き
で
し
か
考
え
ら
れ
な

(64
)

い
｣
｡

ヴ
ィ
ツ
ト
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
､
執
政
府
は
た
と
え
ば
議
会
制
定
法
の
成
立
過
程
に
お
い
て
､
法
案
作
成

段
階
に
お
け
る
決
定
的
な
発
言

権
を
も
ち
､
ま
た
議
会
の
審
議
に
お
い
て
も
主
導
権
を
発
揮
し
う

る

立
場
に
あ
り
､
立
法
過
程
を
通
し

て
文

字
ど
お

り

｢指
導
的
な
｣

(65
)

(ftih
re
n
d
)
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う

.

か
よ
う
に
､
｢最
高
位

の
国
家
指
導
｣
た
る

｢執
政
｣
作
用
に
お
い
て
､
そ

の
成

否
を
左
右

す
る
権
限
が
議
会
に
あ
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
､
実
際
に
そ
の

｢指
導
的
役
割
｣
を
担

っ
て
い
る
の
は
執
政
府
で
あ
る
こ
と
を
､
ヴ
ィ
ツ
ト

マ
イ
ヤ
ー
は
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
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(
二
)

予

算
と
執
政
～

そ
の
二
-

次
に
､
執
政
権
限
の
配
分
の
あ
り
方
に
つ
い
て
､
よ
り
詳
細
な
検
討
を
施
し
た
J
◎
へ
ッ
ケ
ル
の
所
説
を
み
よ
う
｡
彼
は
､
当
時
の
通
説

的
見
解
と
は
異
な
る
新
た
な
権
力
分
立
観
に
依
拠
し
て
､
｢国
家
指
導
｣
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
た
｡
こ
れ
は
､
執
政
府
が
単
独
で
､

ま
た
は
議
会
と
の
協
働
に
お
い
て
担
う
､
国
家
全
体
の
方
針
決
定
に
関
わ
る
行
為
を
指
す
と
い
う
｡

こ
こ
で
は
ま
ず
､

へ
ッ
ケ
ル
が
対
比
し
た
二
つ
の
権
力
分
立
論
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
｡

Ⅲ

法
治
国
的
権
力
分
立
と
民
主
的
権
力
分
立

(66
)

ま
ず
当
時
の
通
説
的
な
権
力
分
立
論
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
は
､
｢法
治
国
的
権
力
分
立
論
｣
で
あ
る
｡
こ
の
権
力
分
立
論
は
､
立
法
権

と
執
行
権
の
関
係
を
､
お
し
な
べ
て
法
制
定
と
法
執
行
の
関
係
と
し
て
定
式
化
す
る
｡
ま
た
､
こ
の
理
論
は
い
わ
ゆ
る
二
重
法
律
概
念
と
密

接
に
結
び
つ
き
､
実
質
的
意
味
の
法
律
か
､
さ
も
な
-
ば
そ
の
執
行
か
､
と
い
う

厳
格
な
二
分
論
を
展
開
す
る
と
い
う
｡

こ
の
と
き
､
｢予
算
法
律
｣
は
､
形
式
的
意
味
で
は

｢法
律
｣
で
あ
っ
て
も
､
｢法
律
｣
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
実
質
､
す
な
わ
ち

｢法
規

(67
)

性
｣
を
有
す
る
と
は
い
え
ず
､
｢行
政
規
範
｣
で
あ
る
と
論
結
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
予
算
法
律
を

｢形
式
的
法
律

(68)

と
い
う
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
行
政
行
為
｣
と
捉
え
た
当
時
の
通
説
は
､

へ
ッ
ケ
ル
に
よ
れ
ば
､
｢法
治
国
的
権
力
分
立
論
｣
の
所
産
な
の
で
あ

る
｡以

上
の
よ
う
な

｢法
治
国
的
権
力
分
立
論
｣
に
ヘ
ッ
ケ
ル
が
対
置
さ
せ
た
の
は
､
｢民
主
的
権
力
分
立
論
｣
と
い
う
理
論
枠
組
で
あ
る
｡

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
､
法
制
定
と
法
執
行
と
の
関
係
で
は
な
-
､
国
家
指
導
の
民
主
的
創
設

(K
o
nstitu
ie
r
ung
)､
民
主
的
正
統
化
､

(69
)

お
よ
び
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
｡

へ
ッ
ケ
ル
は
､
予
算
確
定
に
関
す
る
権
限
配
分
を

｢法
治
国
的
権
力
分
立
論
｣
の
枠
組
に
お
い
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
点
に
､
通
説
の
根

本
的
誤
謬
を
見
出
し
て
い
た
｡
か
か
る
権
限
配
分
の
あ
り
方
は
､
｢民
主
的
権
力
分
立
論
｣
の
枠
組
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
､
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説

解
明
さ
れ
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
以
下
､
こ
の

｢民
主
的
権
力
分
立
論
｣
に
焦
点
を
絞

っ
て
考
察
し

た

い
｡

請

伽

民
主
的
権
力
分
立
と
国
家
指
導

へ
ッ
ケ
ル
に
よ
れ
ば
､
｢法
治
国
的
権
力
分
立
論
｣
の
下
で
法
制
定

◎
法
執
行
二
分
論
に
固
執
す
る
と
き
､
予
算
の
正
当
な
位
置
づ
げ
を

得
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
予
算
法
律
は

｢形
式
｣
と

｢実
質
｣
の
叡
密
を
免
れ
な
い
と
し
て
も
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
を

｢行
政
行
為
｣

と
割
り
切
る
見
解
に
も
同
意
で
き
な
い
､
と
い
う
の
が
彼
の
立
場
で
あ

っ
た
｡

他
方
､
彼
の
授
起
し
た

｢民
主
的
権
力
分
立
論
｣
と
は
､
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
理
論
と
し
て
整
理

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
｡

第

一
に
､
も
は
や

｢法
治
国
的
権
力
分
立
論
｣
に
い
う

｢執
行
｣
で
は
あ
り
え
ず
､
国
家

｢指
導

｣

(
F
iih
r
u
n
g
)

と
い
う
特
別
な
任
務

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
国
家
作
用
は
､
い
っ
た
ん
執
行
権
の
領
域
か
ら
選
り
分
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
o
こ
の

｢国
家
指
導
作
周
｣

は

､
執
政
府
に
専
属
さ
せ
ら
れ
る
か
､
ま
た
は
議
会
と
の
協
働
を
必
要
と
し
な
が
ら
も
､
議
会
に
対
す
る
執
政
府
の
高
度
な
独
立
性
の
下
で

(70
)

遂
行
さ
れ
る
べ
き
任
務
を
指
す
｡
か
-
し
て
へ
ッ
ケ
ル
は
､
通
説
が

｢行
政
行
為
｣
と
呼
ぶ
よ
り
ほ
か
に
選
択
肢
を
も
た
な
か
っ
た
予
算
に

(71
)

つ
い
て
､
こ
れ
を
国
家
指
導
の
典
型
例
と
位
置
づ
け
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
よ
う
と
し
た
｡

第
二

に

､

国
家
指
導
に
お
い
て
執
政
府
に
主
導
的
役
割
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
と
し
て
､
こ
の
こ
と
は
､
国
家
指

導
に
議

会

が

関

与
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
国
家
指
導
に
お
け
る
国
家
意
思
の
形
成
は
､
執
政
府
単
独
で
お
こ
な

わ
れ
る
場
合
の
ほ
か
､
｢議
会
と
の
協
働
､
つ
ま
り
両
者

(執
政
府
と
議
会
-

引
用
者
註
)
の
対
話
的

(k
orrespon
d
i
erend)
決
定
か

(72
)

ら
成
る
､
国
法
上
の
協
働
行
為

(G
esam
takt)｣
に
よ
っ
て
も
生
じ
う
る
｡
予
算
は
､
正
し
-
こ
の

｢協
働
｣
に
よ
る

国
家
指
導
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
民
主
的
権
力
分
立
論
｣
の
図
式
に
よ
れ
ば
､
議
会
は
予
算
法
律
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ

(73
)

て
､
本
来
的
に
は
執
政
府
に
帰
属
す
る
国
家
指
導
作
用
に

｢協
力
｣
し
て
い
る
､
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
O
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(

≡
)

三
つ
の
要
点

こ
れ
ま
で
の
紹
介
か
ら
分
か
る
よ
う
に
､
ヴ
ィ
ツ
ト
マ
イ
ヤ
ー
と

ヘ
ッ
ケ
ル
は
､
執
政
権
の
捉
え
方
に
つ
き
多
-
を
共
有
し
て
い
る
｡
こ

こ
で
は
､
そ
の
要
点
を
再
整
理
し
て
お
こ
う
｡

一
つ
目
は
､
最
高
位
の
国
家
指
導
と
い
う
べ
き
執
政
作
用

へ
の
着
目
で
あ
る
｡
ラ
イ
ヒ
首
相
に
よ
る
政
治
の
基
本
方
針
決
定
権
限

(ヴ
ァ

イ
マ
ル
憲
法
五
六
条
)
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
国
家
に
と

っ
て
こ
れ
を

一
定
の
方
向

へ
響
導
す
る
活
動
が
不
可
欠
で
あ
る
と

こ
ろ
､
こ
う
し
た
活
動
は
従
来
の

｢
立
法
｣

/
｢執
行
｣
図
式
に
う
ま
-
当
て
は
ま
ら
な
い
｡
二
人
の
論
者
は
､
こ
れ
を

｢執
政
｣
の
領
域

と
し
て
析
出
さ
せ
､
｢立
法
｣
と

｢
執

行
｣

に

｢
国
家
指
導
｣
を
加
え
た
上
述
の
ス
メ
ン
ト
的
な
三
分
割
枠
組
を
継
承
し
た
と
い
う
こ
と
が

(74
)

で
き
る
｡

二
つ
目
は
､
(
議
会
に
よ
る
執
政
作
庸
)

へ
の
着
眼
で
あ
る
｡
二
人
の
論
者
は
と
も
に
､
執
政
作
用
が
執
政
府
の
専
権
で
は
あ
り
え
な
い

こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
｡
周
知
の
よ
う
に
､
こ
の
間
題
は
､
(
レ
ギ

ー
ル
ン
グ
概
念
の
二
元
性
)
と
し
て
現
在
な
お
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
す

(75
)

な
わ
ち
､
機
関
と
し
て
の
レ
ギ
ー
ル
ン
グ
は
執
政
府

(内
閣
)
を
指
す

1
万
､
機
能
と
し
て
の
そ
れ
は
執
政
作
用
を
表
わ
す
と
こ
ろ
､
両
者

(76
)

(77
)

の
混
同
は
厳
に
慎
む
べ
し
と
い
う
の
が
そ
の
主
旨
で
あ
る
｡
ヴ
ィ
ツ
ト
マ
イ
ヤ

ー
と

へ
ッ
ケ
ル
は
､

一
九
三
二
年
の
段
階
で
既
に
こ
の
こ
と

を
踏
ま
え
､
議
会
も
ま
た
執
政
作
周
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
｡
そ
の
事
例
と
し
て
二
人
の
念
頭
に
浮
か
ん
で
い
た
の
は
､
何
よ

り
も
ま
ず
予
算
で
あ
り
､
予
算
法
律
の
議
決
は
議
会
に
よ
る
国
家
指
導
の
代
表
例
と
さ
れ
た
｡

最
後
に
､
主
た
る
執
政
機
関
は
執
政
府
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
｡
ヴ
ィ
ツ
ト
マ
イ
ヤ

ー
が
国
家
指
導
に
お
け
る

(78
)

(79
)

執
政
府
の

(
主
導
的
地
位
)
を
強
調
し
､

へ
ッ
ケ
ル
が
議
会
に
対
す
る
執
政
府
の
高
度
な
独
立
性
を
と
り
わ
け
重
視
し
て
い
た
こ
と
､
既
に

(80
)

記
し
た
と
お
り
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
二
人
と
も

(
議
会
に
よ
る
執
政
作
用
)
を
認
め
な
が
ら
も
､
国
家
指
導
権
限
が

一
次
的
に
は
執
政
府

に
配
分
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

か
か
る
立
論
を
徹
底
す
る
と
き
､
議
会
と
国
家
指
導
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
予
算
の
確
定
を
例
に
と
る
な
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ら
ば
､
こ
れ
は

｢本
来
的
に
は
｣
執
政
府
の
権
限
領
域
に
属
す
る
こ
と
と
な
り
､
予
算
法
律
の
議
決
は
､
こ
の
執
政
府
の
固
有
領
域
に
対
す

(81
)

る
議
会
の

｢介
入
｣
と
評
価
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
以
下
に
引
用
す
る
G
◎
ラ
イ
ブ
ホ
ル
ツ
の
所
説
は
､
こ
の
こ
と
を
明
示
的
に
述
べ
る

も
の
と
し
て
注
目
に
値
し
ょ
う
｡

｢ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
に
よ
れ
ば
､
執
政
と
い
う
特
殊
な
諸
作
周
は
､
も
っ
ぱ
ら
ラ
イ
ヒ
執
政
府
お
よ
び
広
義
の
ラ
イ
ヒ
執
政
府
に
属
す
る

ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
よ
っ
て
の
み
行
使
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
た
し
か
に
正
当
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
ラ
イ
ヒ
議
会
､
ラ
イ
ヒ

参
議
院
､
能
動
的
市
民
と
い
う
意
味
で
の
国
民
の
よ
う
に
､
ラ
イ
ヒ
の
意
思
形
成
に
決
定
的
に
参
画
す
る
他
の
諸
機
関
も
ま
た
､
執
政
に
関

与
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
-
…

(な
か
で
も
)
ラ
イ
ヒ
議
会
は
､
純
粋
に
政
治
的
な
諸
作
周
を
営
む
｡
こ
の
こ
と
は
､
た
と
え
ば
､
不
信
任

投
票
に
関
し
て
､
ラ
イ
ヒ
の
財
政
収
支
に
つ
い
て
決
議
し
､
独
裁
的
処
置
の
失
効
を
要
求
し
､
ラ
イ
ヒ
の
立
法
事
項
に
関
連
す
る
同
盟
お
よ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

び
条
約
を
承
認
す
る
､
と
い
っ
た
ラ
イ
ヒ
議
会
の
権
限
を
考
え
れ
ば
分
か
る
だ
ろ
う
｡
し
か
し
､
執
政
府
の
固
有
領
域
に
対
し
て
立
法
権
が

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

か
よ
う
に
介
入

(E
in
bru
ch
)
す
る
と
し
て
も
､
こ
う
し
た
方
向
で
の
議
会
の
影
響
力
行
使

に

は

､
結
局
の
と
こ
ろ
限
界
が
あ
る
｡
そ
れ

(82
)

は
､
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
じ
し
ん
の
規
定
す
る
限
界
で
あ
る
｣
｡

(74-1-68)68

第
三
節

小
括

本
章
で
は
､
プ
ロ
イ
セ
ン
時
代
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
に
か
け
て
の

｢執
政

｣

(R
e
g
ie
r
u
n
g
)

概

念

の
展

開
を
跡
づ
け
て
き
た
｡
最
後

に
､
そ
の
概
要
を
以
下
の
諸
点
に
ま
と
め
た
い
｡

用

｢執
政
｣
概
念
の
軌
跡

｢執
政
｣
と
は
元
来
､
国
家
権
力
を
総
括
的
に
捉
え
る
概
念
で
あ
っ
た
｡
換
言
す
れ
ば
､
君
主
が
す
べ
て
の
国
家
権
力
を

1
手
に
掌
握
し
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て
い
た
時
代
に
､

こ

の

概

念

は

有

周

憶
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
｡
後
に
､
君
主
権
力
の
制
限
が
現
実
的
課
題
と
な
り
､
権
力
の
分
立
が
進
展

す
る
の
に
伴

っ
て

､

こ

の

概

念

の

出

番
は
な
-
な
っ
て
い
っ
た
｡

と
こ
ろ
が
､
こ
の

｢執
政
｣
概
念
に
新
し
い
意
味
を
込
め
て
､
こ
れ
を
再
生
し
よ
う
と
試
み
る
動
き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
か
か

る
動
向
を
支
え
た
論
者
の
関
心
事
は
､
｢立
法
｣
㌫
行
政
｣
÷
裁
判
｣
と
い
う
従
来
の
権
力
分
立
枠
組
で
は
捉
え
き
れ
な
い
国
家
活
動
の
位
置

づ
げ
で
あ
り
､
｢執
政
｣
は
そ
う
し
た
活
動
の
受
け
皿
と
し
て
援
周
さ
れ
た
｡
す
な
わ
ち
､
｢行
政
｣
を

｢法
律
の
執
行
｣
に
限
定
し
､
｢法

律
の
枠
内
で
自
由
に
展
開
さ
れ
る
諸
活
動
｣
に

｢執
政
｣
と
い
う
別
の
概
念
を
充
て
る
見
解
が
､
支
持
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

闇

｢自
由
な
｣
執
政
か
､
｢政
治
的
な
｣
執
政
か

｢執
政
｣
と

｢行
政
｣
を
区
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
､
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
か
｡
G
申
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
､
前
者
を

｢自
由
な
｣

活
動
､
後
者
を

｢罵
束
的
な
｣
活
動
と
そ
れ
ぞ
れ
定
式
化
し
た
｡
こ
の

｢自
由
な
｣
と
い
う
形
容
は
､
必
ず
し
も

山
義
的
で
な
い
｡
イ
ェ
リ

(83
)

ネ
ッ
ク
は
､
法
律
に
よ
る
事
前
の
規
律
に
服
さ
な
い
と
い
う
意
に
こ
れ
を
解
し
な
が
ら
､
別
の
箇
所
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
｡

す
な
わ
ち
､
｢行
政
｣
と
い
え
ど
も
､

1
般
約
法
規
律
の
単
な
る
機
械
的
適
用
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
-
､
｢自
由
裁
量
｣
の
余

地
を
有
し
て(8

)

い
る
か
ら
､
法
律
に
罵
束
さ
れ
た
活
動
た
る

｢行
政
｣
の
内
部
に
も
､
｢自
由
な
｣
活
動
と
い
う
要
素
が
混
在
し

て
い

る
と
い

う
の
で
あ
る
｡

こ
の
叙
述
は
､
｢執
政
｣
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
論
及
さ
れ
る

｢自
由
｣
が
､
い
わ
ゆ
る

｢自
由
裁
量
｣
と
同

義

で
あ
る
こ
と
を
示
唆

(85
)

し
て
い
よ
う
｡
と
す
れ
ば
､
R
◎
ス
メ
ン
ト
が
正
当
に
も
指
摘
す
る
よ
う
に
､
｢執
政
｣
と

｢行
政
｣
と
の
間
に
本
質
的
な
相
違
は
認
め
ら

れ
ず
､
も
っ
ぱ
ら
自
由
裁
量
の
量
的
な
差
異
が
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
に
対
し
て
ス
メ
ン
ト
は
､
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
対
立
軸
の
必
要
性
を
力
説
し
､
｢政
治
的
な
｣
執
政
と

｢技
術
的
な
｣
行
政
と
い
う
対

立
軸
を
示
し
た
｡
｢政
治
｣
の
本
質
は
､
国
家
全
体
の

｢統
合
｣
を
維
持
す
る
た
め
に
国
政
の
統

1
的
方
向
性
を
確
立
す
る
点
に
あ
り
､
か

か
る
国
家
の
基
本
方
針
に
即
し
て
諸
作
用
の
総
合
調
整
を
図
る
営
為
こ
そ
が

｢執
政
｣
だ
､
と
い
う
の
で
あ
る
O
｢国
家
指
導

｣
(StaatsI
69(74-1-69)



説

)

e
itu
n
g
)
と
い
う
概
念
は
､
か
よ
う
に
理
解
さ
れ
る

｢執
政
｣
の
本
領
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
と
評
価
で
き
る
｡

請

㈲

執
政
権
の
配
分

ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
に
お
い
て
は
､
｢執
政
｣
概
念
の
究
明
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
､
｢執
政
｣
の
主
体
､
す
な
わ
ち
執
政
権
の
配
分
に
関
す
る

議
論
が
芽
生
え
て
き
た
｡
議
会
に
よ
る
予
算
法
律
の
議
決
を
想
起
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
､
執
政
権
は
､
常
に
執
政
府
単
独
で
行
使
さ
れ
る

と
は
限
ら
な
い
｡
執
政
府
と
議
会
の

｢協
働
｣
を
要
請
す
る
執
政
活
動
が
少
な
-
な
い
こ
と
に
､
有
力
な
論
者
は
気
づ
い
て
い
た

(協
働
執

政
理
論
)
｡
と
は
い
え
､
執
政
権
が
本
来
的
に
は
執
政
府
の
権
限
領
域
に
属
す
る
こ
と
､
議
会
と
の
協
働
が
求
め
ら
れ

る
場
合

で
あ

っ
て
も

(86)

主
導
的
役
割
を
担
う
の
は
あ
-
ま
で
執
政
府
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
色
彩
が
､
こ
の
時
期
の
議
論
に
は
濃
厚
で
あ

っ
た
｡

(74-1-70)70

(7
)
V
g
1.
E
rn
st
V
o
llr
a
th
,
tyb
erte
g
u
n
g
en
zur
S
em
an
tik
v
on
,R
e
g
ie
ru
ng
{
u
n
d
,R
e
gi
eren
(,in
‥
rta
n
s･H
e
rm
a
n
n
H
artwi
c
h
J
G
O
ttrik

W

ew
er
(H
rsg.

)
,

R
e
g
ie
r
en
in
d
e
r
B
u
n
d
esrep
u
b
lik
,B
d
.1
,19
90
,S
.6
7
.

(8
)

Vg
l.
S
ie
g
fr

i

e
d
M
a
giera
〉
P
ar
lam
e
n
t
u
n
d
S
taa
ts
le
i
tu
n
g
in
d
e
r
V
e
rfa
ssu
n
g
so
rd
n
u
n
g
d
e
s
G
run
d
g
esetzes,
1979,
S
A
7f.

(9
)
V
g
1.
W
e
rn
e
r
F
ro
tsc
h
er,
R
e

g
ie
ru
n
g
a
ls
R
e
ch
tsb
egr
iff,
197
5
,
S
.142
_

本
書
の
概
要
を
紹
介
す
る
邦
語
文
献

と
し
て
参
照
､
堀
内
健
忘

｢
ド
イ
ツ
国
法
学
に
お
け
る

『統
治
』
概

念
-

そ
の
現
代
国
家

に
お

け
る
復
興
問
題
を
視
野
に
入
れ
つ
つ

(そ
の

1
)
(そ
の
二
三
R
)
｣
弘
前
大
学
人
文

社
会
論
叢

社
会
科
学
第

一
五
巻

(二

〇
〇
六
年
)

一
九
頁
以
下
､

l
六
巻

(二

〇
〇
六
年
)

〓

l三
頁
以
下
｡

(10
)

そ
れ
ゆ
え
､
国
王
は
依
然
と
し
て
す
べ
て
の
国
家
権
力
を
独
占
し
て
お
り
､
そ
の

｢行
使
｣
が
諸
機
関
に
委
ね
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
､
と
す
る
解
説

も
珍
し
-
な
か
っ
た
｡
V
g
t.
G
erh
ard
A
n
sc
h
iitz,D
ie
g
eg
enw
a
rtig
en
T
h
eo
rien
tib
e
r
d
en
B
e
griff
d
e
r
g
esetz
g
e
b
end
e
n
G
e
w
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u
n
d
d
e
n

U
m
fa
n
g
d
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s
k
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h
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n
V
e
r
ord
n
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n
g
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c
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p
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u
B
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h
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S
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c
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u
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01,S
.3
ff.;
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ff.

1312ll

V
g
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W
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r
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e
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a
a
O
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n
n
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S
.1
4
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4
5
.

V
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H
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S
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u
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r
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e

S
ta
atsre
c
h
t
a
u
f
G
ru
n
d
lag
e
d
es
D
e
u
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e
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S
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a
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c
h
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S
.(3
3f.

V
g
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n
S
c
h
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L
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c
h
d
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S
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h
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B
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8
1
,
S
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1
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d
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e
S
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c
h
t
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G
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n
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e
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D
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B
d
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S
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(14
)

V
g
l.
H
.S
c
h
u
tze.D
a
s
P
re
uL3isc
h
e
S
taatsre
ch
t
(A
n
m
.13),
S
120,
A
n
n
.1.

(15
)

V
g
1.
G
e
rh
ard
A
n
sch
iitz,
D
eu
tsc
h
es
S
ta
a
tsrech
t,in
:
E
n
zy
k
lop
fid
ie
d
e
r
R
e
ch
tswi
ssen
sch
a
ft
in
system
a
tisch
er
B
e
a
r
be
itu
n
g
,

B
d
.4,
7
.A
u
ft.
1914
,
S
.15
1ff.

い
う
ま
で
も
な
-
､
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
ヴ

ァ
イ
マ
ル
時
代
を
代
表
す
る
国
法
学
者
の

一
人
で
あ
る
と
こ
ろ
､
こ
の
論
考

は
そ
れ
よ
り
前
の
時
代
に
書
か
れ
て
い
る
た
め
､
こ
こ
で
紹
介
す
る
｡

. …●､ ･l(.

V
g
L
G
.
A
n
schiitz}
a
aO
.(A
n
n
.15),
S
.169.

V
g
l.
G
.
A
n
sc
h
iitz,
aa
O
.(A
n
m
.)5),
S
.169
.

V
g
1.
G
.
A
n
sch
ti

t

z,
aaO
.(A
n
m
.1
5),
S
.(
25
.

こ
れ
と
同
様

の
傾
向
を
示
す
論
者
と
し
て
､
P

ニ
フ
-
バ
ン
ト
が
注
目
に
億
し
ょ
う
｡
ラ
ー
バ
ン
ト
は
国
家
の
諸
機
能
を
､
そ
の
主
体
に
着
目
し
っ

｢立
法
｣
÷
裁
判
｣
÷
行
政
｣
の
三
つ
に
分
割
し
た
｡
こ
の
う
ち

｢行
政
｣
(V
e
rw
a
}tu
n
g
)
に
つ
い
て
は
､
そ
の

一
次
的
任
務
は
法
律
の
執
行
で
あ

る
も
の
の
､
こ
れ
を

｢執
行
権
｣
(v
o
llzieh
end
e
G
ew
a
lt)
と
称
し
て
は
狭
き
に
失
す
る
こ

と
か
ら
､
こ
の
名
が
充
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
｡

す
な
わ
ち
､
こ
こ
に
い
う

｢行
政
｣
と
は
､
｢立
法
｣
に
も

｢裁
判
｣
に
も
属
し
な
い
す
べ
て
の
領
域
を
指
し
､
換
言
す
れ
ば
､
国
民
代
表
に
よ
る
協
働

を
求
め
る
必
要
が
な
-
､
裁
判
所
の
法
律
解
釈
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
権
力
領
域
の
総
称
な
の
で
あ
る
｡
v
gt.
P
a
u
l

Lab
an
d
,
D
as

S
ta
atsrech
t
d
e
s
D
eu
tsc
h
en
R
e
ic
h
es}B
d
.2,5
1A
u
f1.
191)
,S
.162.
ラ
ー
バ
ン
ト
は
別
の
箇
所
で

｢執
政
権
｣
(R
eg
ie
run
g
srec
ht)
と
い
う
概

念
を
用
い
て
い
る
も
の
の
､
上
記
の

｢
行
政
｣
概
念
を
言
い
換
え
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
v
g
l.
P
au
l
L
a
b
a
n
d
}
D
as
S
taatsre
ch
t
d
e
s

D
eutsc
h
en
R
eic
h
es〉
B
d
.1,
51A
u
ft.
19tt,
S
.227ff.
他
に
､
｢執
政
｣
概
念
を
顧
み
る
こ
と
な
-
､
立
法

也
司
法

◎
行
政
の
三
分
論
を
説
-
文
献
と

し
て
､
V
g
t.A
d
o
tf
A
rn
dt〉
S
ta
atsre
ch
t
des
D
eutsch
e
n
R
e
ic
h
es,
1901,
S
.208ff.

(20
)

そ
の
よ
う
な
見
解

の
例
と
し
て
､
V
g
1.C
onra
d
B
o
rnh
ak
.P
re
u
B
isch
es
S
ta
atsre
ch
t,B
d
.1,2.A
u
ft.
1911,S
A
6
1ff.

同
書
は
､
｢立
法
｣
･

｢裁
判
｣
÷
執
政
｣
と
い
う
国
家
機
能
三
分
割
論
を
展
開
し
た
｡
こ
こ
に
い
う

｢
執
政
｣
は
､
法
律
の
執
行
を
重
要
な
任
務
と
す
る
も
の
の
､
こ
れ
に
尽
き

る
も
の
で
は
な
-
､
｢立
法
｣
に
も

｢裁
判
｣
に
も
属
し
な
い
国
家
機
能
の
総
称
で
あ
る
と
い
う
｡
こ
れ
は
､
シ
ュ
ル
ツ
ェ
や
ア
ン
シ
ュ
ツ
ツ
の
い
う

｢行
政
｣
に

｢執
政
｣
と
い
う
概
念
を
充
て
て
い
る
だ
け
で
､
そ
れ
以
上
に
新
奇
な
内
容
を
含
ん
で
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(21
)

手
島
孝

｢行
政
学
と
行
政
法
学
｣
辻
清
明
編
集
代
表

『行
政
学
講
座
-

行
政
の
理
論
』
(東
京
大
学
出
版
会

二

九
七
六
年
)

1
九
頁
｡
以
下
､

シ
ュ
タ
イ
ン
に
関
す
る
叙
述
に
つ
き
､
本
書
を
参
照
し
て
い
る
｡

(22
)

V
g
t.
L
o
ren
z
v
on
S
te
in
,
D
ie
V
e
rw
altu
n
g
sle
h
re〉
B
d
.1,
21A
u
f1.
)869,S
.14
4
.

(粥3)

V
g
r
L
oren
z
vo
n
S
te
in
,
H
artd
b
u
ch
d
er
V
erw
a
ltu
n
g
sleh
re,
i.T
h
eil,3
.A
u
fl.
188
8
,
S
.8ff.

併
せ
て
､
瀧
井

一
博

『ド
イ
ツ
国
家
学
と

明
治
国
制
』
(ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

二

九
九
九
年
)
五

〇
頁
を
参
照
O

(24
)
V
g
l.
L
.V
.S
tein
,
aaO
.(A
n
n
.22),
S
.14
5
.
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論 説

(25
)

L
.V
.S
tein
.
aaO
.(A
n
n
.23),
S
.96.

(26
)

v
gt.
G
eorg
M
e
y
e
r
＼
G
erh
ard
A
n
schtitz〉L
e
h
rb
uch
d
es
D
ett

t

sc
hen
S
ta
a
tsre
c
h
ts一
7
.A
u
fl.
)919,
S.750
.

(27
)

v
g
l.
G
.
M
e
y
er
J
G
.A
n
schiit
z,
aa
O
.(A
n
n
.26),S
.28f.

(28
)

石
川
工
別
掲
註
(4
)六
七
貢
は
､

0
｡マ
イ
ヤ
ー
の
所
説
を
指
し
て
､
｢
『執
政

R
eg
ie
rung
』
の
領
域
を
､
立
法
｡行
政
｡司
法
と
は
区
別
さ
れ
た
iiii6
第

(74-1-72)72

四
の
領
域

e
in
S
.e
rtes
G
eb
iet』
と
し
て
､
括
り
だ
し
て
し
ま
っ
た
｣
と
評
す
る
｡

(2
)

V
g
l.
O
tto
M
a
yer)D
eutsch
es
V
erw
a
ltu
n
gsr
echt､B
d
.1,
3_A
uf1.
1924,S
.2f.
こ
の
叙
述
は
､
シ
ュ
タ
イ
ン
の
所
説
を
想
起
さ
せ
る
｡
こ

の
点
に
つ
き
､
v
gt.
W
ilh
elm
M
O
ssle,R
eg
ie
rungsfu
n
k
tio
nen
d
e
s
P
arlam
ents,1
98
6
,
S
.95.

(3
)

V
g
r
O
.M
a
yer
,
aaO
.(A
n
m
.29),S
.9
.

(31
)

V
gt
.
0
.M
a
yer,aaO
.(A
n
n
.29),S
11
3
.
マ
イ
ヤ
ー
の

｢行
政
｣
概
念
に
つ
い
て
は
､
塩
野
宏

『オ
ッ
ト
ー

･
マ
イ
ヤ
ー
行
政
法
学
の
構
造
』
(育

斐
閣

二

九
六
二
年
)
1
0
7
頁
以
下
を
参
照
｡

(32
)

V
g1.
0
.M
ayer,
aaO
.(A
nm
.29),
S.7
.

(3
)

V
g
1-
0
-M
a
y
er,
aaO
.(A
nm
f29),S
.7f.

(鋼
)

V
g
t.
0
.M
ayer}
aaO
.(A
n
n
_2
9),S
.9f.

(35
)

V
g
t.
0
.M
a
y
er)
a
a
O
.(A
n
n
.29),S
.8
;
l
l.

(3
)

V
gl.
G
e
org
Je
ilin
ek
,A
ilgem
eine
S
taa
tsle
hre,3.A
u
f1.
1914
,
S
.609;6
14
.
邦
訳
と
し
て
参
照
､
G

や
イ
ェ
リ
ネ
ク

(声
部
信
書
ほ
か
訳
)

≡

般
国
家
学

〔第
二
版
〕』
(学
陽
書
房

二

九
七
六
年
)
四
九
二
頁
､
四
九
五
頁
｡

(37
)

こ
こ
に
､
｢立
法
｣
o
r裁
判
｣
e
r行
政
｣
か
ら
成
る
お
な
じ
み
の
三
分
論
が
確
立
さ
れ
た
｡
V
g
i.G
.Je11in
ek
〉aaO
.(A
nn
.36
),S
.610.
邦
訳
四
九

二
-
四
九
三
頁
｡

(3
)

G
L
etlinek
}
aaO
_(A
n
m
3
6),S
.6
16
1

傍
点
は
原
文
に
お
い
て
隔
字
体
｡
邦
訳
四
九
六
貢
｡

(39
)

G
.Jet1inek
,
aaO
.(A
n
n
.3
6
),
S
.617
.
邦
訳
四
九
六
-
四
九
七
頁
｡

(
40
)

G
｡
イ

ェ
リ
ネ
ッ
ク
が
こ
の
こ
と
を
明
示
的
に
述
べ
た
こ
と
は
､
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
｡
前
掲
註
(38
)
を
参
照
｡

(4
)
V
g
t.
R
u
dotf
S
m
en
d〉
D
ie
p
o
litisch
e
G
ew
a
lt
im

V
erfassungsstaat
und
d
a
s
P

ro
b
lem
d
e
r
S
taats
f
orm

(1923),
in
:
d
e
rs.)

S
taatsrec
httiche
A
bh
and
lung
en
,
)95
5
,
S
_78f.

(舵
)

R
.S
m
en
d}
a
aO
.(A
n
m
A
1),

S.79
.

(43
)

ス
メ
ン
ト
の
い
う

｢政
治
的

な

｣
執
政
活
動
と
､
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
い
う

｢自
由
な
｣
執
政
活
動
と
は
､
実
際
に
は
ほ
ぼ

7
致
す
る
と
考
え
ら
れ
よ

う
O
こ
の
点
に
つ
き
､
v
g
1.
W

I

Frotsch
er}
a
a
O
.(A
n
n
.9),
S
.162
.
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(4
)

V
g1.R
.S
m
en
d
,
aaO
.(A
rlm
A
l
),S
.79fI

(那
)

V
gr
R
u
d
o
lf
Sm
en
d,V
eTfa
ssung
u
ncIV
erfass
ungsrech
t
(19
28
),in‥
d
er
s.a
do
.(A
n
m
A
l
),S
.211.

(46
)

ス
メ
ン
ト
は
､
シ
ュ
タ
イ
ン
を

｢執
政
説
の
古
典
的
提
唱
者
(K
tassiker)｣
と
位
置
づ
げ
､
そ
の
功
績
を
称
え
て
い
る
.
す
な
わ
ち
､
シ
ュ
タ
イ

ン
の
所
説
は
､
国
家
生
活
の
た
め
の
統

1
的
な
意
思
の
方
向
性
を
指
示
し
､
も
っ
て
国
家

｢精
神
｣
の
確
立
に
資
す
る
点
に
政
治
的
諸
行
為
の
独
自
性
を

認
め
､
｢正
当
に
も
｣
こ
れ
に
光
を
当
て
る
試
み
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
V
g
1.
R
tS
m
en
d
〉
aaO
.(A
n
n
.41)〉S
.7
9f.

(47
)

v
gl.W
a
lte
r
J
e
tlin
ek
}V
erw
a
ttu
n
g
sre
cht}3.A
u
fl1
1931,S
.3f.

(48
)

V
g
l.
W

.F
rot
sch
er,aaO
.(A
nn
.9
),S
.16
4_

(舶
)

V
g

1.
S
.M
a
g
ie
ra,aaO
t(A
n
m
18),S.46
.

(50
)

V
g
r
W
a
lte
r
L
eisner.
Re
g
ie
r
ung
a
ls
M
a
ch
t
l(o
m
b
in
ierte
n
E
r
m
essens,JZ
1968,
S.72
8
.

(5
)

S
.M
ag
ie
ra〉aaO
.(A
nn
.8
),
S
.5
3.

(5

)
J
O
aCh
i
m
Jens
lJ
e
sse
＼
T
h
om
a
s
E
31w
e
in
,
D
as
R
eg
ie
run
gs
system
d
er
B
u
n
d
esrep
u
b
lik
D
e
utsc
hlan
d
,
B
d
.i
,
8
1A
ufl.
1997,S
.2591

(53
)

U
lr
ich
Scheuner,D
er
B
ere
ich
d
er
R
eg
ieru
n
g
(19
52
),in
:
der
s.uS
ta
a
tsth
e
o
rie
u
n
d
Staatsrech
t,
1
97
8
,
S
A
7
7f.

(
鋼

)

V
g
l.K
o
n
ra
d
fJesse
〉
G
ru
nd
z

iig
e
de
s
V
er
fassu
n
g
sre
c
hts
d
er
B
u
n
d
esrepub
lik
D
eu
t
schtan
d,
2
0
1A
uft.1
995
,S
.22
6
f"
R
n
15
3
1.
那

訳
と
し
て
参
照
､
コ
ン
ラ
ー
ト

｡
ヘ
ッ

セ

(阿
部
照
哉

ほ
か
訳
)
『西
ド
イ
ツ
憲
法
綱
要
』
(日
本
評
論
社
二

九
八
三
年
)
二
六
五
貢
､
コ
ン
ラ
ー
ト

8

ヘ
ッ
セ

(初
宿
正
典
-
赤
坂
蕃

山
訳
)
『ド
イ
ツ
憲
法
の
基
本
的
特
質
』
(成
文
堂

二

一〇
〇
六
年
)
三
三
六
頁
o
併
せ
て
参
照
､
吉
田
栄
司

｢内
閣
の
対

国
会
責
任
に
つ
い
て
｣
関
西
大
学
法
学
論
集
三
七
巻
二
二
二
号

二

九
八
七
年
)

1
二
二
貫
o

(5
)

K
la
u
s
S
tern
,D
as
Staatsrecht
d
er
B
tln
d
e
srep
ub
lik
D
e
utschlan
d
〉B
d
.2,
1980
,
S
.681.

(56
)

以
上

の
叙
述

に
つ
き
参
照
､
宮
井
清
暢
｢
『統
治

(R
e
g
ieru
n
g
)』
の
概
念
に
つ
い
て
｣
北

野
弘
久
教
授
還
暦
記
念
論
文
集

『納
税
者
の
権
利
』

(勤
革
書
房
｡

一
九
九

1
年
)

一
〇
五
-

1
1
O
頁
｡

(57
)

ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
下
に
お
け
る
ラ
イ
ヒ
首
相
の
基
本
方
針
決
定
権
に
つ
い
て
､
参
照
､
毛
利
透

｢
ド
イ
ツ
宰
相
の
基
本
方
針
決
定
権
限
と

『宰
相
民

主
政
』
｣
筑
波
法
政
二
七
号

二

九
九
九
年
)
四
二
-

六
七
頁
｡

(5
)

V
g
1.L
eoW
i

ttm
ayer,G
Tunds欝
ze
u
n
cl
tJ
bersich
t,in‥G
eThard
A
nschtitz
＼
R
ich
a
rd
T
h
om
a
(H
rsg.),H
andbuch
d
es
D
eutsc
hen

Staatsr
ech
ts}B
d
.2,1932,S
.330
.
ヴ
ィ
ツ
ト
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
､
｢執
政
｣

は
｢最
高
位
の
国
家
指
導
｣

(obers
te
Staatsleitung)
を
指
す
概

念

で
あ
り
､
ヴ
ァ
イ

マ
ル
時
代
に
あ
っ
て
既
に
､
定
義
さ
れ
て
い
た
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
､
そ
の
存
在
が
前
提

と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
｡
ラ
イ
ヒ
首
相

に
-

ラ
イ
ヒ
議
会
に
対
し
て
責
任
を
負
い
つ
つ
!

政
治
の
基
本
方
針
決
定
権
を
付
与
す
る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
五
六
条
は
､
こ
の
こ
と
を
実
証
す
る
憲

法
規
定
と
し
て
と
-
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
｡
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(5
)

｢最
高
位
の
国
家
指
導
｣
(前
掲
註
58
)
は
な
お
広
義
の

｢行
政
｣
に
属
す
る
の
か
､
そ
れ
と
も
別
の
独
立
し
た

1
作
用
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
､

ヴ
ィ
ツ
ト
マ
イ
ヤ
ー
は
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
o
V
g
l.
W
.M
t)ssle
,
a
a
O
.(A
n
n
.29),
S
.98
.

66656463626160

V
g
l.
L
.W
ittm
a
y
er,
a
a
O
.(An
n
.5
8),
S
.3
3
1.

V
g
l.
L
.W
ittm
a
y
er,
a
a
O
.(
An
n
.5
8),
S
.3
3
4
.

V
g
t.
R
ich
a
rd
T
h
o
m
a
}
G
ru
n
d
b
e
g
riffe
u
n
d
G
ru
n
d
s警
ze
,
in
:
G
.A
n
sch
iitz
J
R
.T
h
o
m
a
(H
rsg
.)}
a
a
O
.(A
n
n
.58
),
S
.)36
.

V
g
r
R
.T
h
o
m
a
,
a
d
o
_(A
n
n
.6
2),
S
.136f.

L
.W
ittm
a
y
er,ado
.(A
n
n
.58
),S
.331
.

V
g
l.
L
.W
ittm
a
y
e
r,
a
a
O
.(A
n
n
.5
8
),
S
.331;
333
.

V
g
l.
J
o
h
a
n
n
es
H
ec
k
el,
E
inrich
tu
n
g
u
n
d
re
ch
ttic
h
e
B
e
d
eu
tu
n
g
d
e
s
R
eich
sh
a
u
sh
a
ltsg
esetzes,
in
:
G
IA
n
sc
h
Litz
I
氏
.T
h
o
m
a

(74-1-74)74

(H
rsg
.),
a
d
o
.(A
n
m
15
8),
S
.386ff.

(6
)

V
g
l.
)
.H
e
ck
et,
a
a
O
.(A
n
m
.6
6).
S
.386
.

(68
)

こ
の
通
説
が
､
プ
ロ
イ
セ
ン
予
算
争
議
に
際
し
て
の
､
P
ニ
フ
-
バ
ン
ト
の

『予
算
論
』
(P
a
u
l
L
a
b
a
n
d
}
D
a
s
B
u
d
g
etrech
t
m
a
ch
d
en
B
e
-

stim
m
u
n
g
en
P
reu
ssisch
e
n
V
erfa
ssu
n
g
sと
rk
u
n
d
e
u
n
te
r
B
ertic
k
sich
tig
u
n
g
d
er
V
e
rfa
ssu
g
d
e
s
N
o
rd
d
e
u
tsch
en
B
u
n
d
e
s,
18
7
1,S
.1
3)

に
淵
源
す
る
こ
と
は
､
わ
が
国
で
も
す
で
に
広
-
知
ら
れ
て
い
る
｡
参
照
､
高
見
勝
利

｢
『予
算
』
の
性
質
と
そ
の
形
式
に
つ
い
て
｣
法
教

一
七
三
万

二

九
九
四
年
)
六
七
貢
｡

(6
)
V
g
l.
)
.H
eck
et,
a
a
O
.(A
n
m
.66),
S
.38
7f.

へ
ッ
ケ
ル
に
よ
れ
ば
､
か
か
る
民
主
的
権
力
分
立
論
の
構
想
は
､
立
憲
君
主
制
期
に
お
い
て
既
に
認

め
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
執
政
府
に
帰
属
す
る

〓
定
の
活
動
に
国
民
代
表
が

｢参
画
｣
す
る
こ
と
は
､
国
家
指
導
に
対
す
る
民
主
的
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
か
よ
う
な
国
民
代
表
の

｢参
画
｣
は

〓
定
の
重
要
な
活
動
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
､
こ
こ
に
は
､
国

民
代
表
が
執
政
権
を

｢分
有
｣
(T
e
i-u
n
g
)
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
民
主
的
に
統
制
す
る
と
い
う
､
｢民
主
的
権
力
分
立
論
｣
の
理
論
枠
組
が
認
め

ら
れ
る
と
い
う
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
現
代

民
主
政
の
下
で
は
､
上
述
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
代
わ
っ
て
､
民
主
的
創
設
お
よ
び
民
主
的
正
統
化
の
問

題
が
前
面
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
｡
が
､
｢創
設
｣､
｢正
統
化
｣､
｢
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
｣
の
異
同
に
つ
い
て
､
そ
の
詳
細
は
定
か
で
な
い
｡

(70
)

V
g
t.
1
.H
eck
et,
a
a
O
.(A
n
n
.66),
S
.389
.

(7
)

V
g
i.
J.H
eck
e1.
a
a
O
.(A
n
n
.6
6),
S
.3
90
.

(72
)

)
.H
e
c
k
e
t,
a
a
O
.(A
n
m
.66
),
S
.3891

(73
)

む
ろ
ん
､
以
上
の
へ
ッ
ケ
ル
の
叙
述
に
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
と
い
う
の
も
､
あ
る
国
家
活
動

(た
と
え
ば
予
算
)
を

｢国
家
指
導
｣
と
位

置
づ
け
る
こ
と
が
､
そ
の
ま
ま
､
当
該
活
動
の
法
的
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
は
考
え
に
-
い
か
ら
で
あ
る

(こ
の
点
に
つ
き
､
V
g
l.
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E
rn
st
W
o
tfg
ang
B
t5ck
en
f8rd
e
)
D
ie
O
rg
anisatio
nsgew
a
lt
im

B
ere
ich
d
er
R
eg
ie
rung,2.A
u
ft.
1998,S
.)83f.)｡
既
述
の
よ
う
に
へ
ッ
ケ

ル
は
､
予
算
法
律
を
｢行
政
行
為
｣
と
み
る
通
説
に
対
し
､
か
か
る
定
式
は
予
算
確
定
に
関
す
る
権
限
配
分
の
異
体
的
基
準
た
り
え
な
い
と
し
て
､
こ
れ

を
批
判
し
た

(V
g
l.
I
.rt
eck
el,aaO
.(A
n
m
.66),S
.387
)｡
番
っ
て
､
予
算
を

｢国
家
指
導
｣
と
性
格
づ
け
る
こ
と
は
､
｢
そ
の
構
造
､
議
決
手
続
､
お

よ
び
法
的
効
果
｣
を
判
断
す
る
決
定
的
基
準
た
り
う
る
と
い
う

(V
g
l.
I
.1{
ecket,a
a
O
.(An
n
.66),S
.
390)O
が
､
｢国
家
指
導
｣
な
る
概
念
か
ら
い
か

に
し
て
そ
の
よ
う
な
果
実
を
得
ら
れ
る
の
か
､
そ
の
詳
し
い
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ

る｡へ
ッ
ケ
ル
の
所
論
に
対
し
て
､
″国
家
指
導

は
か
-
あ
る
べ
し
″
と
す
る
諸
原
則
を
あ
ら
か
じ
め
こ
の
概
念
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
お
き
､
そ
れ
を
予
算
と
い
う
具
体
例
に
適
用
し
て
い
る
だ
け
の
こ

と
だ
､
と
す
る
批
判
が
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
｡
V
g
l.
K
arl
H
e
in
rich
F
riauf
,
D
er
S
taatsh
au
sh
a
ttspla
n
im
S
p
a
n
n
u
n
g
sfe
ld

zw
iI

sch
e
n
P
ar
lam
en
t
u
n
d
R
eg
ie
ru
ng
,)9
6
8
,
S
_28
2
.

(
7
4
)

V
gt.W
.
M
t)sste,
aaO
.(A
nn
.29),S
.110.

(75

)

V
g
1.
H
artm
ut
M
a
u
r
e
r
)Staatsre
cht
I,
4
.A
u
fl.
2005,SA
9
3,R
n
A
5
.

こ
れ
ら
に
加
え
て
､
形
式
的
意
味
の
レ
ギ
ー
ル
ン
グ

(執
政
府
に
憲

法
上
配
分
さ
れ
た
任
務
を
指

す
)
に
言
及
さ
れ
る
の
が

1
般
的
で
あ
る
｡

(7
)

へ執
政
府
-
執
政
作
用
を
担
任
す
る
機
関
)
と
い
う
理
解
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
､
v
g
t.
M
einhard
S
c
h
rG
d
er,
A
ufg
aben
d

er
B
undesreg
ie
･

ru
rlg
,in
‥
J
o
se
f
lsensee
＼
P

au
l
K
irc
hhof
(H
rsg
.)YH
an
d
b
u
ch
d
e
s
S
taa
tsre
chts
〉B
d
I3,
3.A
u
ft.
2
005
,S
.ll(7,
R
n.

鍵

.

(77
)

と
は
い
え
､
執
政
作
用
を
担
任
す
る
機
関
-
連
邦
執
政
府
と
い
う
図
式
が
長
ら
-
通
用
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
た
と

え

ば
､
以
下
の
連
邦
憲

法
裁
判
所
決
定
は
､
連
邦
執
政
府
を
､
国
家
指
導
遂
行
機
関
と
位
置
づ
け
て
い
る
｡
v
g
t.
B
V
erfG
E
IO
5
,
25
2
(2
70);
105,279
(301).
こ
れ
ら
は
た

し
か
に
､
執
政
府

｢だ
け
が
｣
執
政
作
用
を
担
任
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
､
執
政
作
周
と
執
政
府
と
の
強
度
な
対
応
関
係

を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
は
難
し
-
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

8281807978

V
gt.L
.W
ittm
a
y
e
r}
aaO
.(A
nn
.58
),S
.333.

V
g
l.
1.H
eck
el,
aa
O
.(A
n
n
.66),S
.389
1

前
掲
註
(65
)お
よ
び
(70
)
を
参
照

の
こ
と
｡

V
g
L
K
.H
.F
r
iau
f,
aaO
.(A
n
n
.7
3),S
.28
3;284
.

V
g
l.
G
erha
rd
L
eibh
olz
)R
egie
rung
un
d
P
arLam
en
t,
in
‥
d
e
r
s.,S
tru
打
tu
rp
r
obtem
e
d
er
m
()d
e
rn
e
n
D
em
ok
ratie
,
3
.A
u
fl.
1967,
S
.

162f.
邦
訳
と
し
て
参
照
､
G

ニ
フ
イ
ブ
ホ

ル
ツ
(阿
部
照
哉
ほ
か
訳
)
『現
代
民
主
主
義

の
構
造
問
題
』

(木
鐸
社

ェ

九
七
四
年
)

1
八

〇～
1
八

頁
｡
傍
点
は
引
用
者
｡

(83
)

V
g
l.
G
.Jet1inek
,aaO
.(A
n
m
.36),S
.6
16
f.
邦
訳
四
九
六
-
四
九
七
頁
｡

(84
)

V
g
l.
G
.J
eltinek
〉aaO
.(A
n
n
.36
),S
.6
18
1
邦
訳
四
九
七
頁
｡
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(85
)

V
g
t.氏
.S

m
en
d
,a
a

O
.(A
n
m

A
t),
S.

7

8

,A
n
m
A
4
.

(8
)

ヴ
ィ

ツ
ト
マ
イ
ヤ
ー
や
へ
ッ
ケ
ル

の所

説
に
お
い
て
は
､
執
政
権
を
執
政
府
の
掌
中
に
留
め
よ
う
と
す
る
傾
き
が
強
-
､
こ
れ
に
対
す
る
議
会
の
参

画
は
あ
-
ま
で

｢例
外
｣
と
し
て
の
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡
V
g
l-
W
e
rnerr
l
eunuS
taatsh
a
u
s
h
att
u
n
d
S
taatste
i
tung
,
1
9

89,
S.2
)
.

(74-1-76)76

第
二
章

議

会

と

執

政

-

｢
協

働

権
｣
と
し
て
の
執
政
権

前
章
に
み
た

｢執
政
｣
領
域
の
承
認
､
お
よ
び
ヴ
ァ
イ
マ
ル
国
法
学
の
な
か
に
少
な
-
と
も
そ
の
萌
芽
を
確
認
し
え
た
協
働
執
政
理
論
は
､

基
本
法
の
下
で
ど
の
よ
う
に
継
受
さ
れ
て
い
っ
た
か
｡
そ
の
軌
跡
を
辿
り
､
ド
イ
ツ
に
お
け
る

｢執
政
｣
概
念
の
核
心
に
迫
る
こ
と
が
､
本

章
の
課
題
で
あ
る
｡

第

二
即

基
本
法
下
に
お
け
る

｢執
政
｣
概
念

の

受

容

基
本
法
も
ま
た
､
プ

ロ
イ
セ
ン
憲
法
や
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法

と
同
様

に
､

国

家

作

周

と
し
て
の
レ
ギ

ー
ル
ン
グ
概
念
を
欠
い
て
い
る
｡
こ
れ

に
代
わ

っ
て
頻
繁
に
周
い
ら
れ
て
い
る
の
は

｢
執
行
権
｣

(v
o
llz
ie
h
e
n
d
e

G

e
w

a
l
t
)

と
い
う
概
念
で
あ
り
､
字
義
ど
お
り
に
解
す
れ
ば
､

｢法
律
の
執
行
｣
に
関
心
が
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
基

本

法
制
定
過
程
に
照
ら
せ
ば
､
右

の
よ

う
な

｢執
行
権
｣

の
限
定
的
理
解
は
早
計
で
あ
ろ
う
｡

(87
)

わ
が
国
に
お
い
て
も
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
基
本
法
の
草
案
段
階
に
お
い
て
は

｢行
政
｣
概
念
が
多
用
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
､

(88
)

こ
れ
が
し
だ
い
に

｢執
行
権
｣
概
念

へ

変

更
さ
れ
､
現
在
に
至

っ
て
い
る
｡
こ
の
点
に
つ
き
､
必
ず
し
も
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
い
も
の
の
､
｢
法
律
の
執

行

｣

に
ほ
ぼ
対
応
す
る

｢行
政
｣
概
念
は
狭
き
に
失
す
る
と
の
懸
念
が
そ
の
根
底
に
あ
り
､
外
交
や
軍
事
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(8
)

を
は
じ
め
広
-
国
家
指
導
作
用
を
包
含
す
る
概
念
と
し
て
､
｢執
行
権
｣
概
念
に
軍
配
が
上
が

っ
た
も
の
と
評
価

で
き
る
｡

す
な
わ
ち
､
基
本
法
は
作
用
的
意
味
で
の
レ
ギ
ー
ル
ン
グ
概
念
こ
そ
履
い
て
い
な
い
も
の
の
､
｢執
政
｣
領
域
の
存
在
を
む
ろ
ん
承
認
し
､

相
応
の
関
心
を
向
け
て
い
る
p
と
彼
国
の
学
説
は
理
解
し
て
い
る
｡
か
か
る
基
本
法
の
下
で
展
開
さ
れ
た
学
説
を
p
こ

こ

で

検
討
の
盛
上
に

載
せ
よ
う
｡

1

ヴ
ァ
イ
マ
ル
国
法
学
の
継
承
と
断
絶

は
じ
め
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
､
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
の

｢執
政
｣
理
論
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
､
独
自
の
視
点
か
ら
こ
れ
を
発
展
さ
せ

た

じ

ゃ
シ
ョ
イ
ナ
-
で
あ
る
｡
彼
は
､
ス
メ
ン
ト
の
古
稀
祝
賀
論
文
集
に
寄
せ
た
論
考
に
お
い
て
､

一
九
世
紀
後
半
の
実
証
主
義
的
国
法
学
を

(9)

批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

た
｡

当
時
の
国
法
学
理
論
は
､

国
家
の
機
能
を

｢法
の
維
持
者
お
よ
び
創
出
者
｣
た
る
点
に
し
か
求
め
て
い
な
い
｡
そ
こ
か
ら
生
じ
る
の
は
､

立
法
権
と
執
行
権
の
二
元
対
立
図
式
で
あ
り
､
こ
の

｢執
行
権
｣
は

｢法
律
の
執
行
｣
以
上
の
も
の
で
は
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
政
治
目
的
の

確
立
お
よ
び
実
現
に
向
け
て
国
民
全
体
の
活
動
を
組
織
化
す
る
と
い
う
､
国
家
が
本
来
的
に
担

っ
て
い
る
は
ず
の
国
家
指
導
的
役
割
を
､
そ

こ
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡

シ
ョ
イ
ナ
-
は
､
実
証
主
義
的
国
法
学
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
批
判
的
理
解
に
基
づ
き
､
自
ら
の
立
脚
点
を
ス
メ
ン
ト
の
所
説
に
求
め

(91
)

た
｡

つ
ま
り
､
｢執
政
｣
領
域
の
析
出
と
､
｢政
治
｣
と
い
う
鍵
概
念
に
よ
る
同
領
域
の
画
定
が
､
彼
の
主
た
る
関
心
事
と
な

っ
た
｡

(
一
)

ス
メ
ン
ト
理
論
の
継
承

シ
ョ
イ
ナ
-
は
､
国
家
の
諸
活
動
を
､
法
的
な
領
域
と
政
治
的
な
領
域
に
区
分
し
ょ
う
と
試
み
た
｡
両
者
は

た

しか

に

蔵

然
と
分
離
さ
れ

(92
)

う
る
も
の
で
な
い
と
は
い
え
､
こ
の
区
別
は
国
家
活
動
の
内
容
約
分
賓
に
と
っ
て
重
要
な
立
脚
点
を
提
供
す

る

と

いう
｡

こ
の
う
ち
､
｢

政

77(74-1-77)
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治
｣
の
領
域
に
つ
い
て
､
シ
ョ
イ
ナ
-
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
た
｡

｢政
治
と
は
､
国
家
全
体
に
関
わ
る
目
的
に
つ
い
て
の
創
造
的
決
定
と
､
そ

の
貫

徹
に
資
す
る
社
会
的
権
力
の
獲
得
お
よ
び
行
使
の
こ
と

(93
)

で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
社
会
的
全
体
を
形
成
す
る

〓
定
の
思
想
と
目
的
を
打
ち
た
て
､
こ
れ
を
貫
徹
す
る
営
み
で
あ
る
｣｡

要
す
る
に
､
こ
れ
は
､
ス
メ
ン
ト
理
論
継
承
の
宣
明
で
あ
る
｡
国
家
全
体
に
関
す
る
目
的
を
設
定
し
､
指
導
､
調
整
ま
た
は
計
画
に
基
づ

き
当
該
目
的
の
実
現
を
図

っ
て
ゆ
-

一
連
の
過
程
こ
そ
が

｢政
治
｣
の
本
質
で
あ
る
､
と
い
う
命
題
が
こ
こ
で
再
び
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
｡

(94
)

シ
ョ
イ
ナ
-
に
よ
れ
ば
､
｢執
政
｣
は
､
か
か
る

｢政
治
｣
の
領
域
に
属
す
る
と
い
う
｡

(74-1-78)78

(二
)

協
働
執
政
理
論
の
継
受

(95
)

シ
ョ
イ
ナ
-
が
そ
う
し
た

｢執
政
｣
作
用
の
筆
頭
に
掲
げ
る
の
は
､
立
法
権
と
執
行
権
が
相
互
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
あ
う
活
動
で
あ
る
｡

た
と
え
ば
､
連
邦
議
会
に
よ
る
連
邦
首
相
の
選
挙

(基
本
法
六
三
条

1
項
)､
連
邦
会
議
に
よ
る
連
邦
大
統
領
の
選
挙

(同
五
四
条

1
項
)､

連
邦
首
相

¢
連
邦
議
会

◎
連
邦
大
統
領
の
い
わ
ば

｢協
働
｣
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
連
邦
議
会
の
解
散

(同
六
八
条

一
項
)
が
こ
れ
に
含
ま

れ
る
｡
加
え
て
､
連
邦
執
政
府
に
よ
る
議
案
提
出
お
よ
び

〓
定
の
法
律
に
対
す
る
同
意
と
い
っ
た
活
動
も
ま
た
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
.
つ
ま
り
､
連
邦
執
政
府
に
よ
る
法
律
案
の
提
出

(同
七
六
条

1
項
)､
予
算
支
出
超
過
法
律
に
対
す
る
連
邦
執
政
府
の
同
意

(同

一
〓
二
条
)
が
そ
れ
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
予
算
や
外
交
が
こ
こ
に
付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
､
い
う
ま
で
も
な
い
｡

以
上
の
よ
う
な
具
体
例
の
な
か
で
､
シ
ョ
イ
ナ
-
が
と
-
に
注
目
し
た
の
は
､
｢予
算
｣
で
あ
っ
た
｡
既
述
の
よ
う
に
､
｢予
算
法
律
｣
の

議
決
は
権
利
の
創
出
を
そ
の
本
質
と
す
る
も
の
で
は
な
-
､
財
政
的
観
点
か
ら
国
政
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
定
立
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
そ

の
位
置
づ
げ
は
古
-
か
ら
重
要
な
論
点
で
あ
り
つ
づ
け
た
｡
シ
ョ
イ
ナ
-
は
､
こ
の
予
算
を

｢正
当
に
も
｣
国
家
指
導
行
為
と
捉
え
る
立
場

(96
)

(97
)

と
し
て
､

へ
ッ
ケ
ル
の
所
説
に
共
鳴
し
､
自
ら
の
立
場
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｡

ま
ず
結
論
か
ら
い
う
な
ら
ば
､
｢予
算
法
律
は
､
執
政
府
の

(権
限
)
領
域
に
属
す
る
｣｡
こ
の
よ
う
な
理
解
は
､
｢予
算
法
律
は
国
民
を
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直
接
に
拘
束
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
､
と
い
う

理

由
で
は
な
-
､
…
-
こ
れ
は
法
定
立
行
為
と
い
う
よ
り
政
治
的
国
家
指
導
だ
か
ら
､
と
い

う
理
由
｣
に
基
づ
き
､
引
き
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
う
述
べ
る
｡
｢
こ
こ
で
立
法
府
は
､
他
の
国
家
行
為
に
お
い
て
も
み
ら

れ
た
よ
う
に
､
予
算
法
律
と

い
う

協
働
行
為

(G
e
sam
takt)
に
よ
っ
て
こ
れ
に
参
画
す
る
の
だ
｣
｡

こ
う
し
た
シ
ョ
イ
ナ
-
の
説
明
は
､
次
の
よ
う

に
整
理
さ
れ
う
る
｡
政
治
的
な
国
家
指
導
行
為
と
い
う
べ
き
作
周
､
す
な
わ
ち
執
政
作
用

は
､
原
則
と
し
て
ま
ず
執
政
府
の
権
限
領
域
に
属
す
る
｡
予
算
の
確
定
を
は
じ
め
と
す
る
執
政
行
為
は
､
そ
れ
が
国
民
に
直
接
的
な
拘
束
力

を
及
ぼ
す
か
ど
う
か
で
は
な
-
､
政
治
的
な
国
家
指
導
行
為
に
該
当
す
る
こ
と
を
も
っ
て
､

一
次
的
に
は
執
政
府
の
権
限
領
域
に
配
分
さ
れ

る
｡
そ
し
て
こ
の
と
き
､
予
算
法
律
の
議
決
は
､
執
政
府
の
権
限
領
域
に
対
す
る
議
会
の
参
画
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡

シ
ョ
イ
ナ
-
は
以
上
の
よ
う
な
執
政
府
と
議
会
と
の
権
限
関
係
を
指
し
て
､
別
の
箇
所
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
も
語

っ
て
い
る
｡
｢立
法

府
と
執
政
府
は
協
働
し
て
､
立
法
お
よ
び
相
互
の
抑
制
と
い
う
憲
法
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
､
最
高
位
の
決
定
､
す
な
わ
ち

『国
家
意
思
』
を

(98
)

形
成
す
る
｣｡
法
律

に
よ
っ
て
予算
を
確
定
し
､
条
約
を
承
認
す
る
議
会
権
限
､

こ

れ

を
国
家
指
導
に
お
け
る
執
政
府
と
議
会
の

｢協
働
｣

(99
)

(N
usam
m
en
w
irken)
関
係
と
みる
捉
え
方
は
､
ヴ
ィ
ツ
ト
マ
イ
ヤ
ー
や
へ
ッ
ケ
ル
の
予
算
理
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
｡
他
方
､
｢
協
働
｣
と
はい
っ
て
も
､
執
政
作
用
と
執
政
府
と
の
分
か
ち
が
た
い
結
合
が
出
発
点
と
な
っ
て
お
り
､
(執
政
府
の
本
来
的

権
限
に
参
画
す
る
議
会
)
と
い
う
理
論
図
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
､
こ
こ
で
も
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

(≡

)

｢執
政
｣
と

｢立
法
｣

シ
ョ
イ
ナ
-
の
学
説
を
検
討
す
る
の
に
､
本
稿
は
こ
れ
ま
で
､
ヴ
ァ
イ
マ
ル
国
法
学
か
ら
の
連
続
性
に
重
き
を
置
い
て
き
た
｡
と
こ
ろ
が
､

そ
の
よ
う
な
視
角
に
基
づ
-
だ
け
で
は
､
彼
の
所
説
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
と
い
う
の
も
､
シ
ョ
イ

ナ
-
は
､
ス
メ
ン
ト
の
思
考
を
無
批
判
に
継
承
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
､
｢立
法
｣
と

｢
執
政
｣
の
関
係
を
め
ぐ

[[g_)

る
十
分
な
考
察
が
ス
メ
ン
ト
理
論
に
は
み
ら
れ
な
い
､
と
い
う
彼
の
指
摘
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

｡

79(74-1-79)



論 説

か
-
批
判
的
視
点
を
も
つ
シ
ョ
イ
ナ
-
は
､
｢立
法
｣
を
も

｢
執
政
｣
の
一
部
と
し
て
取
り
込
む
､
新
し
い
解
釈
を

提

示

し
た
｡

｢国
家
の
政
治
的
核
心
を
､
目
標
の
決
定
な
ら
び
に

(国
家
全
体
を
)
統
合
し
僻
轍
す
る
総
合
的
指
導

(O
b
e

rleit
u
n
g
)

と
し
て
析
出
さ

せ
る
場
合
に
は
､
立
法
も
こ
れ
に
属
す
る
｡
と
い
う
の
も
､
立
法
は
法
の
定
立
の
み
な
ら
ず
､
規
範
的
な
目
標

決

定

お

よ
び
社
会
秩
序
の
形

[H
｣

成
に
も
資
す
る
か
ら
で
あ
る
｣
｡

か
よ
う
に
シ
ョ
イ
ナ
-
が

｢立
法
の
政
治
的
性
格
｣
に
着
目
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
､
先
に
紹
介
し
た
ス
メ
ン
ト
の
古
稀
祝
賀
論
文
集

二

九
五
二
年
)
か
ら
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
シ
ョ
イ
ナ
-
は
､

一
九
六
二
年
に
公
刊
さ
れ
た
ス
メ
ン
ト
の
傘

寿
祝
賀
論
文
集
に
寄
せ
た
論
考
に
お
い
て
､
ふ
た
た
び

｢執
政
｣
領
域
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
｡

そ
れ
に
よ
れ
ば
､
｢政
治
｣
は

｢法
｣
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
-
､
立
法
に
よ
る
法
形
成
を
そ
れ
自
体
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
｡
現
代

国
家
が
重
要
な
決
定
を
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
立
法
者
に
委
ね
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
､
立
法
の
政
治
的
特
質

(
E
i
n
s
c
h
l
a
g
)

は
､
近
年
ま

す
ま
す
強
化
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
シ
ョ
イ
ナ
-
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
う
え
で
､
従
来

い

わ
れ
て
き
た

｢
執
政
｣

の

･;I;∵

み
な
ら
ず
､
｢立
法
｣
も
ま
た
､
｢国
家
指
導
｣
と
し
て
の
政
治
領
域
に
取
り
込
ま
れ
う
る
と
論
結
し
た

の
で
あ
る
｡

こ
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
､
(
国
家
指
導
-

｢立
法
｣
に
あ
ら
ざ
る
作
用
)
と
い
う
等
式
は
成
り
立
た
な
い
｡
議
会

は

､
執

政
府
に
よ
っ

て
設
定
さ
れ
た
国
家
目
的
の
実
現
に
必
要
な
施
策
を
､
｢法
律
｣
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
議
決
す
る
権
限
を
有
し

て
お
り
､
そ

の
意
味
で

｢立
法
｣
は
､
国
家
指
導
の
重
要
な
構
成
要
素
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
と
き
､
執
政
作
用
を
第

一
次
的
に
執
政
府

の
権
限

と
捉
え

る

従
来

･i=:.rj

の
図
式
は
後
退
し
､
国
家
指
導
全
体
を
議
会
と
執
政
府
の

｢協
働
｣
と
位
置
づ
け
る
た
め
の
基
盤
が
整
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

(74-1-80)80

二

｢共
有
｣
権
限
と
し
て
の
執
政
権

シ
ョ
イ
ナ
-
に
よ
る
ス
メ
ン
rIL
説
の
批
判
的
継
承
を
機
縁
と
し
て
､
基
本
法
の
下
で
は
､
執
政
権
の
配
分
を
め
ぐ
る
議
論
が

1
段
と
活
発

化
し
た
o
か
か
る
議
論
の
通
奏
低
音
は
､
い
わ
ゆ
る

｢協
働
執
政
理
論
｣
で
あ
り
つ
づ
け
た
も
の
の
､
そ
こ
で
の
執
政
府
の
優
位
を
強
調
す



執政機関としての議会 (村西)

る
従
前
の
理
解
と
は
異
な
り
､
(
執
政
機
関
と
し
て
の
議
会
)
が
徐
々
に
顕
在
化
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
定
着

さ
せ
る
の
に
大
き
な
影
響
を
果
た
し
た
の
が
､
以
下
に
紹
介
す
る

E
｡
フ
リ
ー
ゼ
ン
ハ
ー
ン
の

｢
共
有
｣
定
式
で
あ

っ
た
｡

(
〟
)

執
政
府
の
独
立
性

フ
リ

ー
ゼ
ン
ハ
ー
ン
は
､
執
政
権
の
配
分
を
説
-
前
提
と
し
て
､
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
執
政
府
と
議
会
と
の
権
限
関
係
に
つ
き
基
本
的

な
注
意

を
促
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
執
政
府
の
独
立
性
に
つ
い
て
で
あ
る
｡

議
院
内
閣
制
の
下
で
は
､
執
政
府
は
議
会
多
数
派
の
支
持
を
基
盤
に
活
動
能
力
を
得
る
か
ら
､
い
き
お
い

｢議
会
の
執
行
委
員
会
｣
に
成

り
下
が
る
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
｡
彼
は
こ
れ
に
対
し
て
､
議
院
内
閣
制
に
お
い
て
も
執
政
府
は
政
治
的
指
導
機
関
と
し
て
独
立
性
を
保

持
す
る
こ
と
を
強
調
し
､
執
政
府
が
議
会
に
影
響
力
を
行
使
す
る
具
体
的
な
し
-
み
と
し
て
､
執
政
府
に
固
有
の
政
治
指
針
決
定
権
や

(そ

1川l

れ
に
基
づ
-
)
議
案
提
出
権
が
配
分
さ
れ
て
い
る
､
と
強
調
し
て
い
る

｡

通
常
の
政
策
決
定
局
面
に
お
い
て
は
､
議
会
に
よ
る
決
定
を
執
政
府
が
待

つ
と
い
う
よ
り
､
逆
に
執
政
府
の
手
に
な
る
政
策
案
を
議
会
が

受
け
取
り
､
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
に
承
認
を
与
え
て
い
る
と
い
う
｡
だ
が
､
フ
リ

ー
ゼ
ン
ハ
ー
ン
は
こ
う
し
た
執
政
府
の
指
導
的
地
位
を
強

調
す
る
だ
け
で
は
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
国
民
生
活
に
と

っ
て
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
は
､
議

会
が
み
ず
か
ら
指
導
的
な
役
割
を
引
き
受
け
､

∴=iT]

執
政
府
に
実
行
さ
せ
る
政
策
を
主
体
的
に
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
｡

(
二

)

｢協
働
｣
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

こ
の
よ
う
に

一
方
が
他
方
に
従
属
す
る
関
係
に
は
な
い
､
二
つ
の
対
等
な
機
関

執
政
府
と
議
会

-
は
､
執
政
作
周
の
遂
行
に
あ

た

っ
て
ど
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
の
か
O
フ
リ
ー
ゼ

ン
ハ
ー
ン
は
､
｢協
働
｣
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

を
駆使
し
て
､
こ
れ
を
説
明
し
よ(帆

)

う
と
試
み
る
｡
す
な
わ
ち
､
議
院
内
閣
制
は
､
執
政
作
周
に
議
会
を

｢協
働
｣
さ
せ
る
統
治
シ
ス
テ
ム
に
他
な
ら
な
い
､
と

い
う
の
で
あ
る
｡
81(74-1-81)
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む
ろ
ん
､
こ
こ
に
い
う

｢協
働
｣
は
､
執
政
府
と
議
会
の
間
に
横
た
わ
る
緊
張
関
係
の
消
失
を
意
味
し
な
い
｡
国
家
全
体
の
意
思
を
形
成

す
る
に
際
し
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
が
独
自
の
重
要
性
と
個
別
の
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
､
フ
リ
ー
ゼ
ン
ハ
ー
ン
は
注
意
を
喚
起
し
て

い
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
執
政
府
が
議
会
の

｢執
行
委
員
会
｣
と
な
る
必
要
は
な
-
､
逆
に
､
議
会
が
執
政
府
に
よ
っ
て
都
合
よ
-
用
い
ら

れ
る

｢道
具
｣
で
あ
っ
て
も
困
る
｡
議
会
は
執
政
府
の
提
案
に
対
し
て
､
と
き
に
こ
れ
を
追
認
し
､
と
き
に
修
正
権
を
行
使
し
､
さ
ら
に
別

の
事
例
に
お
い
て
は
提
案
を
拒
否
し
て
執
政
府
に
再
考
の
機
会
を
与
え
る
と
よ
い
｡
か
よ
う
に
､
議
会
と
執
政
府
が
相
互
に
不
断
に
影
響
力

を
行
使
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
両
者
の

｢持
続
的
な
協
働
｣

(fortdauernd
e
Zusam
m
enarbeit)
が
成
立
し
､
ひ
い
て
は
実
効
的
な

(捕)

｢国
家
指
導
｣
に
結
実
す
る
､
と
フ
リ
ー
ゼ
ン
ハ
ー
ン
は
力
説
す
る
の
で
あ

る

｡

(74-1-82)82

(≡
)

｢共
有
｣
定
式

フ
リ
ー
ゼ
ン
ハ
ー
ン
は
､
以
上
の
よ
う
な
協
働
執
政
理
論
を
､
次
の
よ
う
な
-

今
日
な
お
し
ば
し
ば
引
照
さ
れ
る
1

著
名
な
定
式
に

よ
っ
て
表
現
し
た
｡

｢い
｣

｢国
家
指
導
は
､
執
政
府
と
議
会
の
い
わ
ば
共
有
に
属
す
る
｣
｡

こ
の

｢共
有
｣
定
式
は
､
｢厳
格
な
権
力
分
立
原
則
｣
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
う
る
､
と
彼
は
述
べ
て
い
る
｡

つ
ま
り
､
議
会
を
も
っ
ぱ
ら
立
法
者
と
し
て
､
執
政
府
を
常
に
執
行
権
と
し
て
､
両
者
の
任
務
を
硬
直
的
に
対
置
す
る
理
論
枠
組
か
ら
脱
却

す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
フ
リ
ー
ゼ
ン
ハ
ー
ン
に
よ
れ
ば
､
憲
法
の
個
別
条
項
が
執
政
府
に
専
属
さ
せ
て
い
る
権
限
を
除
い
て
､

す
べ
て
の
執
政
権
に
､
上
述
の

｢共
有
｣
定
式
が
妥
当
す
る
と
い
う
｡

そ
の
具
体
例
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
､
｢立
法
｣
で
あ
る
｡
執
政
府
に
法
案
提
出
権
が
あ
り
､
執
政
府
の
代
表
が
委
員
会
や
本

会
議
に
お
け
る
審
議
に
参
加
し
う
る
と
い
う

一
事
だ
け
で
も
､
｢立
法
｣
を

｢協
働
執
政
｣
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
道
が
開
け
る
の
で
は
な

い
か
｡
こ
こ
で
は
､

一
定
の
執
政
作
用
に
議
会
の
協
働
を
要
請
し
て
い
る
の
は
他
な
ら
ぬ
憲
法
規
定
そ
れ
自
身
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
に
留
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意
が
必
要
で
あ
る
｡
条
約
締
結
､
宣
戦
講
和

に
か
か
る
決
定
､
予
算
､
そ
し
て
組
織
編
制
法
律
と
い
っ
た
例
を
列
挙
す
る
ま
で
も
な
-
､
基

本
法
の
規
定
す
る

｢協
働
執
政
｣
は
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
｡
そ
の
意
味
で
､
(執
政
機
関
と
し
て
の
議
会
)
は
､
基
本
法
に
お
い
て
例
外
的

､=･-i,

な
議
会
像
で
は
な
-
､
む
し
ろ

一
般
的
な
議
会
の
位
置
づ
け

で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
｡

後
述
の
よ
う
に
､
｢共
有
｣
概
念
の
下
で
執
政
権
を
語
る
こ
と
に
は
､
否

定
的
見
解
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
が
､
フ
リ
ー
ゼ
ン
ハ
ー
ン

に
よ

っ

て
確
立

さ
れ
た
こ

の

｢共
有
｣
定
式

(;T
･=

)

に
思

わ
れ
る

｡

協
働
執
政
理
論
-

は
､
今
日
な
お
幅
広

い
支

持
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う

第

二

節

国
家
指
導
的
決
定
の
た
め
の
議
会
留
保

上
述
の
ご
と
-
執
政
作
用
が
執
政
府
の
専
権
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
学
説
は
､
国
家
指
導
の
な
か
で
議
会
の
関
与
を
必
須
と
す
る
領

(1-1
)

域
を
画
定
し
よ
う
と
試
み
る
｡
こ
れ
が
､
｢国
家
指
導
的
決
定
の
た
め
の
議
会
留
保
｣
と
呼
ば
れ
る
議
論
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
議
会
留
保
の
典
型
例
と
し
て
は
､
議
会
に
付
与
さ
れ
た
外
交
領
域
に
お
け
る
承
認
権
や
予
算
の
議
決
権
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
後
者

に
つ
い
て
は
､
本
稿
に
お
い
て
既
に
い
-
ら
か
触
れ
た
の
で
､
こ
こ
で
は
議
会
の
外
交
権
を
考
察
の
対
象
と
し
た
い
｡

1

協
働
権
と
し
て
の
外
交
権

- な
諸
外
国
と
の
条
約
締
結
､
軍
事
同
盟
へ
の
加
盟
ま
た
は
そ
こ
か
ら
の
脱
退
な
ど
､
外
交
案
件
の
処
理
は
い
つ
の
時
代
も
国
家
指
導
の
重
要

一
領
域
で
あ

っ
た
｡
ド
イ
ツ
の
学
説
は
､
諸
種
の
外
交
案
件
処
理
権
限
を

｢外
交
権
｣

(A
u
sw
驚

t
ig
e

G
e
w

a
l
t
)

と
い
う
概
念
の
下
に

B聯
汎

括
し
､
そ
の
配
分
の
あ
り
方
を
議
論
し
て
き
た
｡
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(

こ

執
政
府
の
専
権
か
､
そ
れ
と
も
協
働
権
か

＼t.tl

ま
ず
問
わ
れ
た
の
は
､
わ
が
国
で
も
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
お
り
､
外
交
案
件
に
関
与
す
る
議
会
権
限
の
位
置
づ
げ
で
あ

っ
た
｡
た
と

え
ば
､
外
交
権
の
代
表
的
な

一
局
面
に
関
わ
る
基
本
法
五
九
条
二
項
は
､
次
の
よ
う
に
議
会
の

｢協
働
｣
(M
itw
ir
k
u
n
g
)
権
を
規
定
し

て
い
る
｡

｢連
邦
の
政
治
的
関
係
を
規
律
し
､
ま
た
は
､
連
邦
の
立
法
の
対
象
に
か
か
わ
る
条
約
は
､
そ
れ
ぞ
れ
連
邦
の
立
法
に
つ
い
て
権
限
を
有

す
る
機
関
の
､
連
邦
法
律
の
形
式
で
の
承
認
ま
た
は
協
働
を
必
要
と
す
る
｣
｡

こ
れ
を
も

っ
て
､
議
会
を
も
外
交
権
の
主
体
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
､
そ
れ
と
も

外
交
権
の
主
体
は
ど
こ
ま
で
も
執
政
府
で
あ

っ
て
､

議
会
の
協
働
権
は
あ
-
ま
で
例
外
的
権
限
に
留
ま
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡

(川
)

基
本
法
制
定
か
ら
ま
だ
間
も
な
い
こ
ろ
､
W
⑳
G
◎
グ
レ
ー
ヴ

エ
は
後
者
の
見
解
を
力
説
し
た
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
法
定
立
権
限
を
議
会

に
委
ね
る

一
方
､
連
邦
首
相
お
よ
び
連
邦
執
政
府
に
政
治
的
指
導
権
限

(六
五
条
)
を
与
え
る
基
本
法
の
下
で
､
外
交
政
策
の
指
導
権
限
は

執
行
権

(E

x
ek
utiv
e
)
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡

〓
定
の
条
約
締
結
に
対
し
て
議
会
の
関
与
権
限
を
認
め
た
五
九
条
二
項

は
､
立
法
権
の

｢例
外
的
権
限
｣
を
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
､
本
条
の
み
を
理
由
に
､
執
行
権
の
活
動
に
対
す
る

一
般
的
な
協
働

権
を
語
る
こ
と
は
失
当
で
あ
る
と
い
う
｡

3

臓

内

こ
れ
に
対
し
て
､
E
◎
メ
ン
ツ
ェ
ル
は
前
者
の
見
解
p

つ
ま
り
外
交
権
を
執
政
府
と
議
会
の

｢協
働
権
｣
(k
o
m
b
in
ie
r
t
e

Ge
w

a

l
t)
と

す
る
見
解
に
立

っ
た
｡
こ
れ
は
､
諸
国
の
憲
法
は
通
常
､
国
民
の
生
活
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
も
つ
決
定
-

宣

戦

と

講

和

､
同
盟

､
領

土
の
変
更
､
お
よ
び
そ
の
他
の
す
べ
て
の
条
約
-

を
議
会
に
委
ね
て
い
る
こ
と
､
そ
の
と
き
議
会
に
与
え
ら
れ
る
の
は
､
条
約
の
締
結
に

対
す
る
単
な
る
テ
ク
ニ
カ
ル
な
承
認
に
尽
き
ず
､
高
度
に
政
治
的
な
決
定
を
み
ず
か
ら
下
す
権
限
で
あ
る
こ
と
等
に
着
冒
し
た
帰
結
で
あ

っ

3晒
凸

た
｡
む
ろ
ん
､
｢協
働
｣
と
い
う
表
現
か
ら
分
か
る
よ
う
に
､
メ
ン
ツ
ェ
ル
は
必
ず
し
も
外
交
権
に
お
け
る
議
会
の
優
位
を
強
調
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
｡
重
要
な
外
交
案
件
の
決
定
は
､
執
政
府
だ
け
で
も
､
議
会
単
独
で
も
下
さ
れ
え
ず
､
両
者
の
合
意
が
成

っ
た
場

合
に
は
じ

(74-1-84)84
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め
て
成
立
す
る
こ
と
､
こ
れ
が
本
説
の
含
意
で
あ
っ
た
｡

｢外
交
権
｣
を
執
政
府
の
専
権
と
み
る
か
､
そ
れ
と
も
執
政
府
と
議
会
の
協
働
権
と
捉
え
る
か
､
と
い
う
こ
の
明
確
な
対
立
軸
は
､
爾
後

∴い_=.I

の
論
争
を
規
定
し
っ
づ
け
た
と
い
っ
て
よ
い
｡

(

二)

｢

協

働
権
｣
説
の
浸
透

爾

来

､

学
界
に
お
い
て
は
上
記
ふ
た
つ
の
立
場
が
括
抗
し
な
が
ら
も
､
メ
ン
ツ
ェ
ル
の
立
場
､
つ
ま
り

｢協
働
権
｣
説
が
優
位
を
保

っ
て

∴
･∵

き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
か
よ
う
に
外
交
領
域
に
お
い
て
議
会
の
参
与
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
た
背
景
に
は
､
以
下
の
二
つ
の
事
情
が
垣
間

み
え
る
｡

一
つ
は
､
基
本
法
の
規
定
す
る
権
力
分
立
構
造
で
あ
ろ
う
｡
五
九
条
二
項
の
認
め
る
議
会
の
条
約
承
認
権
を

｢例
外
｣
と
は
位
置
づ
け
ら

れ
な
い
ほ
ど
､
基
本
法
は
議
会
の

｢外
交
権
｣
に
随
所
で
言
及
し
て
い
る
｡
七
三
条

一
項
が

｢連
邦
の
専
属
的
立
法
権
｣
と
し
て
外
交

｡
防

衛
事
務

二

号
)､
出
入
国
管
理

(三
号
)
､
関
税
や
通
商
に
関
す
る
事
項

(五
号
)
を
掲
げ
て
い
る
ほ
か
､
七
四
条
が
そ
の
他
の
多
様
な
外

∴い‖)

交
案
件
に
か
か
る
権
限
を

｢連
邦
の
競
合
的
立
法
権
｣
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
､
そ
の
最
も
端
的
な
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
明

示
的
に
議
会
の
参
画
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
事
項
す
べ
て
に
つ
い
て
､
そ
の
決
定
権
を
執
政
府
の
専
権
と
捉
え
る
根
拠
が
存
す
る
わ
け
で

｢i7･1]

は
な
い
｡
基
本
法
は
､
個
別
の

｢外
交
権
｣
を
､
執
政
府
に
明
示
的
に
割
り
当
て
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡

f.:[I);

も
う

一
つ
は
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
の
進
展
と
の
関
係
で
あ
る
｡
欧
州
連
合
の
発
展
に
伴
っ
て
､
そ
れ
ま
で
各
国
の
国
内
規
律
に
委
ね
ら
れ
て

い

た

事
項
が
､
次
々
と
欧
州
連
合
の
立
法
事
項
と
し
て
い
わ
ば
吸
い
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
｡
か
か
る
状
況
下
に
お
い
て
､
外
政
を
内
政
か
ら

画

然

と

分
離

す

る

こ

と

は

発
し
-
な
っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
諸
個
人
の
法
的
地
位
が
E
U
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
-
な
-
な
っ

た
の
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
場
合
に
､
従
来
の
法
律
の
留
保
理
論
の
趣
旨
に
徹
し
て
､
議
会
を
こ
れ
に
参
与
さ
せ
る
べ
L
と
の
要
求
が
高
ま
る

こ
と
は
想
像
に
難
-
な
い
｡
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二

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

｢外
交
権
｣
理
解

か
よ
う
に

｢協
働
権
｣
説
が
支
持
を
拡
大
す
る

1
万
､
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
別
の
傾
向
を
示
し
て
き
た
と
い
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
､
議
会
の

外
交
権
を

｢例
外
的
権
限
｣
と
し
て
抑
制
的
に
捉
え
る
見
解

(上
述
の
グ
レ
ー
ヴ
エ
の
立
場
)
が
､
判
例
の
基
調
を
形
成
し
て
き
た
と
い
わ

(1-2
)

れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
外
交
権
の
配
分
に
関
し
て
下
さ
れ
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
を
概
観
し
ょ
う
｡

(74-1-86)86

〓

)

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
伝
統
的
理
解

Ⅲ

源
流

そ
の
嘱
矢
と
な
っ
た
の
は
､
独
仏
通
商
協
定
に
関
す
る

一
九
五
二
年
の
判
決
で
あ
る
｡
両
国
執
政
府
の
合
意
に
基
づ
き
締
結
さ
れ
た
同
協

(=Lい)

定
は
､
連
邦
議
会
に
よ
る
承
認

(基
本
法
五
九
条
二
項

1
文
)
を
必
要
と
す
る
か
否
か
､
こ
れ
が
本
件
機
関
訴
訟
の
争
点
で
あ
っ
た
.

こ
の
点
に
つ
き
､
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
､
同
条
に
い
う

｢条
約
｣
の
範
囲
を
抑
制
的
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
本
件
協
定
に
対
す
る
そ

(拙
)

の
適
用
を
否
定
し
た
｡
す
な
わ
ち
､
同
条
に
い
う

｢条
約
｣
は
､
国
事
に
関
わ
る
国
際
取
極
を
広
-
包
含
す
る
意
で
は
な
-
､
も
っ
ぱ
ら
国

家
の
存
立
や
国
際
的
地
位
と
深
-
関
わ
る
条
約
を
意
味
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

か
か
る

｢条
約
｣
の
限
定
的
解
釈
を
根
底
的
に
規
定
し
て
い
る
の
が
､
外
交
権
の
担
い
手
を
執
政
府
と
捉
え
る
議
論
､
換
言
す
れ
ば
連
邦

議
会
に
与
え
ら
れ
る
条
約
承
認
権
を

｢例
外
的
権
限
｣
と
す
る
位
置
づ
げ
で
あ
る
｡
同
判
決
は
､
外
交
政
策
の
指
導
権
限
を
原
則
的
に
執
政

府
の
専
権
と
捉
え
る
立
場
か
ら
'
次
の
よ
う
に
説
い
た
｡

ヽ
ヽ
ヽ

｢
そ
う
し
た
執
行
権
の
領
域
に
お
け
る
立
法
権
の
例
外
的
権
限
を
､
基
本
法
五
九
条
二
項
は
､
き
わ
め
て
限
定
的
な
範
囲
で
基
礎
づ
け
た
｡

基
本
法
五
九
条
二
項
に
お
い
て
､
二
つ
の
特
殊
な
事
例

(連
邦
の
政
治
的
関
係
を
規
律
す
る
条
約
ま
た
は
連
邦
立
法
の
対
象
と
関
わ
る
条

約
)
の
た
め
に
法
律
形
式
が
留
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
の
み
､
立
法
権
は
こ
の
形
式
で
執
行
権
の
活
動
に
介
入
で
き
る
｡
基

(･=
)

本
法
五
九
条
二
項
は
､
そ
れ
以
上
に
執
政
府
の
権
限
領
域
に
介
入
す
る
権
利
を
連
邦
議
会
に
与
え
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
｣｡



執政機関としての議会 (村西)

連

邦

議

会
の
条
約
承
認
権
が

｢例
外
的
権
限
｣
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
の
判
示
は
､
明
ら
か
に
､
上
記
グ

レ
ー
ヴ
エ
の
所
説
と
重
な

[
i.j
J

り
合
う

｡

榔

展
開

('1j]

一
九
五
二
年
判
決
の
外
交
権
理
解
は
､
そ
の
後
も
長
-
命
脈
を
保
つ
こ
と
と
な
っ
た
｡
な
か
で
も
､
右
の
伝
統
的
理
解
を
鮮
明
に
打
ち
出

し
た
の
は
､
N
A
T
O
の
ミ
サ
イ
ル
配
備
に
対
す
る
連
邦
執
政
府
の
容
認
決
定
が
問
題
と
な
っ
た
､

一
九
八
四
年
の
判
決
で
あ
る
｡
本
件
容

認
決
定
は
､
議
会
の
承
認
を
得
な
い
ま
ま
下
さ
れ
た
こ
と
か
ら
､
基
本
法
五
九
条
二
項
の

｢条
約
｣
締
結
手
続
と
の
関
連
に
お
い
て
そ
の
合

憲
性
が
争
わ
れ
た
｡

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
､
基
本
法
五
九
条
二
項
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
外
交
権
の
行
為
は
原
則
と
し
て
､
執
政
府
の
権
限
と
し
て
配
分

さ
れ
る
こ
と
を
確
言
し
た
｡
こ
の
判
示
に
よ
れ
ば
､
同
条
の
拡
大
解
釈
に
よ
っ
て

｢条
約
｣
以
外
の
外
交
活
動
に
ま
で
議
会
の
協
働
権
を
及

(1-8
)

ぼ
す
こ
と
は
､
｢執
行
権
の
中
核
的
な
形
成
領
域

へ
の
侵
害

(E
in
b
ru
ch
)
に
当
た
る
｣
と
い
う
｡
そ
し
て
､
連
邦
執
政
府
の
外
交
活
動
が

連
邦
の
政
治
的
関
係
を
規
律
し
､
ま
た
は
連
邦
立
法
の
対
象
に
関
わ
る
場
合
に
は
い
つ
で
も
､
議
会
の
同
意
を
要
す
る

｢条
約
｣
形
式
が
選

㌔;I.I)

択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
ま
で
基
本
法
は
要
求
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

｡

も
っ
と
も
､
こ
の
判
決
は
､
同
条
に
規
定
さ
れ
た
議
会
の
条
約
承
認
権
を
､
外
交
活
動
に
お
け
る
意
思
形
成

へ
の

｢協
働
権
｣
と
位
置
づ

け
て
お
り
､
ま
た
こ
の
よ
う
な

｢協
働
権
｣
は
基
本
法
に
お
い
て
例
外
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
え
な
い
重
要
性
を
有
し
て
い
る
､
と
さ
え
述
べ

(fT..)

て
い
る

｡

と
は
い
え
､
外
交
権
を

｢執
行
権
の
中
核
的
な
形
成
領
域
｣
と
謡
い
､
議
会
の

｢協
働
｣
を
厳
密
な
意
味
で
の

｢条
約
｣
に
限
定

(1-1
)

し
よ
う
と
す
る
行
論
を
正
視
す
る
な
ら
ば
､
本
判
決
は
外
交
権
を
執
行
権
の
専
権
と
み
る
立
場
に
近
い
と
評
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

[;:.八＼

こ
の
よ
う
な
外
交
権
理
解
は
､

一
九
五
〇
年
代
か
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
を
貫
流
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
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(
二

)

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決

と
こ
ろ
が
そ
の
後
､
上
述
の
伝
統
的
理
解
に
は
変
容
が
兆
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､

一
九
九
四
年

七
月

二

一日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
に
明
ら
か
で
あ
る
｡

(74-1-88)88

用

国
防
軍
派
遣
決
定
と
議
会
留
保

事
案

の
概
要
は
次

の
よ
う
で
あ
る
.

一
九
四
九
年
以
来
､
ド
イ
ツ
の
歴
代
執
政
府
は
､
基
本
法
上
､
防
衛
上
の
緊
急
事
態
で
な
け
れ
ば
武

装
兵
士
の
出
勤
は
認
め
ら
れ
な
い
､
と
い
う

見
解
を
と

っ
て
き
た
｡
と
こ
ろ
が
､
変
転
す
る
世
界
情
勢
の
な
か
で
､
こ
の
よ
う
な
見
解
の
維

持
は
困
難
と
な
り
､
連
邦
執
政
府
は
国
際
的
安
全
保
障
活
動
に
連
邦
国
防
軍

(B

und

esw
e
h
r
)
を
活
用
す
る
よ
う
に
な

っ
た
.
本
件
は
､

∴
∵

1
九
九
二
年
か
ら
翌
九
三
年
に
か
け
て
下
さ
れ
た

一
連
の
国
防
軍
派
遣
決
定
に
対
し
て
､

s
P
D
と

F
D
P
の
議
員
が
提
起
し
た
機
関
訴
訟

で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
､
議
会
の
承
認
を
経
る
こ
と
な
-
上
述
の
決
定
を
下
す
こ
と
の
是
非

が
争
点
と
な

っ
た
｡

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
､
基
本
法
は
外
交
権
を
広
-
執
行
権
に
委
ね
な
が
ら
､
武
装
兵
カ
の
出
動
に
関
し
て
は
､
原
則
と
し
て

｢連

邦

議
会
に
よ
る
事
前

の
形
成
的
な

(

k

on
st
i
t
u

tiv
)

同
意
｣
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
｡
基
本
法
は
､
連
邦
国
防
軍
を

｢
議
会
の
軍
隊
｣

(捕)

(P
a
ユ
a
m
e

n
ts
h
e
e
r
)

と
位
置
づ

げ

､

こ

れ

を

民
主

的

法

治

国
的
憲
法
秩
序
に
取
り
込
も
う
と
腐
心
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
そ
の
う

え
で
､
同
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
｡

｢議
会
の
関
与
が
必
要
な
の
は
､
武
装
兵
力
の
出
勤
で
あ
る
｡
た
し
か
に
､
同
盟
国
に
対
す
る
攻
撃
に
際
し
て

(ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
)

支
援
義
務
を
負
う
こ
と
に
つ
い
て
は
､
議
会
は
既
に
基
本
法
五
九
条
二
項
に
よ

っ
て
求
め
ら
れ
る
法
律
の
形
式
で
同
意
し
て
お
り
､
か
-
し

て
同
盟
事
案

の
生
起
に
際
し
て
ド
イ
ツ
軍
が
出
勤
す
る
こ
と
を
､
議
会
は
原
則
と
し
て
承
認
し
た
｡
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

い
て
も
な
お
､

既
存

の
同
盟
上
の
義
務
に
応
じ
た
具
体
的
な
出
勤
に
関
し
て
､
～

通
常
は
事
前

に
ー

議
会

に
よ
る
決
定
が
必
要
で
あ

(1-5
)

る
｣
｡
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榔

議
会
留
保
の
拡
大

こ
の
判
示
を
め
ぐ
る
現
実
的
な
課
題
は
､
議
会
に
よ
る
事
前
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
る
軍
事
行
動
の
範
囲
､
こ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
で

あ

っ
た
｡
判
決
は
こ
れ
を
､
｢武
装
兵
力
の
出
勤

(E
in
s警
ze
b
e
w
a
ffn
e
te
r
S
tre
itk
r
a
fte
)
｣
と
明
快
に
定
式
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
､
こ

の
｢武
装
｣
お
よ
び

｢出
勤
｣
な
る
概
念
は
具
体
的
に
い
か
な
る
軍
事
行
動
を
指
す
の
か
､
と
い
う
こ
と
が
学
説
の
関
心
を
惹

い
た

｡

判
決
は
こ
の
点
に
関
連
し
て
､
別
の
箇
所
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢連
邦
国
防
軍
の
人
員
を
外
国
に
お
け
る

援

助

業

務
､
援
助
供
与
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
は
､
そ
の
兵
士
が
武
装
作
戦

(b
e
w
a
ffn
e
te
U
n
te
rn
a
h
m
en)
に
組
み
込
ま
れ
な
い
か
ぎ
り
､
連

l㌦▲｣

邦
議
会
の
承
認
を
要
し
な
い

｣

と
い
う
｡
こ
の
判
示
か
ら
す
れ
ば
､
当
該
派
兵
が

｢出
勤
｣
に
あ
た
る
か
否
か
よ
り
､
む
し
ろ
何
を
も

っ
て

∴.汁:I

｢武
装
作
戦
｣
に

｢組
み
込
ま
れ
た
｣
と
い
う
べ
き
か
､
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
方
が
決
定
的
に
重
要
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

そ

(捕
)

し
て
､
｢武
装
｣
に
は
兵
士
の
自
己
防
衛
を
目
的
と
す
る
装
備
も
含
ま
れ
る
､
と
す
る
の
が
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
理
解
で
あ
り
､
ま

た
｢

組

み
込
ま
れ
る
｣
と
い
う
表

現
に
照
ら
せ
ば
､
た
と
え
受
動
的
な
形
に
せ
よ
､
派
遣
さ
れ
た
兵
士
が
武
器
を
周
い
る
作
戦
に
関
わ
り
を
も
た
ざ

(i.Ill)

る
を
え
な
い
事
例
は
す

べ

て
､
連
邦
議
会
の
決
定
を
要
す
る
も

の
と
思

わ
れ
る
｡

(捕
)

つ
ま
り
､
こ
の
判
決
は
､
外
交
権
に
関
す
る
議
会
留
保
を
､
結
果
と
し
て
か
な
り
広
-
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
判
決
を
指

(E
)

し
て
､
｢
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な

(a
ufse
h
e
n
e
rreg
e
n
d
)

一
歩
を
踏
み
出
し
た
｣
と
す
る
評
価
が
少
な
-
な
い
の
は
､
そ
の
た

め
で
あ
ろ

r'i･11

う
｡

付

言
す
れ
ば
､
学
説
は
お
お
む
ね
､
か
か
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

｢変
容
｣
を
好
意
的
に
受
け
止
め
て
い
る

よ
う
で
あ
る
｡

(
≡

)

｢協
働
権
｣
説

へ
の
接
近

も

っ
と
も
､

一
九
八
四
年
判
決
と

一
九
九
四
年
判
決
と
を
比
較
す
る
と
き
､
そ
こ
に

｢変
容
｣
の
痕
跡
を
認
め
う
る
か
否
か
､
そ
れ
自
体

が
議
論
の
対
象
と
な
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
と
い
う
の
も
､
後
者
の
判
決
は
､
そ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
て
き
た
外
交
や
軍
事
に
関
す
る
執

政
府
権
限
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
-
､
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

89(74-1-89)



論 説

｢武
装
兵
力
の
出
動
に
対
す
る
同
意
の
留
保
は
､
連
邦
議
会
に
発
案
権
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
｡
連
邦
議
会
は
単
に
､
連
邦
執
政
府
に

よ
っ
て
意
図
さ
れ
た

(兵
力
)
出
勤
に
対
し
て
同
意
を
拒
否
す
る
か
､
(危
険
が
切
迫
し
て
い
た
た
め
に
)
例
外
的
に
議
会
の
同
意
を
得
な

い
ま
ま
既
に
出
勤
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
場
合
に
は
､
こ
れ
を
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
ず
､
執
政
府
に
兵
力
の
出
動
を
義
務
づ
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
外
交
活
動
の
た
め
に
執
政
府
に
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
､
執
行
権
の
活
動
権
限
お
よ
び
責
任
の
固
有
領
域
は
､
議
会
留

｢〓
｣

保
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
も
の
で
な
い
｣｡

こ
の
よ
う
に
､

一
九
九
四
年
判
決
は
執
政
府
の
外
交
権
を
議
会
の
掌
中
に
移
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
O
こ
の
点
に
着
目
す
る
な
ら

〔川
｣

ば
､
二
つ
の
判
決
を
同

一
線
上
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
も
､
あ
な
が
ち
不
当
と
は
い
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
｡

だ

が

､

筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
､

一
九
九
四
年
判
決
は
､
従
来
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
と
の
共
通
点
よ
り
､
む
し
ろ
相
違
点
に
お
い
て
注

(1-5
)

目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

｡

こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
､
た
と
え
ば
出
勤
す
る
連
邦
国
防
軍
の
編
隊
と
い
っ
た
組
織
的
問
題
は
な
お
執
行
権
の
固
有

｢I..i.)

領
域
と
し
て
残
存
す
る

一
方
､
出
勤
の
有
無
ま
た
は
是
非
に
関
す
る
決
定
は
か
な
ら
ず
連
邦
議
会
の
関
与
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
O
す
な
わ

ち
､
こ
れ
ま
で
外
交
権
を

｢執
行
権
の
中
核
的
形
成
領
域
｣
と
捉
え
､
こ
れ
に
対
す
る
議
会
の
関
与
を
例
外
と
し
て
扱

っ
て
き
た
連
邦
憲
法

裁
判
所
が
､
連
邦
国
防
軍
の
海
外
派
遣
に
原
則
と
し
て
議
会
の
事
前
承
認
を
求
め
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
判
断
は
､
多
-
の
学
説
が
い
う
よ
う

3個
E

に
､
外
交
権
-

と
り
わ
け
軍
事
領
域
I

に
お
け
る
伝
統
的
な
権
限
配
分
理
論
と

一
線
を
画
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
う
る
O

以
上
の
分
析
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
(外
交
権
-
執
政
府
の
権
限
)
と
い
う
図
式
を
固
守
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
連
邦
憲
法
裁
判
所

も
､
現
在
で
は
､
(外
交
権
=
協
働
権
)
と
す
る
通
説
に
か
な
り
接
近
し
っ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

(74-1-90)90

第

三

節

小
括

本
章
で
は
､
前
章
に
お
い
て
紹
介
し
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
の

｢執
政
｣
理
論
が
基
本
法
の
下
で
定
着
し
て
ゆ
-
過
程
を
､
や
や
詳
し
-
跡
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づ
け
て
み
た
｡
そ
の
要
点
を
二
つ
に
絞
る
な
ら
ば
､

1
つ
は
､
｢執
政
｣
の
本
質
を

｢国
家
指
導
｣
と
い
う

｢政
治
｣
の
要
素
に
求
め
る
見

解
の
浸
透
で
あ
る
.
こ
れ
が
ス
メ
ン
ト
の
所
説
に
淵
源
す
る
こ
と
､
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
｡
も
う

一
つ
は
､
こ
の
執
政
作
用
を
議
会

と
執
政
府
の

｢協
働
権
｣
と
捉
え
る
立
論
の
隆
盛
で
あ
る
｡
本
稿
は
と
き
に
こ
れ
を
､
｢協
働
執
政
理
論
｣
と
呼
ん
で
き
た
｡

既
述
の
よ
う
に
､
こ
の
協
働
執
政
理
論
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
き
わ
め
て
有
力
で
あ
る
も
の
の
､
こ
れ
に
対
す
る
批
判
も
な
い
わ
け
で
は
な

い
｡
本
章
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
､
か
か
る
批
判
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
り
､
｢協
働
｣
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
さ
ら
に
深
-
掘
り
下
げ

た

い
｡

Ⅲ

協
働
執
政
理
論
に
対
す
る
批
判

管
見
の
か
ぎ
り
､
協
働
執
政
理
論
に
対
し
て
は
､
三
種
の
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
｡

第

一
に
､
権
力
分
立

へ
の
適
合
性
と
い
う
視
角
か
ら
放
た
れ
る
批
判
が
存
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
基
本
法
は
国
家
の
諸
作
用
-

立
法

◎
執

行
権

｡
裁
判
!

が
個
別
の
諸
機
関
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
よ
う
求
め
て
い
る
と
こ
ろ

(二
〇
条
二
項
)､
｢協
働
｣
な
る
枠
組
は
こ
れ
と
う

[_(i)

ま
-
接
合
し
な
い
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
と
り
わ
け
､
フ
リ
ー
ゼ
ン
ハ
ー
ン
の
よ
う
に
､
国
会
と
執
政
府
の
権
限
関
係
を
説
明
す
る
の
に

[I='

｢共
有
｣
と
い
う

私
法
上
の
概
念
を
用
い
る
場
合
に
､
こ
の
批
判
は
先
鋭
化
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

第
二
に
､
権
限
配
分
基
準
と
し
て
の
漠
然
不
明
確
性
に
対
す
る
異
議
が
あ
る
｡
い
う
ま
で
も
な
-
､
｢協
働

｣

ま

た

は

｢
共

有
｣
と
い
う

暖
味
な
定
式
は
､
そ
れ
以
上
に
何
か
指
示
内
容
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
個
別
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
､
議
会
と
執
政
府
に

い

か

な
る
権
限
を
配
分
し
､
ど
の
よ
う
な
協
働
秩
序
を
構
築
す
る
か
と
い
う
点
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
の
定
式
は
､
何
ら
そ

B慨
皿

の
基
準
ら
し
き
も
の
を
提
示
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る

｡

第
三
に
､
議
会
少
数
派

(野
党
)
の
見
地
に
立
つ
批
判
も
存
在
す
る
｡
つ
ま
り
､
議
会
に
よ
る
執
政
を
唱
え
た
と
こ
ろ
で
､
真
実

こ

れ

に

参
画
し
う
る
の
は
､
執
政
府
と
諸
政
策
を
共
有
し
こ
れ
を
支
持
す
る
議
会
多
数
派

(与
党
)
だ
け
で
は
な
い
か
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
協
働

91(74-1-91)



説

執
政
理
論
は
野
党
の
政
治
的
役
割
を
顧
慮
し
て
い
な
い
､
と
す
る
田

中
P
申
シ
ュ
ナ
イ
ダ

ー
の
批
判
は
､
か
か
る
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ
れ

＼日
.I

論

よ
う
｡

(74-1-92)92

榔

｢協
働
｣
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

ま
ず
第

一
お
よ
び
第
三
の
批
判
に
つ
い
て
み
る
と
､
｢協
働
｣
と
い
う
概
念
に
具
わ
る
語
感
が
､
誤
導
的
に
作
用
し
て
い
る
と
い
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
｡

た
し
か
に
､
こ
の
用
語
は
､

1
万
が
他
方
を
後
押
し
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
双
方
が
協
力
し
て
物
事
を
推
進
す
る
と
い
う
､
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ

な
局
面
を
想
起
さ
せ
る
｡
た
と
え
ば
､
執
政
府
が
諸
政
策
を
立
案
し
､
議
会

が

こ

れ

を
可
決
す
る
と
い
う

場
面
を
考
え
て
み
る
と
よ
い
｡
こ

の
と
き
､
執
政
府
と
協
働
す
る
主
体
は
､
議
会
全
体
と
い
う
よ
り
､
与
党

か

ぎ

り

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢協
働
｣

な
る
概
念
に
よ

っ
て
表
さ
れ
る
の
は
､
そ
う
し
た
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
局
面
だ
け
で
は
な
い
｡
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
､
(協
働
に
よ

る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
)
に
着
冒
し
た
K
⑳
レ
ー
ヴ

ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
る
.

周
知
の
よ
う
に
､
レ
-
ヴ

エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
､
従
来
の
権
力
分
立
論
に
代
え
て
､
政
策
決
定
､
政
策
執
行
､
政
治
的

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か

(I;i,.

ら
成
る
国
家
作
用
の
新

し
い
三
分
類
を
提
示
し
た
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
立
法

申
執
行
両
棲
に
よ
る
国
家

作周
は
お
お
む
ね
､
回
諸
政
策
の
決

定
か
ら
､
㈲
そ
の
執
行
に
至
る

一
連
の
プ

ロ
セ
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
､
そ

の
全
体

を
通

し
て

両政
治
的

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
絶
え
間

な
-
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
｡

レ
-
ヴ

エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
､
こ
の

｢政
治
的

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
｣
を
､
用

｢分
割
的
権
刀

(g
e
te
itte
M

acht)
に
よ
る

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
｣
と
回

｢自
律
的
な

(auton
ome
)

権
力

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
｣

の
二
種

に
分
け
た
｡
前
者
は
､
複
数
の
権

力
保
持
機
関
が

一
つ
の
作
用

(た
と
え
ば
立
法

作
用
)
の
行
使

に
お
い
て

｢協
働
｣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
､
作
動
す
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
､
執
政
府
に

対
す
る
議
会

の
不

信
任
決
議
権
の
よ
う
に

､

あ

る

機
関
が
そ
の
裁
量
に
基
づ
い
て
行
使
し
う
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
指
す
と
い
う
｡
こ
の
う
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ち
､
本
稿
の
関
心
に
照
ら
し
て
重
要
な
の
は
､
前
者
で
あ
る
.

執
政
府
が
み
ず
か
ら
の
政
策
を

｢法
律
案
｣
と
し
て
議
会
に
提
出
し
た
場
合
､
議

会

は

こ

れ

を
審

議

◎

承
認
す
る
｡
と
き

に
議

会
は
こ
れ

を
拒
否
ま
た
は
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
主
体
的
に
政
策
決
定
に
関
与
し
､
ま

た

法

律

案

を

そ

の

ま
ま
承
認
す
る
場
合
で
も
､
こ
れ
に

よ
っ
て
当
該
政
策
決
定
に
対
し
て
連
帯
責
任
を
負
う
｡
レ
-
ヴ
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
い
う

｢分
割
的
権
力
｣
と
は
､
正
し
-
か
よ
う
な
政
策

､〓
｣

決
定
プ
ロ
セ
ス
を
指
し
て
お
り
､
彼
は
そ
こ
で
の
議
会

｡
執
政
府
関
係
を
､
｢協
働
｣
と
表
現
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢分
割
的
権
力
に
よ
る

コ

ン
ト
ロ
ー
ル
｣
は
､
｢協
働
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
｣
と
同
義
で
あ
り
､
そ
こ
に
は
､
機
関
間
の
協
働
そ
れ
自
体
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
の
だ
､

と
い
う
思
考
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

か
-
し
て
､
上
記
レ
-
ヴ
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
所
説
か
ら
､
次
の
よ
う
な
重
要
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
そ
れ
は
､
こ
れ

ま
で
学
説
が

｢権
力
相
互
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
｣
と
呼
ん
で
き
た
権
力
分
立
の
一
側
面
は
､
機
関
間
の

｢協
徽
｣
の
側
面
に
他
な
ら
な
い
､
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
｢協
働
｣
と
い
う

概
念
は
､

一
方
が
他
方
の
ア
ク
セ
ル
と
な
る
局
面
だ
け
を
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
-
､

た
と
え
ば
議
会
が
執
政
府
の
提
案
を
拒
否
し
て
再
考
を
促
し
た
り
､
み
ず
か
ら
修
正
を
施
し
た
り
す
る
よ
う
な
､
い
わ
ば
ブ
レ
ー
キ
と
し
て

の
局
面
を
も
視
野
に
収
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
､
議
会
少
数
派
で
あ
っ
て
も

｢協
働
｣
の
主
体
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
-
､
ま
た
協
働
執
政
理
論
が
権
力
分
立
と
衝
突
す
る
と
い
っ
た
批
判
は
当
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

㈲

機
能
的
権
力
分
立
論
の
地
平

へ

次
に
､
第
二
の
批
判
に
つ
い
て
考
え
る
に
､
そ
の
主
張
は
も
っ
と
も
で
あ
る
｡
｢執
政
｣
を
議
会
と
執
政
府
の

｢協
働
権
｣
と
し
て
定
式

化
し
た
と
こ
ろ
で
､
肝
心
の
個
別
異
体
的
な
権
限
配
分
は
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
る
｡
し
か
し
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
､
こ
の
定
式
化
に
意
味
が

な
い
と
い
う
結
論
に
は
な
ら
な
い
｡

と
い
う
の
も
､
協
働
執
政
理
論
は
も
と
も
と
､
権
限
配
分
の
具
体
的
基
準
の
提
示
を
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
既
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述
の
ご
と
-
､
｢執
政
｣
作
用
は
､
こ
れ
が
も
と
も
と
君
主
の
掌
中
に

属
し
て
い
た
と
い
う
沿
革
に
も
支
え
ら
れ
て
､
執
政
府
の
専
権
領
域

で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
そ
の

代

表
的
領
域
で
あ
る
予
算
や
外
交
､
そ
し
て
近
年
で
は

｢法
律
｣
の

議
決
を
経
て
お
こ
な
わ
れ
る
国
家
指
導
に
着
目
し
つ
つ
､
執
政
作

糟

と

執

政
府
と
の
安
易
な
直
線
的
連
結
を
戎
め
た
の
が
､
協
働
執
政
理
論

で
あ
る
｡
そ
の
含
意
は
､
殊
に
執
政
権
を
内
閣
権
限
と
位
置
づ
け

る

傾

向

が

根

強

い
場

合
に
､
な
お
示
唆
に
富
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
｡

他
方
､
か
か
る
定
式
の
下
で
の
異
体
的
な
権
限
配
分
の
あ
り
方
は
､
権
力

分

立

論

と

い

う
も
う

一
つ
の
議
論
領
域
に
属
す
る
課
題
で
あ
る
｡

ド
イ
ツ
の
場
合
､
各
国
家
機
関
の
組
織
構
造
と
そ
れ
が
担
う
べ
き
機
能
と
の
相

関

悼

(
｢
機

能
に
適
し
た
機
関
構
造
｣
)
を
重
視
し
た
権
力
分

∴.::_,

立
論

(機
能
的
権
力
分
立
論
)
が
有
力
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
｡
そ
の
基
底
を
成
し
て
い
る
の
は
､
権
力
分
立
原
理
の
目
的
を
捉
え
な
お

そ
う
と
す
る
思
考
で
あ
る
｡

権
力
分
立
の
本
義
を
､
も
っ
ぱ
ら
権
力
濫
周
の
防
止
と
そ
れ
に
よ
る
自
由
の
保
障
に
見
出
す
と
し
よ
う
｡
権
力
濫
用
を
招
-
典
型
は
権
力

の
集
中
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
排
除
､
す
な
わ
ち
権
力

｢分
離
｣
の
徹
底
が
こ
こ
で
の

一
次
的
関
心
事
と
な
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
機
能
的
権

力
分
立
論
は
､
上
述
の
自
由
保
障
的
側
面
を
重
視
し
っ
つ
も
､
同
時
に
､
国
務
の
効
果
的
な
遂
行
を
同
原
理
の
主
た
る
目
的
に
掲
げ
よ
う
と

す
る
｡
顧
み
れ
ば
､

一
つ
の
国
家
作
用
に
複
数
の
国
家
機
関
を
参
与
さ
せ
る
こ
と
が
権
力
分
立
原
理
の
要
請
で
あ
る
と
こ
ろ
､
国
家
の
諸
作

周
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
は
､
適
正
な
権
限
配
分
を
通
し
て
機
関
間
の
有
意
な
協
働
秩
序
を
構
築
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
｡
機
能
的
権

力
分
立
論

は

こ

の

点
を
同
原
理
の
目
的
と
し
て
強
調
す
る
考
え
方
で
あ
り
､
そ
の
意

味
で
､
権
力
分
立
の
機
構
創
設
的
な
側
面
を
重
視
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
こ
に
い
う

｢適
正
な
権
限
配
分
｣
は
､
既
述
の
よ
う
に
､
各
国
家
機
関
の
組
織
構
造
と
そ
れ
が
担
う
べ
き
機
能
と
の
相
関
性
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
､
機
能
的
権
力
分
立
論
の
下
で
は
､
機
関
構
造
に
適
し
た
権
限
配
分
を
通
じ
て
機
関
間
の
円
滑
な
協
働
関
係
を
構
築

し
､
も
っ
て
国
家
任
務
の
適
正
な
遂
行
を
実
現
す
る
こ
と
が
､
統
治
機
構
の
出
発
点
と
な
る
の
で
あ
る
｡
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執
政
権
の
配
分
に
関
す
る
基
本
法
の
諸
規
定

(条
約
締
結
に
関
す
る
五
九
条
二
項
､
政
治

の
基
本

方
針
決
定
権
限
に
関
す
る
六
五
条
､
法

律
案
の
提
出
権
に
関
す
る
七
六
条
､
予
算
法
律
に
関
す
る

二
〇
条
な
ど
)
は

､

か
か
る
機

能

的

観

点

か
ら
再
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

､ユ
0

L
y

(87
)

号
(88
)

(89
)

参
照
､
初
宿
正
典

｢ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る

《執
行
権
》
の
概
念
に
つ
い
て
の
若
干
の
覚
え
書
き
｣
法
学
論
著

(京
都
大
学
)

二
二
二
巻
四
｡五
ェ
ハ

(
一
九
九
三
年
)

一
六
七
～

1
七
四
貢
｡

V
g
t.
W
.F
ro
tsch
e
r}
a
a
O
.(A
n
n
.9),
S
1173
ff.

た
と
え
ば
基
本
法
二
〇
条
二
項
に
い
う

｢執
行
権
｣
が
､
｢執
政
｣
と

｢行
政
｣
を
包
括
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
､
広
-
見
解
の

一
致
が

成
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
執
行
権
の
か
か
る
包
括
性
ゆ
え
に
､
｢外
交
権
｣
や

｢軍
事
権
｣
を
い
わ
ゆ
る
三
権
と
は
別
に
設
定
す
る
必
要
は
な
い

と
評
さ
れ
て
き
た
｡
v
g
l.
E
b
erh
ard
Sc
h
m
idt･A
B
m
a
n
n
,D
er
R
ech
tsst
aat〉in
‥
1
0
Se
f
is
en
see
＼
P
a

u
l
K
irc
h
h
of
(H
r
sg
.)}H
an
d
b

u
ch
d
es

S
taatsrech
ts,
B
d
.i
,

2.
A
u
fl.
1995,
S
.1013
f.,
R
n
.52.

(90
)
V
g
l.
U
IS
c
h
eu
n
er,
a
a
O
.(A
n
n
.53),
SA
6
6

.

(9
)

シ
ョ
イ
ナ
-
は
､
｢執
政
｣
を
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
い
う

｢自
由
な
｣
領
域
と
捉
え
る
こ
と
に
､
蹟
緒
を
覚
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､

｢
『政
治
的
な
』
諸
決
定
で
あ
っ
て
も
､
そ
の
内
容
に
関
す
る
法
的
規
律
ま
た
は
少
な
-
と
も
当
該
決
定
を
限
界
づ
け
る
法
的
規
律
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
､

法
的
に
形
成
さ
れ
､
裁
判
官
の
判
断
に
服
し
う
る
｣
(U
.S
ch
eu
n
e
r,
a
a
O
.(A
n
n
.53),
S
.49
3
)
か
ら
で
あ
る
｡
シ
ョ
イ
ナ
-
が
ス
メ
ン
-
に
倣
っ
て
､

｢執
政
｣
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を

｢政
治
｣
に
求
め
た
背
景
に
は
､
こ
の
よ
う
な
考
慮
が
働
い
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(92
)

V
g
l.
U
.S
ch
e
u
n
er,a
a
O
.(A
n
n
.53)〉
S
A
74
.

(93
)

U
.S
ch
eu
n
er,
a
a
O
.(A
n
n
.53),
S
A
72
.

(9
)

V
g
r
U
.S
ch
eu
n
er}
a
a
O
.(A
n
m
.5
3),
S
.47
6
.

(95
)

V
g
1.U
.S
ch
e
u
n
er,
a
a
O
.(A
n
n
.53
),
S
14
7
6
f
.

(
9
6
)

V
g
t.
U
lrich
S
ch
eu
ner,
A
u
sla
n
d
isch
e
E
rfa
h
r
ung
en
zu
m
P
roble
m
d
er
tJb
e
rtrag
un
g
rec
htsetzen
der
G
e
w
att,
in
‥
W

.E

.G
en
z
er
J

w
.E
inb
e
c
k
(H
rsg.)
,

D
ie
tJb
ertragun

g
re
ch
tset
z
e

n
der
G
ew
a
lt
im
R
e
ch
ts
staat,
1952,
S
.14
0.

(9
)

U
.S
ch
e
u
n
e
r,a
a

O
.(A
n
m
15
3),
S.zi7
7_

(9
)

U
.S
ch
eu
n
er,
a
a
O
.(A
n
n
.5
3),
S
A
7
8
.
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loョ10110099

V
g
t.
U
.S
ch
eu
n
e
r,
a
a
O
.(A
n
m
.53),
S
.48
5.

V
g
J.
U
lrich
S
ch
eu
n
e
r,
R
eg
ieru
n
g
〉
H
a
n
d
w
Orterbu
ch
d
er
S
o
zia
lw
isse
n
sch
a
ften
,
B
d
.8
,
196
4
,
S
.7
82
.

U
.S
ch
eu
n
er,
a
d
o
.(A
n
n
.100),
S
.7824

V
g
l.
U
lrich
S
ch
e
u
n
er,
D
as

W
e
sen
d
es
S
ta
a
tes
u
n
d
de
r
B
eg
riff
d
es
P
o
litisch
en
in
d
e
r
n
eu
ere
n
S
ta
a
tsleh
re
(1962),
in
:
d
ers.〉

(74-1-96)96

a
a

O
.(A
n
n
.53),
S
.78
.

(1-3
)

v
g
1.
W
_H
eu
n
,
a
a
O
.(A
n
n
.8
6),
S
12
1f.

こ
の
論
者
は
､
か
か
る
シ
ョ
イ
ナ
-
の
見
解
に
つ
き
､
従
前
の
彼
の
理
解
を

｢修
正
｣
し
た
も
の
と
評

価
し
て
い
る

(S
122,
A
n
n
.20
)｡
た
し
か
に
､
｢執
政
権
｣
の
帰
属
主
体
に
関
す
る
シ
ョ
イ
ナ
-
の
説
明
は
､
変
容
し
て
き
た
よ
う
に
読
め
る
｡
し
か
し
､

｢立
法
｣
を

｢執
政
｣
(国
家
指
導
)
の
一
部
に
取
り
込
む
立
論
は
､

一
九
六

〇
年
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
着
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
｡
シ
ョ
イ
ナ
-
は
､

l
九
五
二
年
論
文
に
お
い
て
既
に
､
現
代
国
家
に
お
い
て
法
律
が
国
家
指
導
の

｢本
来
的
手
段
｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､

法
律
は
た
だ
市
民
の
権
利
義
務
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
､
国
家
の
政
治
目
標
の
法
的
確
定
お
よ
び
計
画
的
定
式
化
に
仕
え
､
こ
の
貫
徹
に
向
け
て
国

家
全
体
を
轡
導
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
､
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る

(V
g
i.
U
.Scheuner,
aaO.(A
n
n
.5
3),
S
.474
)｡
ま
た
､

｢政
治
｣
の
領
域
に
は
､
近
時
ま
ず
も
っ
て
立
法
が
分
類
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
､
と
ま
で
彼
は
述
べ
て
い
る

(V
g
l.
U.Sch
eu
n
er,
a
a
O
.(A
n
n
.53),
S
.

47
7
)O
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
こ
こ
に
紹
介
し
た
シ
ョ
イ
ナ
-
の
学
説
を
､
従
前
の
見
解
の

｢修
正
｣
と
言
い
切

っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
､
疑
問
が
残

る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

108107106105104

V
g
t.
E
.F
riesen
h
a
h
n
,
a
d
o
.(A
n
m
.3),
S
.331

V
e
t.
E
.F
riesen
h
a
h
n
,
a
a
O
.(A
n
n
.3),
S
I3
6
.

V
g
l.
E
.F
riesen
h
a
h
n
,
a
a
O
.(A
n
n
.3),
S
.3
4
.

V
g
i.
E
IF
riesen
h
a
h
n
,
a
a
O
.(A
n
n
.3),
S
.3
5f.

E

.F
rie
sen
h
a
h
n
,
a
a
O
.(A
n
m
.3),
S
.38.

フ
リ
ー
ゼ
ン
ハ
ー
ン
は
こ
の

〓
即
に
脚
注
を
付
し
､

へ
ッ
ケ
ル
の

｢民
主
的
権
力
分
立
｣
構
想
に
言
及

し
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､

へ
ッ
ケ
ル
は
も
っ
ぱ
ら

｢予
算
｣
を
念
頭
に
置
い
て
協
働
執
政
理
論
を
唱
え
た
が
､
こ
の
構
想
は
外
交
権
や
軍
事
権
と

い
っ
た
他
の
国
家
指
導
領
域
に
も
援
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
｡

(
1-
)

V
g
l.
E
.F
rie
sen
h
a
h
n
,
a
a
O
.(A
n
n
.3),
S
.38
,
A
n
n
.73
1

(1
)

V
g
l.K
ta
u
s
lo
a
ch
im
G
rig
o
leit}B
u
n
d
e
sv
erfa
ssu
n
g
sg
e
rich
t
u
n
d
d
eu
tsch
e
F
ra
g
e
,2004
,S
.18f.
本
書
は
執
政
権
の
配
分
を
め
ぐ
る
諸

学
説
に
つ
き
､
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
｡

一
方
に
は
､
執
政
権
を
原
則
と
し
て
執
政
府
の
権
限
と
解
し
､
こ
れ
に
議
会
が
関
与
す
る
こ
と
を

｢執
政
権
に

対
す
る
議
会
の
介
入

(E
in
b
r
uch)｣
と
捉
え
る
見
方
が
あ
る
｡
他
方
､
代
表
民
主
政
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
､
議
会
を
執
政
の
中
核
に
据
え
､
す
べ
て

の
国
家
指
導
的
決
定
に
関
し
て
議
会
に

｢大
権
｣
(P
r腎

oga
tiv
e
)
を
与
え
る
べ
き
と
説
-
見
解
も
あ
る

(S
.1∞)O
か
よ
う
に
対
立
す
る
二
つ
の
見
解



執政機関としての議会 (村西)

は
､
い
ず
れ
も
極
端
な
主
張
で
説
得
力
を
も
た
な
い
｡
本
書
は
こ
う
指
摘
し
た
う
え
で
､
フ
リ
ー
ゼ
ン
ハ
ー
ン
の

｢共
有
｣
定
式
に
賛
意
を
示
し
て
い
る
｡

す
な
わ
ち
､
か
か
る
折
衷
的
な
見
解
こ
そ
､
国
家
指
導
の
権
力
横
断
的
性
格
を
正
し
-
表
現
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
る

(S
.19)｡
他
に
フ
リ
ー
ゼ
ン

ハ
ー
ン
の
定
式
を
支
持
す
る
論
考
と
し
て
､
V
g
l.
E
rn
st･W
o
lfg
ang
B
Gc
k
en
f
O
rde}
P
tanung
zwi
s
ch
en
R
eg
ie
r
ung
und
P

artam
ent,
D
er

S
taat

ll
(197
2),
S
.444
;
S
.M
ag
ier
a〉
aaO
.(A
nn
.8
),
S
.218ff.;
H
e
in
ric
h
O
b
erreuter〉
P
olitisc
he
F
iihr
ung
in
d
e
r
p
ar
ta
m
en
ta
risc
he

D
em
ok
ratie
,
in
‥F
S
f.
R
udo
lf
M
o
r
se
y
zu
m
65.
G
eb
u
rtstag
,
1992
,S
.159ffエ
C
hris
to
p
h
D
e
genh
art,S
taatsr
ech
t
I
,22.A
u
f1.
2
006
.S
.

2

4
8,
R
n
16
74
;
rt.M
a
u
re
r
,aaO
_(A
n
m
.75),S
A9
4
,
R
n
A
5
.

(班
)

V
g
l.
W
.M
Osste,
aaO
.(A
nn
.29),
S
.135ff.

(1
)

V
g
1.
Ch
rist
ian
C
a
11iess}A
u
s
w
artig
e
G
e
w
alt,in
‥
1
0Sef
Isen
see
＼
P

au
l
K
irc
h
h
o
f
(H
rsg
.),11
a
n
d
b
u
ch
d
e
s
S
ta
a
tsre
ch
ts}B
d
.4,

3
_A
u
ft.
20
06,S15
90
,
R
n.1
.

そ
れ

に
よ
れ
ば
､

1
九
世
紀
末

に
公
刊
さ
れ
た
A

中
へ
-
ネ
ル
の
体
系
書
を
も

っ
て
､

｢外
交
権
｣
概
念
の
噂
矢
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
｡
V
gl.A
lb

ert
li
aen
e
l,
D
eutsch
es
S
ta
a
tsre
ch
t}
B
d
.I,
1892,S
.53
1.

(1
)

参
照
､
声
部
信
書

｢条
約
の
締
結
と
国
会
の
承
認
権
｣
同

『憲
法

と
議
会
政
』

(東
京
大
学
出
版
会
二

九
七

一
年
)
二

〇
八
-
二
〇
九
頁

〔初
出

一

九
五
八
年
〕
｡

(114
)

v
g
l.W
ith
e
lm

G
.G
re
w
e〉D
ie
a
u
sw
a
rtig
e
G
e
w
a
lt
d
er
B
undesre
pub
tikV
V
V
D
S
tR
L
12
(1954),
S
.135f.

(1-5
)

E
berh
a
rd
M
en
ze
l,
D
ie
au
sw
A
rtig
e
G
e
w
a
lt
d
e
r
B
u
n
d
e
s
re
p
u
blik
,V
V
D
S
tR
L

12
(1954
),S
.19
4
.

(1
)

V
g1.
E
.M
en
zel,
aaO
.(A
n
n
.1
15
),S
.19
4f.

(1-7
)

こ
の
対
立
軸
は
､
周
知
の
よ
う
に
､
条
約
の
効
力
論
と
密
接
に
絡
み
合

っ
て
い
た
｡
前
説
は
､
基
本
法
五
九
条
二
項
に
い
う

｢条
約
｣
の
範
囲
を
狭

-
解
釈
す
る
方

へ
傾
き
､
議
会
に
よ
る
承
認
を
欠
い
た
条
約
の
効
力
を
場
合
に
よ
っ
て
は
是
認
し
よ
う
と
試
み
る
｡
後
説
は
逆
に
､
議
会
の
承
認
を
要
す

る

｢条
約
｣
を
可
能
な
か
ぎ
り
広
-
理
解
す
る
方
向

へ
進
み
､
こ
の
承
認
な
き
条
約
の
効
力
を
否
定
す
る
｡

(1-8
)

v
g
l.
H
a
n
s
W
.B
a
a
d
e
,
D
a
s
V
erh
iiltn
is
v
o
n
P
ar
lam
ent
und
R
egi
eru
n
g
im

B
e
re
ich
d
er
a
u
sw
Artigen
G
e
w
a
lt
d
er
B
u
n
d
esrep
u
･

b
tik
D
eu
tsch
la
n
d
,
196
2
,
S
1118ff.;
G
un
n
er
F
o
lk
e
S
ch
up
p
ert)
D
ie
v
erf
assu
n
g
sgerich
tlich
e
K
o
n
tro
u
e
d
e
r
A

usw
a
rtig
en
G
ew
a
t

t,

1
97

3

,
S.51;
K
la
u
s
S
te
rn,
Sta
atsre
c
ht,
B
d
.)
,
2.A
u
fl.
1
9
8
4,
S
A
99
;
U
lr
ich
F
a
stertrath
,
K
om
peten
zv
erteitun
g
im

B
ere
ic
h

de
r

a
u
s
w
artigen
G
e
w
alt,1
986,
S
.215f.;
H
an
s
D
.
Ja
r
ass
＼
B
o
d
o
P
ieroth
,G
G
K
o
m
m
entar,
8.A
u
fl.
20
0
6,S
.696,R
n
.8
.

も

っ
と
も
､
グ

レ
ー
ヴ

エ
に
代

表
さ
れ
る
も
う

1
つ
の
見
解
を
も
っ
て

｢多
数
説
｣
と
す
る
分
析
も
あ
る
O
v
gl.
C
.C
attie
ss,a
aO
.
(A
nm
.112),S
.6
14,
R
n
A
3
.

(1-9
)

そ
の
他
､
欧
州
連
合
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
連
邦
議
会
の
協
働
権
を
認
め
る
二
三
条
､
国
際
機
関

へ
の
主
権
の
委
譲
に

｢
法
律
｣
を
求
め
る
二
四

条

山
項
､
さ
ら
に
講
和
条
約
の
締
結
を

｢連
邦
立
法
｣
に
委
ね
る

一
一
五
-
条
三
項
等
が
注
目
さ
れ
る
O

(1-0
)

v
g
1.
R
iid
ig
er
W
o
lfru
m
}A
u

sw
a
rtig
e
B
e
z
ie
h
ung
en
un
d
V
erteidigungsp
o
litik
,
in
‥
P
e
te
r
B
a
d
ura
＼
t{
o
rst
D
re
ier
(H
rsg
.)〉
F
S

97(74-1-97)



論 説

50
5
a
h
re
B
u
n
d
esv
erfassu
n
g
sg
erich
t,
B
d
f2
,
2
0
0
1
,
S
.6

9
8
.

(1
)

V
g
l.
R
tid
ig
erW
o
lfru
m
}
K
o
n
tro
lle
d
e
r
a
u
sw
賢
ti
ge
nG
ew
a
lt,
V
V
D
S
tR
L
5
6
()99
7),
S
.芦

(1
)

V
g
t.
S
tefa
n
K
a
d
e
tb
a
ch
J
U
te
G
u
n
term
a
n
n
,
V
ertra
g
sg
e
w
a
tt
u
n
d
P
a
r
lam
en
tsv
o
rb
e
h
a
lt,
A
GR
12
6
(2
0
0
1).
S
.567
.
な
お
こ
の

論
文
は
､
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
外
交
権
理
解
を

｢多
数
説
｣
も
共
有
し
て
い
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
､
筆
者
の
学
説
分
析
が
こ
れ
と
異
な
る

こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
｡

(1-3
)

本
件
訴
訟
を
申
し
立
て
た
社
会
民
主
党

(S
P
D
)
の
主
張
は
､
次
の
二
点
で
あ
る
O
用
達
邦
執
政
府
は
､
連
邦
議
会
に
対
す
る
本
件
協
定
の
承
認

要
求
を
怠
る
こ
と
に
よ
り
､
基
本
法
五
九
条
二
項

1
文
に
よ
っ
て
同
議
会
に
与
え
ら
れ
た
権
利
を
侵
害
し
た
､
回

い
わ
ゆ
る
経
済
協
定
は
､
同
条
に
い
う

政
治
的
条
約
で
あ
り
､
連
邦
議
会
の
協
働
を
必
要
と
す
る
｡
V
g
t.
B
V
erfG
E
l
,
3
72
(3
77).

(1
)

B
V
erfG
E
l,3
7

2

(
3
80
)
.

(1-5
)

B
V
erfG
E

l,
3
72
(3
9
4)
.

傍
点
部
分
は
原
文
に
お
い
て
イ
タ
リ
ッ
ク
｡

(1-6
)

v
g
1.
W
ilh
e
lm

G
.G
rew
e
}A
u
sw
腎
tig
e
G
ew
a
lt,
in
‥
J
o
se
f
lsen
se
e
＼
P
a
u
l
K
irc
h
h
o
f
(rlrsg
.))
H
a
n
d
b
u
ch
d
e
s
S
ta
a
tsre
chts}
B
d
.3
,

2
.A
u
･ft.
19
96
,

S.9
4
0
,
R
n
A
8.

(1-7
)

v
g
l.
B
V

erfG
E
1
,
39
6
(4
14
);
i,
2
8
1
(2
82
);
2
,
3
47
(379).

(1-
)

B
V
erfG
E
6
8,
I
(8
7).

(1-9
)

B
V
erfG
E
68
,
1
(86
).

(1-
)

B
V
erfG
E
68
,
1
(8
5).

(1
)

V
g
l.
W

.G

.G
rew
e
,
a
a
O
.(A
n
n
.1
2
6
),
S

.9
4
0
,
R
n
A
7.

(1-
)

V
g
1.
W
.G
.G
re
w
e
)
a
a
O
.(An
m
ft2
6
),
S
.9
3
9,
R
nA6
.

(1
)

具
体
的
に
は
､
連
邦
執
政
府
は
次
の
よ
う
な
決
定
を
下
し
､
そ
の
実
施
命
令
を
発
し
た
｡
す
な
わ
ち
､
用

1
九
九
二
年
か
ら
翌
九
三
年
に
か
け
て
､

国
連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ
き
セ
ル
ビ
ア
に
対
し
て
発
令
さ
れ
た
通
商
停
止
措
置
や
ボ
ス
ニ
ア
上
空
飛
行
禁
止
措
置
を
監
視
す
る
た
め
､

旧連
邦

海
軍
フ
リ
ゲ
ー
ト
艦
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
､

㈲北
大
西
洋
条
約
機
構

(N
A
T
O
)
に
よ
る
A
W
A
C
S

(空
中
早
期
警
戒
管
制
シ
ス
テ
ム
)
レ
ー
ダ
ー

監
視
飛
行
に
連
邦
国
防
軍
を
投
入
す
る
こ
と

､回
l
九
九
三
年
に
､
ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る
国
連
活
動

(第
二
次
国
連
ソ
マ
リ
ア
活
動
U
N
I
S
O
M
m
)

に
対
し
て
､
連
邦
国
防
軍
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
､
が
決
定
の
内
容
で
あ
る
｡

(1-
)

B
V
erfG
E
90
,2
8
6
(3
8
1f.).
邦
語
に
よ
る
紹
介
と
し
て
参
照
､
山
内
敏
弘

｢ド
イ
ツ
連
邦
軍
の
N
A
T
O
域
外
派
兵
の
合
憲
性
I

A
W
A
C
S

事
件
-

｣
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編

『ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
H

(第
2
版
)』
(信
山
社

こ
1〇
〇
六
年
)
三
六
六
頁
以
下
｡

(1-
)

B
V
erfG
E
9
0
,
2
8
6
(3
87).
傍
点
部
分
は
､
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
｡

(74-1-98)98
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で aOaga8a7a6

B
V
e
rfG
E

90,28
6
(388).

V
g1.
C
hrist
ian
L
utze}D
er
P
artam
entsv
o
rb
eh
a
lt
be
im

E
in
sa
tz
bew
affn
e
te
r
S
tre
itk
rA
fte
〉D
O
v

2003,S
.9
7
3.

B
V
erfG
E
90,2
8
6
(3
88).

V
g
1.
C
.L
u
t
ze

,
aa
O
.(A
n
n
.137
),S
.9
7
3.

む
ろ
ん
､
上
述
の
判
示
は
議

会
留

保
の
範
囲
に
関
し
て
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
｡
た
と
え
ば
､
派
遣
さ
れ
た
連
邦
国
防
軍
の
活
動
は
い
か
な
る
時
点

｢武
装
｣
作
戦
に

｢組
み
込
ま
れ
た
｣
こ
と
に
な
る
の
か
､
ま
た
は
ど
の
程
度

｢組
み
込
ま
れ
た
｣
と
き
議
会
留
保
を
作
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
か
､

と
い
っ
た
点
を
こ
の
判
決
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
学
界
の
み
な
ら
ず
､
議
会

(政
党
間
)
に
お
い
て
も
議
論
は
収
束
し
な
か
っ
た
｡

こ
の
間
題
は
､
二
〇
〇
五
年
三
月
二
四
日
に
発
効
し
た

｢議
会
関
与
法
｣
(P
a
r
tam
entsbeteitigungsrecht)
に
よ
っ
て
い
ち
お
う
の
解
決
を
み
た
も

の
の
､
未
だ
解
明
を
要
す
る
部
分
が
少
な
-
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
V
g
l.
F
torian
Sc
hrG
d
er,
D
a
s
neu
e
P
a
T
lam
entsbeteitig
u
n
gsgesetz〉
N
IW

2005,S
.1401ff.

(1
)

V
g
l.
M
ic
h
ae
t
W
ild
,
B
V
erfG
E
9
0}286
-
A
W
A
C
S
＼
S
om
a
lia
,
in
‥
J
t)r
g
M
enzet
(H
rsg
.),
V
erfassungsr
echtsp
re
c
hung
}2000,S
.

.F.)/17

.

(捕
)

V
g
l.
M
ich
a
e
t
W
ild
〉
V
e
rfa
ssu
n
g
srech
tlic
heM
6gtichk
eiten
und
G
re
nzen
fiir
A
u
sla
n
d
s
eins警
z
e
der
B
un
d
esw
eh
r
nach
d
em

K
o
so
v
o
K
rieg)D
O
v

2000,S
162
2.

(捕
)

B
V
erfG
E
90,
286
(38
9)_

(捕
)

V
gl.K
a
y
H
ailb
ro
n
n
er
,K
o
n
tro
lle
d
er
a
u
sw
腎
tig
en
G
ew
a
lt,
V
V
D
S
tR
L

56
(19
9
7
),S
.)0;
S
.K
ad
elb
ac
h
J
U
.G
u
n
t
erm
an
n,a
aO
.

(A
n
n
.(22),S
1573;
C
.C
a
t1ie
ss,aaO
.(A
nn
.112),
S
16
10
,R
n
.37
.

と
-
に
､
基
本

法
五
九
条
二
項
が
連
邦

議
会
の
承
認
を
要
求
す
る

｢条
約

｣
に
つ

き
､
そ
の
拡
大
解
釈
を
戒
め

る
と
い
う
点

に
着
目
す
る
な

ら
ば
､
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
見
解
は

三
見
し
て
い
る
｡

一
九
九
四
年
の
本
判
決
も
ま
た
､
上
述

の

1
九
五
二
年
判
決
お
よ
び

一
九
八
四
年
判
決
を
明
示
的
に
引
解
し
な
が
ら
､
同
条
の
拡
大
解
釈
を
斥
け
､
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
｡
｢基

本
法
五
九
条
二
項

7
文
の
要
件
に
当
て
は
ま
ら
な
い
外
交
権
の
行
為
は
､
原
則
と
し
て
､
執
政
府
の
権
限
領
域
に
割
り
当
て
ら
れ
る
｣o
B
V
e
rfG
E

9
0,

2

86

(3
5
8
.).

以
上
の
よ
う
な
基
本
法
五
九
条
二
項

1
文
の
解
釈
を
､
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
現
在
な
お
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
判
決
と
し
て
､
v
g
l.

B
V
erfG
E
10
4,15
1
(207).

148147146145

V
g
l.
Ju
lia
n
e
K
ok
ott
}K
o
n
tro
11e
d
er
a
usw
腎
tig
e
n
G
ew
a
tt
,
D
V
B
t
19
96
,
S
.939f.;
R
.W

olfrum
,
aaOt(A
n
m
.121),S
.5
2.

V
gt.M
IW
ild
,
aaO
.(A
n
n
.14
1),
S
.5
49
.

V
gt.M
.W
itd)
aaO
.(A
nm
1
4
1),
S
.54
9
.

V
g
1.W
olfg
ang
G
ra
fV
itzth
um
,P
arla
m
ent
und
P
lanung
,)978
,S
1259ff_
こ
の
論
者
は
､
議
会
も
ま
た
執
政
作
用
に
参
画
し
う
る
こ
と
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そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
-
､
こ
れ
を

｢協
働
権
｣
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
｡
以
下
に
引
用
す
る
他
の
論
者
も
､
こ
の

点
に
つ
い
て
は
同
様
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡

(1-9
)

v
gl.W
.F
r

otscher,aaO
.(An
m
.9),S
12
1
3
.

(1
)

V
g
1.
W

IG
.V
itzthum
,
aa
O
.(A
n
n
.14
8
)
,
S
.262.

(1-
)

V
g
l.
H
an
s･Pe
te
r
S
ch
n
eid
e
r)D
a
s
part
am
e
n
ta
risch
e
S
y
stem
,
in
‥
E
r
nst
B
en
d
a
＼
W
e
rner
M
a
ih
o
fer
＼
H
an
s･Jo
c
henV
o
g
el

(H
r
s
g
.)〉

H
an
d
b
u
c
h
d
es
V
erfas
sun
g
srec
hts
}
2.A
u
f1.
19
94,S
.5
7
1,
R
n
.82.

(1-
)

V
g1
.
K
a
rt
L
oe
w

enstein
,
V

er･f
assu
n
gsl
eh
re
}
2.A
u
fL
1969
,S
139ff.
邦
訳
と
し
て
参
照
､
カ
ー
ル
｡
レ
-
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

(阿
部
照

哉

｡
山
川
雄
巳
共
訳
)

『
新訂
現
代

憲
法

論
』
(有
信
堂
二
九
八
六
年
)
五
六
貫
以
下
｡

(1-
)

V
g
l.
K
.L
o
ew

enste
in
,
a
a
O
.(An
n
.152),S
A
7f.
邦
訳
六
四
～
六
五
貢
O

(1-
)

レ
-
ヴ
ェ
ン
シ

ュタ
イ
ン
は
､
こ
の
よ
う
な
協
働
に
つ
い
て
､
｢立
憲
主
義
の
本
質
に
属
す
る
｣
と
評
し
て
い
る
｡
V
g
l.
K
.L
o
e
w

enstein
,
aaO
.

(A
n
n
.1
5
2),S
A
2.
邦
訳
五
九
頁
｡

(ES
)

V
g
t.
K.L
o
ew
e
nstein,aaO.(A

n

m
_152),S
A
7.
邦
訳
六
四
頁
O
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
｡
｢分
割
さ
れ
た
権
力
は
､
そ
れ
自
体
､

権
力
の
相
互
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

意
味
す
る

｣｡

(1-6
)

こ
の
点
に
つ
き
筆
者
は
､
以
前
に
簡
単
な
紹
介
を
試
み
た
｡
参
照
､
村
西
良
太

｢権
力
分
立
論
の
現
代
的
展
開
-

機
能
的
権
力
分
立
論
の
可
能
性

-

｣
九
大
法
学
九
〇
号

(二
〇
〇
五
年
)
二
二
二
貢
以
下
｡

(74-1｣00)100

第
三
章

｢執
政
｣
概
念
の
行
方
-

わ
が
国
に
お
け
る
執
政
説
の
再
検
討

本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
よ
れ
ば
､
｢執
政
｣
と
は
､
国
家

の
針
路
を
定
め
､
そ
の
た
め
に
必
要

な
政
策
を
立
案

◎
決
定
し
､
そ
の
円

滑
な
実
行
の
た
め
に
総
合
的
調
整
を
施
す
作
周
の
こ
と
で
あ
る
｡
ド
イ
ツ
の
学
説
は
､

こ

の

執
政
権
限
を
､
執
政
府
と
議
会
に
ま
た
が

っ
て

帰
属
す
る

｢協
働
権
｣
と
理
解
し
て
き
た
｡
こ
こ
で
は
､
執
政
府
と
並
ん
で
議
会

も

ま

た

､

｢

執

政

機
関
｣
で
あ
る
と
い
う
｡

番

っ
て
､
同
じ
-

｢執
政
｣
と

｢行
政
｣
の
区
別
に
関
心
を
示
す
よ
う
に
な

っ
て
き
た
わ
が
国
の
憲
法
学
説
は
､
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
そ
こ
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に

､

｢
執

政

機
関
と
し
て
の
国
会

｣

を

語

る

土

壌
は
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
､
こ
れ
に
は
否
定
的
に
回
答
せ
ざ
る
を
得

な

い

∴〓∵

よ
う
に

思

わ
れ
る
｡

わ
が
国

に
お
い
て
､
｢執
政
｣
概
念
を
め
ぐ
る
論
争
の
舞
台
は
､
日
本
国
憲
法
六
五
条
で
あ

っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
同
条
に
い
う

｢行
政
｣

概
念
を
め
ぐ
る
新
し
い
学
説
と
し
て
､
執
政
説
は
唱
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
本
章
で
は
､
そ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
す
る
と
と
も

に
､
協
働
執
政
理
論
を
わ
が
国
に
も
導
入
す
る
可
能
性
と
そ
の
意
義

に
つ
い
て
検

討
し
た

い
｡

第

一
節

日
本

に
お
け
る

｢
執
政
｣
概

念
の
展
開

わ

が

国

の

憲
法
学
説
に
お
い
て
､
｢執
政
｣
概
念
に
対
す
る
関
心
が
顔
在
化
し
た
の
は
､
お
お
よ
そ

一
九
九

〇
年
代
以
降
と
い
っ
て
よ
い

3
慨

E

だ
ろ

う

｡

そ
れ
以
前
の
学
説
状
況
を
顧
み
る
な
ら
ば
､
主
た
る
争
点
は
も
っ
ぱ
ら

｢行
政
｣
の
定
義
で
あ
り
､

積
極
的
な
概
念
規
定
を
試
み

る
少
数
説
に

1
瞥
を
投
げ
な
が
ら
も
､
圧
倒
的
な
支
持
を
誇
る

｢控
除
説
｣
に
落
ち
着
-
の
が
常
道
で
あ
っ
た
｡

1

伝
統
的
学
説
に
み
る

｢執
政
｣
の
位
置
づ
け

以
下
､
｢行
政
｣
概
念
に
関
す
る
従
来
の
諸
学
説
を
､
そ
こ
に
お
け
る

｢執
政
｣
の
位
置
づ
げ
と
い
う
観
点
か

ら

整

理
し
な
お
し
て
み
よ

{
==i
'

う
｡
こ
の
点
に
つ
き
､
大
別
す
れ
ば
､
二
つ
の
異
な
る
思
考
枠
組
を
対
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

｡

(
1
)

｢執
政
｣
を

｢行
政
｣
の
な
か
に
含
め
る
立
場

そ
の
一
つ
目
は
､
｢行
政
｣
の
な
か
に

｢執
政
｣
を
含
め
て
考
え
る
立
場
で
あ
る
｡
そ
の
典
型
は
､
何
よ
り
も
ま
ず
､
控
除
説
に
求
め
ら

れ
う
る
｡

101(74-1-101)
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Ⅲ

行
政
の
雑
多
性

控
除
説
が
､
｢行
政
｣
の

｢雑
多
性
｣
を
理
由
に
そ
の
積
極
的
定
義
を
断
念
し
た
こ
と
は
､
本
説
の
主
唱
者
に
よ
る
次
の
説
明
に
あ
ら
わ

れ
て
い
よ
う
｡

｢
ひ
と
し
-
執
行
と
い
っ
て
も
司
法
の
内
容
は
比
較
的
簡
明
で
あ
る
の
に
対
し
､
行
政
の
内
容
は
複
雑
多
岐
で
あ
っ
て
､
か
な
ら
ず
L
も

明
確
で
な
い
た
め
､
行
政
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
､
諸
種
の
説
が
行
な
わ
れ
､
い
ま
だ
に
定
説
が
見
ら
れ
な
い
｡
-
-

(こ
の
う
ち
､
通

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

説
た
る
控
除
説
に
関
し
て
は
)
行
政
の
行
政
た
る
本
質
の
究
明
を
回
避
し
､
行
政
の
積
極
的
概
念
規
定
を
不
可
能
と
し
て
あ
き
ら
め
る
も
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

で
あ
る
た
め
に
､
各
方
面
か
ら
不
満
が
も
た
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
や
む
を
え
な
い
｡
こ
れ
に
対
し
､
な
ん
と
か
し
て
､
行
政
に
積
極
的
な

概
念
規
定
を
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
､
か
な
り
以
前
か
ら
内
外
で
な
さ
れ
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
､
問
題
が
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
の
で
､

(臓
)

い
ま
だ
満
足
な
解
決
が
え
ら
れ
な
い
状
態
に
あ
る
｣｡

そ
れ
で
は
､
｢立
法
｣
､
｢行
政
｣
､
｢司
法
｣
の
な
か
で
､
な
ぜ

｢行
政
｣
だ
け
が
､
積
極
的

定

義
を

｢あ
き
ら
め
｣
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど

の
椎
多
性
を
抱
え
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
｡
｢行
政
｣
は

｢椎
多
｣
で
あ
る
と
い
う
と
き
､
具
体

的

に

は

､

い
か
な
る
国
家
作
用
が
そ
の
念
頭

に
浮
か
ん
で
い
る
の
か
｡

(74-1-102)102

闇

控
除
説
に
い
う

｢雑
多
な
行
政
｣
の
中
身

そ
の
回
答
は
､
た
と
え
ば
以
下
の
叙
述
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
｡

｢
そ
れ

(憲
法
六
五
条
に
い
う

｢行
政
権
｣
-

引
周
者
註
)
は
､
国
家
作
用
の
う
ち
か
ら
､
法
規
範
を
定
立
す
る
作
周
､
お
よ
び
p
民

事

｡
刑
事
の
裁
判
を
行
う
作
周
を
除
き
､
法
律
を
執
行
し
た
り
､
外
交
事
務
を
処
理
し
た
り
､
公
務
員
を
選
任
し
た
り
､
指
揮
監
督
し
た
り
､

国
内

の
治
安
を
維
持
し
た
り
､
そ
の
他
国
民
生
活
の
安
定
と
向
上
と
を
は
か
る
た
め
に
各
種
の
政
策
を
遂
行
す
る
国
家
作
周
の
総
称
で
あ

＼日
.)

る
｣｡
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既
述
の
ご
と
-
､
外
交
事
務
の
処
理
や
公
務
員
の
選
任
お
よ
び
指
揮
監
督
は
､
｢執
政
｣
の
代
表
例
と
い
っ
て
よ
い
｡
つ
ま
り
､
控
除
説

∴=7:,

は
､
法
律
の
執
行
の
み
な
ら
ず
､
種
々
の

｢執
政
｣
作
用
を
も

｢行
政
｣
の
な
か
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
｢行
政
｣
の
中

姐慨
E

身
は
拡
散
し
､
そ
の
統

1
的
な
概
念
規
定
は
困
難
を
極
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

｡

刷

蔑
み
が
ち
な

｢執
政
｣
/

｢行
政
｣
の
境
界
線

[[S..)

も
っ
と
も
､
控
除
説
が

｢執
政
｣
と

｢
(狭
義
の
)
行
政
｣
と
の
区
別
を
知
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
､
そ

う
と
も
言

い

切
れ
な
い
0

石
川
健
治
の
い
う
よ
う
に
､
控
除
説
の
背
景
に
は
､
｢法
治
国
家
を
め
ざ
す
近
代
公
法
学
の
巨
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
控
え
て
い
た
｣
の

か
も
し
れ
な
い
｡
そ
の
所
説
に
よ
れ
ば
､
諸
々
の
国
家
指
導
作
摺
を
も

｢法
律
｣
の
な
か
へ
包
み
込
み
､
｢法
律
に
よ
る
行
政
｣
を
貫
徹
し
､

も
っ
て
国
家
か
ら
の
自
由
を
防
護
す
る
企
て
が
､
控
除
説
の
基
底
に
は
伏
在
し
て
い
る
と
い
う
.
む
ろ
ん
､
国
家
指
導
作

周
を
法
律

に

よ

っ

て
完
全
に
包
み
込
む
こ
と
は
で
き
ず
､
そ
こ
か
ら
漏
出
す
る
政
治
作
用
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
必
至
で
あ
る
｡
控
除
説
は
､
こ
の
よ
う
な
法
治

主
義
貫
徹
の
無
理
を
知
り
つ
つ
､
そ
れ
で
も
､
す
べ
て
の
政
治
作
用
を
法
治
行
政
の
な
か
に
押
し
込
む
こ
と
に
よ
っ
て

｢自
由
｣
の
確
保
を

3脱内

企
図
し
た
､
と
い
う
の
で
あ
る

｡

か
か
る
分
析
に
従
う
な
ら
ば
､
控
除
説
は
､
上
述
の
区
別
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
-
､
む
し
ろ
こ

れ
を
踏
ま
え
つ
つ
､
｢執
政
｣
を

｢行
政
｣
の
な
か
に
封
印
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡

だ
が
､
仮
に
控
除
説
が

｢行
政
｣
と

｢執
政
｣
と
の
区
別
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
､
両
者
の
境
界
線
を
ど
こ
に
引
-
か
と
い
う
問
題

は
､
本
説
に
と
っ
て
少
な
-
と
も

一
次
的
な
関
心
事
で
は
な
か
っ
た
｡
控
除
説
は
､
｢行
政
｣
の
な
か
に

｢執
政
｣
を
も
含
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
外
延
を
拡
張
さ
せ
､
結
局
の
と
こ
ろ
積
極
的
定
義
を
放
棄
す
る
と
同
時
に
､
そ
こ
で
の

｢執
政
｣
の
位
置
づ
げ
を
明
確
化
す
る

(捕
)

こ
と
さ
え
怠
っ
た
の
で
あ
る

｡
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(
二
)

｢執
政
｣
を

｢行
政
｣
の
な
か
に
含
め
な
い
立
場

｢執
政
｣
の
位
置
づ
げ
に
関
す
る
も
う

7
つ
の
思
考
枠
組
は
､
｢行
政
｣
の
定
義
に
あ
た
っ
て
､
｢執
政
｣
を
あ
ら
か
じ
め
除
外
す
る
立
場

で
あ
る
｡

(74-1-104)104

Ⅲ

積
極
説
に
お
け
る
執
政

た
と
え
ば
､
｢法
の
も
と
に
法
の
規
制
を
受
け
な
が
ら
､
現
実
具
体
的

に
国
家
目
的
の
積
極
的
実
現
を
め
ざ
し
て
行
な
わ
れ
る
全
体
と
し

'i
r

て
統

7
性
を
も

っ
た
継
続
的
な
形
成
的
国
家
活
動
｣
(田
中
二
郎
)
と
い
う
著
名
な
定
義
は
､
か
か
る
見
地
か
ら
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
､
右
の
積
極
的
定
義
に
い
う

｢行
政
｣
は
､
｢人
民
に
対

す
る
関
係
に
お
い
て
行
わ
れ
る
作
周
｣
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

I:7:.)

と
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､

｢控
除
説

｣

と
は
異
な
り
､
外
交
や
国
防
を
は
じ
め
と
す
る

｢執
政
｣
作
用
は
､
も
と
も
と

｢行
政
｣
に
は
含
ま
れ

∴

㌣

て
い
な
い

よ
う
に
思
わ

れる
｡

に
も
か
か
わ
ら
ず
､
日
中
が

｢
行
政
｣
を

｢法
律
の
執
行
｣
と
定
義
せ
ず
に
､
｢
法
の
下
に
法
の
規
制
を
受
け
な
が
ら
｣
と
い
う
憤
重
な

＼.1川
､

表
現
を
採
用
し
た
の
は
､
行
政
の
裁
量
性
に
対
す
る
考
慮
ゆ
え
の
こ
と
で
あ

っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
｢行
政
｣
を
上
述
の
よ
う
に
限
定
的
に
解

し
た
と
し
て
も
､
そ
の
す
べ
て
を
法
律
の
具
体
化
と
み
る
こ
と
は
で
き
ず
､
個
別
の
事
態
に
即
応
し
た
自
由
な
判
断
を
要
す
る
局
面
が
少
な

か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
､
ま
た
､
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ

っ
て
も
法
に
よ
る

｢行
政
｣
の
基
礎
づ
け
そ
れ
自
体
は
必
要
で
あ
る
こ
と
を
､
こ

の
積
極
的
定
義
は
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
説
明
か
ら
分
か
る
よ
う
に
､
積
極
説
に
い
う

｢行
政
｣
は
､
｢執
政
｣
を
は
じ
め
か
ら
除
外
し
て
い
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
積
極
説

は
､
考
察
の
端
緒
に
お
い
て

｢執
政
｣
と

｢行
政
｣
と
の
区
別
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
､
検
討
対
象
を
後
者
に
絞
る
こ
と
に
よ
り
､
結
果
と

し
て
前
者
に
関
す
る
考
究
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
､
と
思
料
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
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脚

限
定
的
控
除
説
に
お
け
る
執
政

(1-1
)

同
じ
こ
と
は
､
い
わ
ゆ
る

｢限
定
的
控
除
説
｣
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
0

権
力
分
立
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
控
除
説
を
支
持
す
る
小
嶋
和
司
は
､
正
当
に
も
､
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
｡
｢
こ
の
よ
う
な
論
理
構
造

∴h)

に
お
い
て
重
要
な
の
は
､
何
を
総
計
と
し
て
､
そ
こ
か
ら

『立
法
』
と

『
司
法
』
と
を
控
除
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｣｡
権
力
分
立

は
､
｢
二
足
の
国
家
作
周
が
ア

⑳
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
p
こ
れ
を
配
分
す
る
｣
制
度
原
理
で
あ
る
､
と
小
嶋
は
い
っ

3艦
内

て
い
る
の
で
あ
る
｡

小
嶋
に
よ
れ
ば
､
そ
の
総
計
と
は
p
国
家
作
周
の
全
般
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
｡
第

一
に
､
権
力
分
立
体
制
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す

る
諸
権
限

(各
機
関
の
自
律
権
､
議
会
解
散
権
､
内
閣
不
信
任
決
議
権
な
ど
)
は
､
そ
の
総
計
よ
り
あ
ら
か
じ
め
除
外
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡

第
二
に
､
権
力
分
立
は

｢被
治
者
対
国
家
｣
の
局
面
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
原
理
で
あ
り
､
三
権
の
分
類
は

｢国
家
の
対
国
民
的
作

l1..i/I

摺
の
み
を
念
頭
に
｣
お
い
て
い
る
か
ら
､
そ
う
し
た
対
内
的
作
周
に
属
し
え
な
い
諸

権
限

(外
交
作
周
な
ど
)､
ま
た
は
対
内
的
作
周
で

あ
っ
て
も
直
接
に
国
民
を
支
配
す
る
と
は
い
え
な
い
諸
権
限

(予
算
､
決
算
の
確
定
な
ど
)
も
同
様
に
､
は
じ
め
か
ら
考
慮
の
外
に
あ
る
と

､.I:
,

い
う

｡
以
上
の
よ
う
に
､
小
嶋
の
理
解
は
た
し

か

に

｢
控

除
説
｣
に
違
い
な
い
も
の
の
､
｢国
家
の
人
民
支
配
作
周
｣
に
限
定
し
て
そ
こ
か
ら

∴い.｣

｢立
法
｣
と

｢司
法
｣
と
を
控
除
す
る
点
に
お
い
て
､
従
来
の
通
説
と
は
異
な
っ
て
い
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
小
嶋
の
控
除
説
は
､
｢執
政
｣
を

も

｢法
律
に
よ
る
行
政
｣
の
な
か
に
組
み
込
も
う
と
強
弁
す
る
の
で
は
な
-
､
む
し
ろ
前
者
を
､
｢行
政
｣
概
念
に
関
す
る
考
察
か
ら
切
り

二‥.∵

離
そ
う
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(
≡

)

未
解
明
の

｢執
政
｣

｢行
政
｣
概
念
論
争
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
､
従
来
の
学
説
に
お
け
る

｢執
政
｣
の
位
置
づ
け
は
､
次
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
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か
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
｡

一
つ
は
､
｢執
政
｣
を

｢行
政
｣
の

1
部
と
し
て
取
り
込
ん
で
し
ま
う
タ
イ
プ
で
あ
る

(控
除
説
は
そ
の
典
型
例
と
い
え
る
)｡
こ
の
立
場

は
､

結
果
と
し
て
雑
多
な
作
用
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た

｢行
政
｣
に
つ
き
､
そ
の
統

1
的
な
概
念
定
義
の
困
難
を
語
る
の
み
で
あ
り
､

｢
執
政
｣

/
狭
義
の

｢行
政
｣
と
い
う
区
別
に
対
し
て
と
-
に
関
心
を
示
さ
な
い
｡

も
う

1
つ
は
､
｢執
政
｣
を
あ
ら
か
じ
め
考
察
対
象
か
ら
除
外
し
､
｢行
政
｣
を
対
国
民
的
作
用
に
限
定
し
て
論
じ
る
タ
イ
プ
で
あ
る

(積

極
説
や
限
定
的
控
除
説
は
こ
れ
に
属
す
る
)｡
こ
の
立
場
に
お
い
て
､
｢執
政
｣
/
狭
義
の

｢行
政
｣
と
い
う
区
別
は
重
要
な
前
提
で
あ
る
も

の
の
､
検
討
の
盛
上
に
は
後
者
し
か
載
ら
な
い
か
ら
､
｢執
政
｣
の
本
質
は
未
解
明
の
ま
ま
残

っ
て
し
ま
う
｡

以
上
の
摘
要
か
ら
分
か
る
よ
う
に
､
｢行
政
｣
概
念
に
関
す
る
わ
が
国
の
伝
統
的
学
説
は
い
ず
れ
も
､
｢執
政
｣
領
域
の
析
出
に
消
極
的
で

[,:='

あ
っ
た
｡
周
知
の
よ
う
に
､
通
説
た
る
控
除
説
は
､
そ
の
沿
革
を
､
ド

イ
ツ
立
憲
君
主
制
の
歴
史
図
式
に
求
め
て
き
た
｡
そ
の

一
方
で
､

｢執
政
｣
作
周
を

｢行
政
｣
の
な
か
か
ら
括
り
出
し
､
そ
の
領
野
を
画
定
す
る
と
い
う
も
う

1
つ
の
営
み
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
､
わ
が
国

の
伝
統
的
学
説
は
､
ド

イ
ツ
国
法
学
の
成
果
に
冷
淡
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
そ
う
で
あ
る
｡

(74-1-106)106

二

｢執
政
｣
を
析
出
さ
せ
る
試
み

と
こ
ろ
が
､

一
九
九

〇
年
代
に
入
る
こ
ろ
か
ら
､
わ
が
国
に
お
い
て
も
､
上
述
の
学
説
状
況
を
見
直
す
機
運
が
高
ま
っ
て
き
た
｡
厳
存
す

る

｢執
政
｣
領
域
に
つ
き
､
従
前
の
学
説
は
､
い
わ
ば
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
｡
｢法
律
の
執
行
｣

と捉え
る
こ
と
が

(p=･.]

困
難
な
政
治
領
域
を

｢自
覚
的
に
主
題
化
｣
し
､
そ
の
統
制
の
あ
り
方
を
論
じ
る
こ
と
こ
そ
､
憲
法
学
の
本
領

で
は
な
い

か

｡
こ
う
し
た
批

判
が
徐
々
に
有
力
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
｡

で
は
､
こ
の

｢執
政
｣
の

｢自
覚
的

〔な
〕
主
題
化
｣
は
､
い
か
に
し
て
可
能
か
｡

そ
の
回
答
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
が
､
日
本
国
憲
法
六
五
条
に
い
う

｢行
政
｣
を
､
｢執
政
｣
と
読
み
替
え
る
試
み
で
あ
っ
た

(執
政
説
)
｡
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(
一
)

｢執
政
｣
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

本
説
の
論
者
が
､
｢執
政
｣
の
本
質
と
し
て
と
-
に
強
調
す
る
の
は
､
当
該
作
周
の
自
由
創
造
性
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢行
政
｣
が
法
律

(捕
)

の
規
律
に
拘
束
さ
れ
る
作
周
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
､
｢執
政
｣
は
､
｢法
律
か
ら
自
由
に
形
成
さ
れ
る
作
周
｣
を
指
す
と
い
う
の
で
あ
る
｡

具
体
的

に

は

､

日
本
国
憲
法
七
三
条
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
諸
権
限
､
た
と
え

ば

｢国務
を
総

理するこ

と
｣
(同
条

一
号
後
段
)
､
｢外
交
関

＼H､

係
を
処
理
す
る
こ
と
｣
(同
二
号
)
､
｢条
約
を
締
結
す
る
こ
と
｣
(同
三
号
)
等

が
そ
の
代
表

例とされ

る
｡

∴∵

も

っ
と
も
､
｢
法
律
か
ら
自
由
な
｣
と
い
う
形
容
は
､
必
ず
し
も

一
義
的
で

は
な
い｡
当
該

論者
じ
し
ん
が
認
め
る
よ
う
に
､
｢執
政
｣
と

l
[T/i

)

い
え
ど
も
､
議
会
制
定
法
に
よ
る
規
律
を
ま
っ
た
-
排
除
し
う
る
領
域
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ

る

｡

こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
の
か
､

執
政
説
の
代
表
的
論
者
と
冒
さ
れ
る
佐
藤
幸
治
は
､
自
由
創
造
性
と

い
う

表
現
に
は
拠
ら
ず
､
｢行
政
権
に
内
在
す
る
-
-
政
治

¢
統
治
の

∴ハ｣

作
周
｣
と
し
て

｢執
政
｣
領
域
を
画
定
す
る
｡

(二
)

注
目
さ
れ
る

｢
国
務
の
総
理
｣

そ
の
佐
藤
が

｢執
政
｣
の
析
出
に
際
し
て
と
-
に
注
目
し
た
の
は
､
先
に
す
こ
し
言
及
し
た

｢
国
務

〔
の
〕
総
理
｣
(日
本
国
憲
法
七
三

1('j.
,

,

条

言
号
)
な
る
国
家
作
周
で
あ

っ
た

｡

こ
の
条
文
は
､
｢行
政
｣
が

｢
国
法
の
執
行
｣
に
尽
き
な
い
こ
と
P
日
本
国
憲
法
み
ず
か
ら

｢
国
法

の
執
行
｣
に
留
ま
ら
な
い
政
治
作
周
を
内
閣
に
委
ね
て
い
る
こ
と
､
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
七
三
条

三
号
は
同

六

五

条

に
い
う

｢行
政
権
｣
の
中
核
を
な
し
て
お
り
､
七
三
条
は
こ
の

三
号

(｢国
務

〔
の
〕
総
理
｣
)
を
基
軸
と
し
て
､
こ
れ
と
密
接
に
関
連

Ⅶ慨
刑

す
る
諸
任
務
を
内
閣
に
委
ね
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
､
と
佐
藤
は
解
説
し
て
い
る
0

こ
の
理
解
に
従
う
な
ら
ば
､
同
号
は

｢国
務
を
総
理
す
る
｣
と
い
う
文
言
の
直
前
に
､
や
や
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
表
現
を
含
ん
で
い
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
内
閣
が
み
ず
か
ら

｢法
律
を
誠
実
に
執
行
｣
す
べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
､
換
言
す
れ
ば
内
閣
が

｢法
律
を
誠
実
に
執
行
｣
す
る
主
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
､
こ
の
条
文
は
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
､
こ
の
任
務
は
第

1
次
的
に
は

｢行
政
各

107(74-1107)
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部
｣
の
も
の
で
あ
る
｡
内
閣
は
､
｢行
政
各
部
｣
に
よ
る
法
律
の
執
行
状
況
を
監
督
し
､
必
要
に
応
じ
て
法
律
改
正
の
提
案
を
も
含
む
調
整

作
周
を
講
じ
る
立

場
に
あ
り
､
そ
の
意
味
で
､
法
律
を
誠
実
に
執
行

｢
さ
せ
る
｣
機
関
と
い
う
方
が
､
執
政
説
の
見
地
か
ら
は
適
切
と
さ
れ

/I/:.)

る
の
で
あ
る
｡

(74-1-108)108

(

≡
)

｢
内

閣
｣
の
再
定
位

以
上
の
よ
う
に
､
執
政
説
の
理
解
に
従
う
な
ら
ば
､
日
本
国
憲
法
六
五
条
が
内
閣
に
委
ね
た

｢行
政
権
｣
と
は
､
何
よ
り
も
ま
ず

｢執

政
｣
作
周
を
指
す
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
､
従
来

｢行
政
機
関
｣
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た

｢内
閣
｣
を
､
｢執
政
機
関
｣
と

し
て
再
定
位
す
る
こ
と
が
､
執
政
説
の
眼
目
な
の
で
あ
る
｡

既
述
の
よ
う
に
､
控
除
説
は
､
｢執
政
｣
と
狭
義
の

｢行
政
｣
と
を
区
別
し
な
い
｡
こ
れ
を
国
家
機
関
の
観
点
か
ら
い
う
な
ら
ば
､
同
説

は
､
内
閣
と
官
僚
団
と
を

｢行
政
権
｣
と
し
て

l
括
し
た
.
国
会

(立
法
権
)
が
法
律
を
制
定
し
､
｢行
政
権
｣
は
こ
れ
を
忠
実
に
執
行
す

∴∵

る
､
と
い
う
お
な
じ
み
の
図
式
は
､
か
よ
う
に

｢政
｣
(内
閣
)
と

｢官
｣

(官
僚
団
)
と
を

一
括
り
に
す
る
思
考
の
産
物
と
評
価
で
き
る

.

{11;

す
な
わ
ち
､
控
除
説
の
下
で
の

｢内
閣
｣
は
､
｢官
僚
団
｣
と
も
ど
も
､
国
会
の
制
定
し
た
法
律
を
執
行
す
る
だ
け
の
存
在
で
あ
り
､
も
っ

ぱ
ら
国
会
に
よ
る
統
制
の
対
象
で
あ
っ
た
｡

(淵
)

(1
)

こ
れ
に
対
し
て
､
執
政
説
は
､
古
-
か
ら
両
者
の
区
別
を
説
い
て
き
た
行
政
学
の
知
見
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
､
(
執
政
機
関
と
し
て
の
内

閣
)
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
努
め
た
｡
再
説
す
る
な
ら
ば
､
内
閣
は
法
律
を
執
行
す
る
と
い
う
よ
り
､
む
し
ろ
行
政
各
部
に
よ
る
法
律
の

(.;二

執
行
を
総
合
的
に
監
督
し
､
必
要
な
調
整
を
施
す
政
治
指
導
機
関
だ
､
と
執
政
説
は
強
調
す
る
の
で
あ
る
｡
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第
二
節

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
執
政
権
の
配
分

か
よ
う
に

｢執
政
｣
領
域
を
浮
き
彫
り
に
す
る
営
為
は
､
た
し
か
に
､
わ
が
国
の
憲
法
学
に
と
っ
て
重
要
な
示
唆
を
含
む
も
の
で
あ

っ
た
｡

法
律
案
を
準
備
し
た
り
､
予
算
を
編
ん
だ
り
､
ま
た
は
外
国
と
の
交
渉
に
臨
ん
だ
り
す
る

一
連
の

｢執
政
｣
行
為
を
､
｢法
律
の
執
行
｣
と

捉
え
る
の
は
､
む
ろ
ん
奇
異
な
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

問
題
は
､
こ
う
し
た
内
閣
に
よ
る
執
政
作
周
を
､
｢行
政
権
｣
概
念
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
の
当
否
､
つ
ま
り
､
日
本
国
憲
法
六
五
条

に

い

う

｢行
政
権
｣
を

｢執
政
権
｣
と
読
み
替
え
る
こ
と
の
是
非
で
あ
る
｡
本
稿
の
関
心
に
即
し
て
そ
の
問
題
意
識
を
摘
記
す
る
な
ら
ば
､
次
の

よ
う
に
な
る
｡

執
政
説
に
よ
る
上
述
の
読
み
替
え
は
､
｢執
政
｣
機
関
を
､
も

っ
ぱ
ら
内
閣
に
限
定
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
か
｡
そ
の
結
果
､
執
政
説
は
､

執
政
府
と
協
働
し
て
国
家
指
導
に
従
事
す
る
国
会
に
つ
き
､
そ

の
正
当
な
位
置
づ
げ
を
な
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
す
な
わ
ち
､
わ
が
国

の
憲
法
学
説
は
よ
う
や
-

｢執
政
｣
概
念
の
主
題
化
ま
で
辿
り
着
い
た
も
の
の
､
未
だ
協
働
執
政
理
論
の
採
周
に
は
至

っ
て
お
ら
ず
､
そ
の

議
論
領
域
か
ら
国
会
を
締
め
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
､
と
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

1

執
政
説
に
対
す
る
批
判

I:=･I])

管
見
の
か
ぎ
り
､
こ
う
し
た
疑
念
を
明
示
的
に
語
る
論
考
は
見
当
た
ら
な
い
｡
し
か
し
､
執
政
説
に
対
し
て
批
判
的
な
論
者
の
な
か
に
は
､

筆
者
の
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
､
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
す
る
｡

〓

)

政
治
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
国
会

そ
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
論
者
は
､
高
橋
和
之
で
あ
る
｡
周
知
の
よ
う
に
､
高
橋
は
､
内
閣
の
政
治
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
強
調
し
､
109(74-1-109)



論 説

(川
)

(1-
)

｢政
治
の
回
復
｣
を
追
求
す
る
代
表
的
論
者
で
あ
り
な
が
ら
､
執
政
説
を
峻
拒
し
､
(行
政
-
法
律

の
執
行
)
と
い
う
権
力
分
立
図
式
を
固
守

[i
]

し
ょ
う
と
努
め
て
き
た

(行
政
概
念
に
関
す
る
法
律
執
行
説
)
0

こ
の

一
見
し
た
と
こ
ろ
矛
盾
す
る
よ
う
に
み
え
る
二
つ
の
立
論
を
整
合
さ
せ
て
い
る
の
は
､
｢政
治
の
領
域
｣
と

｢法
の
領
域
｣
と
を
切

[.[=ハゝ

断
す
る
理
論
枠
組
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
権
力
分
立
論
は

｢法
の
領
域
｣
に
属
し
て
お
り
､
そ
こ
で
は
､
国
民
に
対
す
る

｢行
政
権
｣

の
活
動
は
､
常
に

｢法
律

の
執
行
｣
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
｡
他
方
､
国
務
の
総
理
や
外
交
､
財
政
と
い
っ
た

｢執
政
｣
作
昂
の
あ
り
方

は

､

｢

政
治
の
領
域
｣
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
り
､
こ
れ
を

｢法
の
領
域
｣
の
主
題
で
あ
る

｢行
政

権
｣
概
念
に
絡
ま
せ
て

論

じ

る

こ

と

(執
政
説
)
は
､
無

稽
の
混
乱
を
招
-
も
の
と
さ
れ
る
｡

高
橋
は
､
執
政
説
に

対

す

る
こ

の

批
判
を
展
開
す
る
な
か
で
､
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
｡

｢政
治
を
担
う
の
は
､
内
閣
の
み

で

は
な
い
｡
国
会
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
担
い
手
と
し
て
政
治
の
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
し
､
法
の
支
配
の
中

心
的
機
関
で
あ
る
裁
判
所
さ
え
､
法
律
を
違
憲
と
判
断
す
る
と
き
に
は
､
『阻
止
す
る
権
力
』
に
よ
っ
て
政
治
に
参
与
す
る
の
で
あ
る
｡
日

本
国
憲
法
の
想
定
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
p
政
治
は
国
会

⑳
内
閣

や
裁
判
所
の
相
互
関
係
を
通
じ
て
展
開
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

(
.八
㌧

い
る

｣
｡

す
な
わ
ち
､
国
会
は
予
算
を
議
決
し

(六
〇
条
)､
条
約
を
承

認

し

(

六
一

条
)p
首
相
を
指
名
し

(六
七
条
)､
内
閣
を
不
信
任
す
る

(六
九
条
)
等
の

｢執
政
権
｣
を
も
つ
｡
他
方
､
内
閣
は
国
務
を
総

理

し

(七
三
条

一
号
)､
外
交
関
係
を
処
理
し

(同
二
号
)､
条
約
を
締

結
し

(同
三
号
)､
予
算
を
作
成
す
る

(同
五
号
)
と
い
っ
た

｢執
政
権
｣
を
有
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
国
会
と
内
閣
は
､
そ
れ
ぞ
れ
上
託

の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
と
も
に
執
政
作
周
に
参
画
し
て
い
る
の
だ
｡
こ
の
う
ち
､
上
に
挙
げ
た
国
会
の
諸
権
限
を

｢立
法

権
｣
と
位
置
づ
け
る
必
要
は
な
-
､
現
に
そ
の
よ
う
に
は
称
し
て
い
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
上
述
の
内
閣
権
限
を
法
的
概
念
た

る

｢行

､い
∵

政
権
｣
に
反
映
さ
せ
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
､
こ
と
さ
ら
内
閣
だ
け
を
執
政
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
遇
す
る
結
果
と
な

っ
て
し
ま
う

｡
高
橋

は
､

こ
う
主
張
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
｡

(74-1-110)110
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と
す
れ
ば
､
そ
こ
に
は
､
本
節
冒
頭

に
述
べ
た
筆
者

の
も
の
と
同
様
の
問
題
意
識
が
看
取
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
｡
す
な
わ
ち
､
執
政

権
は
国
会
と
内
閣
に
分
有
さ
れ
る

｢政
治
的
な
｣
権
限
で
あ
る
と
こ
ろ
､
執
政
説
は
､
後
者
に
属
す
る
権
限
の
み
を

｢執
政
権
｣
と
し
て

｢法
的
に
｣
捉
え
な
お
す
こ
と
に
よ
り
､
執
政
主
体
を
も

っ
ぱ

ら
内
閣
に
限
定
す
る
結
果
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
高
橋
は

こ
れ
を
､
｢政
治
｣
と

｢法
｣
の
混
同
と
い
う
視
点
か
ら
批
判
し
､
執
政
権
の
配
分
問
題
を

｢法
の
領
域
｣
か
ら
放
郷
す
る
よ
う
求
め
た
の

蒜
,)

で
あ
る

｡

(

二
)

行
政
統
制
機
能
の
弱
化

以
上
の
高
橋
の
視
角
を
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
が
､
毛
利
透
の
所
説
で
あ
る
｡
彼
は
､
現
実
政

治

の

主

導

権

が
内
閣
の
掌
中

(
:I
;
)

に
あ
る
こ
と
を
認
め
､
そ
う
し
た
諸
作
周
を

｢執
政
｣
と
い
う

名
で
ま
と
め
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
さ
え
述
べ

る

｡

し
か
し
､
こ
れ
ら

の
内
閣
権
限
を

｢行
政
権
｣
概
念
に
取
り
込
み
､
｢執
政
権

｣

と
し
て
定
式
化
す
る
企
て
に
は
賛
同
で
き
な
い
と
い
う
｡
そ
の
根
本
的
な
問

題
意
識
を
､
毛
利
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
｡

｢内
閣
が
通
常
政
治
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
と
認
識
す
る
こ
と
と
､
そ
れ
を
憲
法
上
内
閣
の
権
限
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
全
-
次
元
が

異
な
る
｡
内
閣
が
執
政
権
を
有
す
る
と
な
る
と
､
国
会
が
政
治
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
は
憲
法
違
反
な
の
だ
ろ
う
か
｡
執
政

権
論
者
も
そ
ん
な
こ
と
ま
で
は
主
張
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
､
だ
と
す
れ
ば
65
条
で
内
閣
に
執
政
権
が
帰
属
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
は

(
:I
:)

非

常
に
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
ろ
う

｣
｡

こ
れ
は
､
国
会
も
ま
た

｢執
政
｣
主
体
た
り
う
る
と
こ
ろ
､
執
政
説
が
内
閣
の
執
政
権
だ
け
を
法
的
に
把
捉
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に

対
す
る
異
議
申
立
で
あ
り
､
そ
の
意
味
で
､
筆
者
と
同
様
の
問
題
意
識
に
由
る
も
の
と
い
え
よ
う
｡
た
だ
し
､
執
政
説
に
対
す
る
毛
利
の
批

判
は
､
単
に
そ
れ
が

｢
ミ
ス
リ

ー
デ
ィ
ン
グ
｣
だ
と
い
う
点
に
留
ま
ら
な
い
｡
毛
利
は
､
｢憲
法
学
者
は
内
閣
の
執
政
権
論
は
内
閣
機
能
強

化
論
だ
と
思

っ
て
い
る
が
､
そ
う
で
も
な
い
｣
と
指
摘
し
た
う
え
で
､
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
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｢内
閣
に
は
執
政
権
､
行
政
各
部
に
は
行
政
権
が
独
立
の
権
能
と
し
て
配
分
さ
れ
る
な
ら
ば
､
内
閣
の
介
入
は
む
し
ろ

二
足
の
理
由
を
必

(:-I.I

要
と
す
る
例
外
的
事
態
だ
と
評
価
す
る
の
が
素
直
な
帰
結
で
あ
ろ
う

｣
｡

換
言
す
れ
ば
､
内
閣
は
､
｢行
政
権
｣
を
行
使
す
る

一
環
と
し
て
行
政
各
部
を
指
揮
監
督
し
､
行
政
各
部
の
行
為
も
含
め
て
対
国
会
責
任

を
負
う
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
執
政
説
は
､
｢行
政
各
部
｣
を
独
立
し
た

｢行
政
権
｣
の
主
体
と
し
て
捉
え
な
お
そ
う
と
す
る
に
等
し
い
｡
そ

の
結
果
､
内
閣
に
よ
る
行
政
各
部
の
指
揮

⑳
監
督
は
､
独
立
的
権
能
た
る

｢行
政
権
｣

へ
の
介
入
と
な
り
､
こ
れ
を
あ
ら
た
め
て
正
当
化
す

る
必
要
が
生
じ
る
｡
す
な
わ
ち
､
執
政
説
は
､
内
閣
を
頂
点
と
す
る
行
政
組
織
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
-
を
破
壊
し
､
行
政
各
部
に
対
す
る
内
閣
の

指
揮
監
督
権
を
か
え
っ
て
穀
損
す
る
､
と
毛
利
は
警
告
す
る
の
で
あ
る
｡

以
上
を
ま
と
め
る
と
､
｢行
政
棟
｣
を

｢執
政
権
｣
と
読
み
替
え
る
試
み
は
､
執
政
作
周
の
主
体
が
内
閣
に
限
定
さ
れ
る
か
の
ご
と
き
誤

解
を
招
-
点
に
お
い
て
不
適
切
で
あ
る
ば
か
り
か
､
内
閣
の
行
政
統
制
権
限
に
つ
き
､
か
え
っ
て
そ
の
切
れ
味
を
削
い
で
し
ま
う
危
険
を
蔵

(;1.
.
i

す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い

る

｡
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二

協
働
執
政
理
論
の
胎
動

こ
れ
ま
で
の
分
析
に
よ
れ
ば
､
行
政
概
念
を
め
ぐ
る

｢法
律
執
行
説
｣
の

背

景

に

は

､

協

働

執

政

理
論
に
対
す
る
顧
慮
-

内
閣
と
並
ん

(=g.)

で
国
会
も
ま
た

｢執
政
機
関
｣
で
あ
る
と
の
評
価
-

が
控
え
て
い
る
｡

と
は
い
え
､
こ
の
学
説
が

(執
政
機
関
と
し
て
の
国
会
)
に
論
及
す
る
の
は
､
執
政
説
を
否
定
す
る
た
め
の
理
由
づ
げ
に
す
ぎ
な
い
｡
換

言
す
れ
ば
､
同
説
も
ま
た
､
｢執
政
｣
領
域
の

｢自
覚
的
な
主
題
化
｣
を
任
ず
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
｡

(

一

)

主
題
化
さ
れ
な
い
ま
ま
の
執
政
棒

｢

法

律
執
行
説
｣
は
､
既
述
の
よ
う
に
､
執
政
作
周
を

｢政
治
の
領
域
｣
と
割
り
切
り
､
｢法
の
領
域
｣
に
お
け
る
考
察
対
象
か
ら
あ
ら
か
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じ
め
除
外
す
る
｡
こ
の
こ
と
を
指
し
て
､
執
政
権
の
配
分
問
題
を
権
力
分
立
論
の
地
平
か
ら
放
沸
し
て
し
ま
っ
た
と
評
す
る
の
は
､
む
ろ
ん

I_･i.)

正
確
で
な
い
だ
ろ
う

｡

と
は
い
え
､
執
政
作
周
の
統
制
を
実
現
す
べ
-
､
執
政
権
を
国
会
と
内
閣
と
の
間
で
い
か
に
配
分
す
る
か
､
と

い
う

本
来
で
あ
れ
ば
権
力
分
立
論
の
枢
要
に
位
置
す
る
課
題
が
､
｢行
政
｣
の
捉
え
方
に
劣
後
す
る
二
次
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

す
な
わ
ち
､
｢法
律
執
行
説
｣
の
主
旨
は
､
対
国
民
的
作
周
と
し
て
の

｢行
政
｣
を
法
律
に
服
さ
せ
る
点
に
あ
る
｡
同
説
は
､
｢執
政
｣
を

｢行
政
権
｣
概
念
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
主
眼
を
置
-
も
の
で
あ
り
､
切
り
離
し
た
あ
と
の
議
論
､
す
な
わ
ち
執
政
権
の
配
分
問
題
に
つ
い

て
は
､
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
し
て
い
な
い
｡

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
て
き
た
わ
が
国
の
諸
学
説
は
､
協
働
執
政
理
論
に
対
す
る
無
関
心
と
い
う
点
に
お
い
て
同

断
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
つ
ま
り
､
｢行
政
｣
と
は
区
別
さ
れ
る

｢執
政
｣
領
域
の
存
在
を
認
め
る
学
説
で
さ
え
､
こ
れ
を

｢法
の
領
域
｣
か
ら
追
い
や
っ
た
ま
ま
本
格
的
な
考
察
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
り

(法
律
執
行
説
)､
他
方
､
権
力
分
立
論
の
規
上
に
載
せ

な
が
ら
も
内
閣
の
専
権
領
域
で
あ
る
か
の
よ
う
に
論
じ
た
り

(執
政
説
)
､
い
ず
れ
に
せ
よ

へ協
働
権
と
し
て
の
執
政
権
)
を
理
論
化
す
る

姿
勢
に
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
｡

(
二
)

｢協
働
権
｣
と
し
て
の
条
約
締
結
権

も
っ
と
も
､
個
別
の
執
政
領
域
に
関
す
る
議
論
を
視
野
に
収
め
る
な
ら
ば
､
協
働
執

政

理

論

を

積
極
的
に
導
入
す
る
試
み
が
目
に
留
ま

る
｡

ヽ

た
と
え
ば
声
部
信
書
は
､
内
閣
に
よ
る
条
約
の
締
結
に
国
会
の
承
認
が
必
要
で
あ

る

こ

と

を

念

頭
に
､
｢条
約
締
結
は
内
閣
と
国
会

の
協

､
ヽ
p

(那
)

働
行
為
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
背
景
に
､
先
述
し
た

一
九
五
二
年
の
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
に
お
け
る
論
争
が

(小.㌔

控
え
て
い
る
こ
と
は
､
い
う
ま
で
も
な
い
O
す
な
わ
ち
声
部
は
､
｢外
交
権
｣
を
あ
-
ま
で
執
政
府
の
権
限
と
解
す
る
立
場

(グ
レ
ー
ヴ

ェ
)

と
､
執
政
府
と
議
会
の

｢協
働
権
｣
と
捉
え
る
見
解

(メ
ン
ツ
ェ
ル
)
と
の
対
立
に
触
発
さ
れ
て
､
日
本
国
憲
法
七
三
条
三
号
の
解
釈
と
し

113(74-1-113)
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｢
･i
,)

て
後
説
を
採
周
し
た
の
で
あ
る

｡

た
だ
し
､
こ
う
し
た
選
択
は
､
協
働
執
政
理
論
そ
の
も
の
に
対
す
る
賛
意
の
表
明
と
い
う
よ
り
､
承
認
を
欠
-
条
約
の
効
力
に
関
す
る
解

I･･;i,

答
と
し
て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
だ
け
に
､
声
部
が
協
働
執
政
理
論
を
語

っ
て
い
る
の
は
､
こ
の
条
約
締
結
の
局
面
の
み
で
あ
り
､

そ
の
他
の
執
政
作
周
に
つ
い
て
同
様
の
理
論
図
式
が
採
周
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
条
約
締
結
を

｢協
働
行
為
｣
と
す
る
所
説
を
も

っ
て
､

声
部
に
お
け
る

｢協
働
執
政
理
論
｣
の
受
容
を
語
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
勇
み
足
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
､
協
働
執
政
理
論
の
胎
動
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
､
末
だ
表
舞
台
に
は
登
場
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
､
わ
が
国

の
学
説
状
況
な
の
で
あ
る
｡

(74-1-114)114

第
三
節

小
括

こ
こ
で
､
わ
が
国
の
憲
法
学
に
お
け
る

｢執
政
｣
概
念
の
軌
跡
を
ま
と
め
て
お
-
こ
と
に
し
よ
う
｡
同
概
念
に
関
す
る
考
察
の
舞
台
と

な

っ
た

｢行
政
｣
概
念

(日
本
国
憲
法
六
五
条
)
論
争
は
､
こ
れ
ま
で
少
な
か
ら
ず
ド
イ
ツ
の
諸
学
説
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
､
彼
国
に

お
け
る
議
論
の
進
展
を
反
映
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
.

一
九
九
〇
年
代
以
降
､
｢執
政
｣
と

｢行
政
｣
と
の
区
別
が
よ
う
や
-
浸
透
を

み
せ
は
じ
め
た
も
の
の
､
｢執
政
｣
の
本
質
ま
た
は
そ
の
権
限
配
分
を
め
ぐ
る
考
察
は
､
緒
に
就
い
た
ば
か
り
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

用

居
場
所
の
な
い

｢執
政
｣

伝
統
的
通
説
は
､
広
汎
な

｢執
政
｣
作
用
を

｢行
政
｣
概
念

(
日

本
国
憲
法
六
五
条
)
の
な
か
に
取
り
込
ん
だ
う
え
で
､
そ
の
統

一
的
な

定
義
を
模
索
し
た
｡
と
こ
ろ
が
､
｢法
律
の
執
行
｣
と
い
う
純
然
た
る

｢行
政
｣

か
ら
､
外
交
や
予
算
､
国
務
の
総
理
と
い
っ
た

｢執
政
｣

ま
で
を
貰
-

一
筋
の
糸
は
､
容
易
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
な
-
､
こ
の
学
説
は
上
記
の
統

1
的
な
定
義
を
結
局
の
と
こ
ろ
断
念
し
た
｡
換
言
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す
れ
ば
､
｢執
政
｣
を

｢行
政
｣
概
念
の
な
か
に
埋
没
さ
せ
た
ま
ま
､
そ
れ
以
上

の
考

察
を
事
実
上
放
棄
す
る
思
考
態
度
が
､
わ
が
国
の
憲

法
学
に
お
い
て
長
ら
-
支
配
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

他
方
､
こ
れ
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
､
｢行
政
｣
概
念
の
積
極
的
定
義
を
め
ざ
す
試
み
も
あ

っ
た
｡
た
だ
､
こ
の
試
み
が

｢執
政
｣
の
本

質
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
か
と
い
う
と
､
そ
う
で
は
な
い
｡
と
い
う
の
も
､
田
中
二
郎
に
代
表
さ
れ
る
積
極
説
は
､
｢行
政
｣
の

概
念
定
義
を
探
究
す
る
に
あ
た
っ
て
､
そ
の
領
域
を
あ
ら
か
じ
め

｢人
民
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
行
わ
れ
る
作
周
｣
に
限
定
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
同
説
に
と
っ
て
､
｢執
政
｣
は
は
じ
め
か
ら
考
察
の
対
象
外
な
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
わ
が
国
の
伝
統
的
諸
学
説
は
､
｢執
政
｣
領
域
の
主
題
化
に
対
す
る
消
極
的
態
度
と

い
う

1
点

に

お
い

て

共

通
し
て
い
た
｡

伽

内
閣
権
限
と
し
て
の

｢執
政
権
｣

こ
れ
に
対
し
て
､
｢執
政
｣
作
周
の
統
制
こ
そ
が
憲
法
学
の
課
題
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
､
当
該
作
周
領
域
の
析
出
に
取
り
組
ん
だ

の
が
執
政
説
で
あ
る
｡
こ
の
学
説
は
､
｢執
政
｣
を

｢法
律
の
執
行
｣
(狭
義
の

｢行
政
｣
)
に
尽
き
な
い
自
由
創
造
的
な
諸
活
動
と
捉
え
た

う
え
で
､
か
か
る
理
解
を
日
本
国
憲
法
六
五
条
の

｢行
政
｣
概
念
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
｡
国
家
機
関
の
視
角
か
ら
換
言
す
れ
ば
､
伝
統

的
な
学
説
の
下
で

1
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
内
閣
と
官
僚
団
を
分
離
し
､
前
者
の
国
政
指
導
権
限
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
､
同
説
の

主
た
る
関
心
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

か
か
る

｢政
治
の
回
復
｣
と
い
う

志
向
は
､
内
閣
を
い
わ
ば
国
会
の
従
た
る
地
位
に
置
-
傾
向
の
強
い
学
説
状
況
に
対
し
て
､
再
考
を
迫

る
だ
け
の
説
得
力
を
具
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
が
､
｢行
政
｣
概
念
の
読
み
替
え
と
い
う
論
法
は
､
も
っ
ぱ
ら

｢内
閣
｣
だ
け
を
執

政
主
体
と
し
て
措
定
し
､
国
会
を
そ
の
議
論
領
域
か
ら
追
い
や
っ
て
し
ま
う
と
い
う
､
"/
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
効
果
を
伴

っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
｡
つ
ま
り
､
執
政
説
は
､
正
当
に
も

｢執
政
｣
な
る
領
域
の
析
出
に
着
手
し
な
が
ら
､
そ
の
権
限
配
分
を
主
題
化
す
る
地
点
に
は
未

だ
到
達
し
て
い
な
い
､
と
思
料
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
執
政
説
に
批
判
的
な
学
説
の
な
か
に
は
､
か
か
る
懸
念
に
根
ざ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
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も
の
が
散
見
さ
れ
る
｡
と
は
い
え
､
こ
れ
ら
の
学
説
も
､
そ
う
し
た
懸
念
を
表
明
す
る
に
留
ま
り
､
そ
こ
か
ら

一
歩
す
す
ん
で
執
政
権
の
配

分
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

以
上
の
よ
う
に
､
｢執
政
｣
領
域
に
着
目
し
は
じ
め
た
近
時
の
学
説
で
さ
え
､
(協
働
権
と
し
て
の
執
政
権
)､
す
な
わ
ち

(執
政
機
関

と

し
て
の
国
会
)
を
正
視
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
論
結
さ
れ
う
る
｡

(74-1-116)116

制

ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
状
況
と
の
比
較

｢行
政
｣
概
念
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
議
論
は
､
控
除
説
を
筆

頭

に

､

従

来
ド
イ
ツ
学
説
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
で

は
､
｢執
政
｣
概
念
に
関
す
る
如
上
の
学
説
状
況
は
､
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
比
べ
て
い
か
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
｡
こ
の
点
に
つ
き
､
彼
国
に

お
け
る
同
概
念
の
展
開
を
わ
が
国
の
学
説
は
十
分
に
参
照
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
､
と
筆
者
は
繰
り
返
し
疑
義
を
口ま
し
て
き
た
｡

既
述
の
よ
う
に
､
ド
イ
ツ
の
学
説
は
､
狭
義
の

｢行
政
｣
と
区
別
さ
れ
る
べ
き

｢執
政
｣
の
存
在
に
早
-
か
ら
自
覚
的
で
あ
り
､
当
該
領

域
の
画
定
に
つ
き
議
論
を
重
ね
て
き
た
｡
そ
こ
で
は
､
法
規
律
か
ら

｢自
由
な
｣
活
動
と
し
て
同
領
域
を
析
出
さ
せ
る
見
解
と
､
国
家
統
合

に
資
す
る

｢政
治
的
｣
指
導
作
周
た
る
点
に
同
領
域
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
求
め
る
立
場
が
対
略
し
た
｡
ド
イ
ツ
国
法
学
に
お
け
る

｢国
家
指

導
｣
概
念
の
頻
出
は
､
後
者
の
思
考
の
影
響
力
を
物
語

っ
て
い
よ
う
｡

さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
､
議
論
の
焦
点
は
､
か
か
る
国
家
指
導
権
限
の
配
分
問
題

へ
移
行
し
て
い
っ
た
｡
ラ
イ
ヒ
首
相
ま
た
は
連
邦
首
相

の
政
治
指
針
決
定
権

(ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
五
六
条
､
基
本
法
六
五
条
)
を
念
頭
に
置
-
な
ら
ば
､

一
見
し
た
と
こ
ろ
､
上
記
権
限
は
執
政
府

に
帰
属
す
る
よ
う
に
み
え
る
｡
が
､
予
算
や
外
交
と
い
っ
た
異
体
的
局
面
を
想
起
す
る
ま
で
も
な
-
､
上
述
の
意
味
で
の

｢国
家
指
導
｣
に

は
､
議
会
も
ま
た
重
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
参
画
し
て
い
る
.
多
-
の
論
者
は
こ
の
点
を
顧
慮
し
て
､
｢国
家
指
導
｣
を
議
会
と
執
政
府
に

ま
た
が
る

｢協
働
権
｣
と
定
式
化
し
､
い
わ
ば

｢執
政
機
関
と
し
て
の
議
会
｣
を
検
討
の
姐
上
に
載
せ
た
の
で
あ
る
｡

わ
が
国
の
執
政
説
は
､
長
ら
-
日
陰
に
放
置
さ
れ
て
き
た

｢執
政
｣
に
光
を
当
て
る
と
い
う
点
に
お
い
て
､
以
上
の
ド
イ
ツ
の
議
論
に
接
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近
し
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
と
こ
ろ
が
､
｢
執
政
｣
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
し
て
は
そ
の
自
由
創
造
性
が
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
､
他
方
そ
の
権

限
配
分
を
め
ぐ

っ
て
は
､
せ
い
ぜ

い
条
約
締
結
権
を

｢
協
働
権
｣
と
位
置

づ
け
る
見
解
が
存
す
る
に
す
ぎ
ず
､
(
執
政
権

-
内
閣
権
限
)
ど

す
る
色
彩
が
な
お
濃
厚

で
あ
る
｡
別
言
す
る
な
ら
ば
､
執
政
作
周
の
統
制
と
､
そ
の
た
め
の
権
限
配
分
の
あ
り
方
が
p
わ
が
国
に
お
い
て
は

未
だ
権
力
分
立
論

の
中
心
的
課
題
た
り
え
て
い
な

い
の
で
あ
る
｡

(1-
)

例
外
的
に
､
｢議
会
の
執
政
機
能
｣
を
主
題
化
す
る
論
考
と
し
て
､
参
照
､
林
知
更

｢立
法
権
と
議
院
内
閣
制
｣
安
西
文
雄
ほ
か

『憲
法
学
の
現
代

的
論
点
』
(有
斐
閣
こ
10
〇
六
年
)

1
四
八
頁
以
下
O
渋
谷
秀
樹

『日
本
国
憲
法
の
論
じ
方
』
(有
斐
閣
二
一〇
〇
二
年
)
三
三

一
貫
は
､
｢議
院
内
閣
制

は
､
『執
政
』
は
内
閣
の
み
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
-
､
内
閣
と
国
会
の
協
働
関
係
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
｣
と
い
う
｡

(1-
)

参
照
､
高
橋
和
之
-
佐
藤
幸
治
-
棟
居
快
行
-

蟻
川
恒
正

｢
〔座
談
会
〕
憲
法

60年
-

現
状
と
展
望
｣
ジ
ュ
リ

二
二
三
四
号

(二
〇
〇
七
年
)

1

七

-
二
四
頁
｡

(1-9
)

か
か
る
分
類
に
つ
い
て
参
照
､
中
川
丈
久

｢立
法
権
◎行
政
権
◎司
法
権
の
概
念
の
序
論
的
考
察
｣
塩
野
宏
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

『行
政
法
の
発
展

と
変
革

(上
)』
(有
斐
閣

こ

10
0
1
年
)
三
四
二
貢
o

(1
)

清
宮
四
郎

『憲
法
-

〔第
三
版
〕』
(有
斐
閣

二

九
七
九
年
)
三
〇
〇
-
三
〇
1
頁

(傍
点
お
よ
び
括
弧
内
は
引
用
者
)0

(1-
)

宮
沢
俊
義

｡
声
部
信
菩
補
訂

『全
訂

日
本
国
憲
法
』
(日
本
評
論
社
二

九
七
八
年
)
四
九
四
貢
｡

(1-
)

伊
藤
正
己
も
ま
た
､
控
除
説
に
い
う

｢行
政
｣
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､

1
般
約

･
抽
象
的
な
法
規
範
の
適
用
お
よ
び
執
行

(蕊

務
員
の
任
免
､
営
業
の
免
許
､
租
税
の
賦
課
な
ど
)
は
も
ち
ろ
ん
､
｢国
防
や
治
安
維
持
､
外
交
か
ら
新
し
い
社
会
福
祉
の
増
進
､
経
済
､
社
会
､
文
化

の
発
展
の
た
め
の
活
動
｣
､
さ
ら
に
は

｢事
実
行
為
と
も
い
う
べ
き
直
接
的
な
執
行
作
用
｣
(道
路
や
河
川
の
工
事
､
学
校
の
経
常
な
ど
非
権
力
的
作
用
か

ら
､
犯
罪
行
為
の
鎮
圧
､
警
察
力
に
よ
る
集
会
の
解
散
､
家
屋
へ
の
立
ち
入
り
の
よ
う
な
権
力
的
な
実
力
の
行
使
ま
で
)
も
ま
た
､
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と

い
う
｡
伊
藤
正
己

『憲
法

〔第
三
版
〕』
(弘
文
堂

二

九
九
五
年
)
五

1
ニ
ー
五

二
二
頁
｡

(1-3
)

か
か
る
控
除
説
は
､
行
政
法
学
に
お
い
て
も
有
力
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
た
と
え
ば
塩
野
宏
は
､
｢行
政
に
つ
い
て
積
極
的
な
定
義
が
可
能
で
な
い

と
い
う
こ
と
を
率
直
に
認
め
て
､
無
理
に
定
義
を
す
る
こ
と
を
止
め
る
｣
控
除
説
に
立
つ
こ
と
を
宣
明
し
た
う
え
で
､
仮
に
そ
こ
か
ら

｢執
政
｣
領
域
を

析
出
で
き
た
と
し
て
も
､
残
余
の

｢行
政
｣
に
つ
い
て
積
極
的
定
義
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
､
と
付
言
す
る
｡
参
照
､
塩
野
宏

『行
政

法

〔第
四
版
〕』
(有
斐
閣

こ

1〇
〇
五
年
)
五
-
六
頁
.

(描
)

こ
の
点
に
関
し
て
は
､
塩
野
宏

｢行
政
概
念
論
議
に
関
す
る

1
考
察
｣
同

『法
治
主
義
の
諸
相
』
(有
斐
閣

二

一
〇
〇
一
年
)

1
九
貢

(脚
註
29
)
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論 説

〔初
出
二
〇
〇
〇
年
〕
を
参
照
｡

(1-5
)

参
照
､
石
川
健
治

｢政
府
と
行
政
1

あ
る
い
は
喪
わ
れ
た
言
説
の
場
｣
法
教
二
四
五
号

(二
〇
〇
1
年
)
七
六
貢
｡

(1-
)

日
本
国
憲
法
四

一
条
に
い
う

｢曜

1
の
立
法
機
関
｣
の
解
釈
に
つ
い
て
､
｢
1
般
的
◎抽
象
的
法
規
範
す
べ
て
｣
の
定
立
が
立
法
権
に
属
す
る
､
と
の

理
解
が
今
日
で
は
優
勢
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
｡
か
か
る
多
数
説
に
よ
る
な
ら
ば
､
｢行
政
に
は
そ
の
執
行
し
か
残
ら
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
｣
(毛
利
透

｢行

政
権
の
概
念
｣
小
山
剛
-
駒
村
圭
吾
編

『論
点
探
究

憲
法
』
(弘
文
堂

こ

1〇
〇
五
年
)
二
九
三
貢

〔脚
注
1
〕)｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
通
説
が
こ
の
定

義
を
採
用
で
き
な
い
の
は
､
｢行
政
｣
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
を

｢執
政
｣
が
占
め
て
い
る
と
の
理
解
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

(1
)

田
中
二
郎

『新
版
行
政
法
上

〔全
訂
第
二
版
〕』
(弘
文
堂

二

九
七
四
年
)
五
～
六
頁
｡

(1-8
)

参
照
､
田
中
二
郎

『行
政
法
総
論
』
(有
斐
閣

二

九
五
七
年
)
四
八
頁
､
同

こ
別
掲
註
(1-7
)
二
1
三
頁
｡

(1-
)

同
じ

｢積
極
説
｣
で
も
､
田
中
の
そ
れ
と
は
異
な
る
視
角
か
ら
唱
え
ら
れ
た
積
極
的
定
義
と
し
て
､
手
島
孝
の
学
説
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢本
来

的
お
よ
び
擬
制
的
公
共
事
務
の
管
理
お
よ
び
実
施
｣
と
い
う

｢新
行
政
概
念
｣
が
そ
れ
で
あ
る
｡
そ
の
所
説
に
よ
れ
ば
､
｢本
来
的
公
共
事
務
｣
と
は
､

当
該

｢事
務
の
性
質
か
ら
自
然
成
立
的
に
｣
公
共
性
が
認
め
ら
れ
る
事
務
､
｢擬
制
的
公
共
事
務
｣
と
は
､
｢社
会
的
に
合
意
さ
れ
た

〓
定
の
手
続

(政

治
-
一
次
的
政
策
決
定
)
を
経
る
こ
と
で
｣
公
共
性
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
事
務
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
､
こ
れ
ら
を
遂
行
す
る
た
め
の
諸
条
件
の
整
備

(管

理
)
か
ら
実
施
に
至
る

一
連
の
過
程
が

｢行
政
｣
で
あ
る
と
い
う
｡
参
照
､
手
島
孝

｢憲
法
に
お
け
る
行
政
｣
同
-
中
川
剛

『憲
法
と
行
政
権
』
(法
律

文
化
社
二

九
九
二
年
)
二
二
頁
以
下
｡
そ
こ
に
は
､
｢外
交
関
係

〔
の
〕
処
理
｣
(日
本
国
憲
法
七
三
条
二
号
)
や

｢財
政
｣
(同
七
三
条
五
号
､
八
三
条

以
下
)
な
ど
､
｢法
律
に
よ
る
行
政
｣
で
は
あ
っ
て
も

｢法
律
の
執
行
｣
と
は
い
え
な
い
諸
活
動
も
含
ま
れ
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
｡
こ
の
点
に
関
し
て

は
､
同
書

一
四
-

一
七
貢
を
参
照
｡

(1-
)
参
照
､
田
中

こ
別
掲
註
(1-
)
五
頁
｡

(1-1)
こ
の
表
現
は
､
佐
藤
幸
治

｢内
閣
と

『行
政
権
』
｣
同
=
中
村
睦
男
=
野
中
俊
彦

『
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
憲
法
』
(有
斐
閣

二

九
九
四
年
)
二
二
三

貢
に
拠
っ
た
｡

(1
)

小
嶋
和
司

｢権
力
分
立
｣
同

『憲
法
と
政
治
機
構
』
(木
鐸
社

｡
一
九
八
八
年
)
二
四

1
貢

〔初
出

1
九
六
三
年
〕o

(1-
)

小
嶋

こ
別
掲
註
(1
)
二
四
二
貢
｡

(1-4
)

小
嶋

こ
別
掲
註
(1-2
)
二
四
二
頁
｡

(1-
)

併
せ
て
参
照
､
小
嶋
和
司

｢権
力
分
立
と
衆
議
院
解
散
権
｣
同

こ
別
掲
註
(1-
)
1
四
二
-

1
四
五
頁

〔初
出

1
九
六
七
年
〕｡

(1-6
)

参
照
､
小
嶋
和
司

『憲
法
概
説
』
(良
書
普
及
会

｡
一
九
八
七
年
)
四
三
六
貢
｡

(i-7
)

清
宮
四
郎
の
控
除
説

(既
述
)
に
つ
き
､
そ
れ
が

｢行
政
｣
と

｢司
法
｣
を
と
も
に

｢国
法
の
執
行
｣
と
捉
え
た
う
え
で
の
結
論
で
あ
る
こ
と
を
重

視
し
て
､
限
定
的
控
除
説
の
一
種
と
捉
え
る
見
解
も
あ
る
｡
参
照
､
中
川

こ
別
掲
註
(1-9
)
同
頁
｡
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執政機関としての議会 (村西)

(1-8
)

も
と
も
と
君
主
に
専
属
し
て
い
た
国
家
作
周
か
ら
､
議
会
の
同
意
を
要
す
る

｢立
法
｣
と
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る

｢司
法
｣
が
ま
ず
分
離
さ
れ
､
君

主
の
手
に
残
っ
た
国
家
作
用
を

｢行
政
｣
と
称
し
た
､
と
説
明
す
る
図
式
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
の
説
明
に
対
し
て
は
､
批
判
が
少
な
-
な
い
｡
す
な
わ
ち
､

控
除
説
の
奉
じ
る
沿
革
論
は
､
君
主
の
強
大
な
権
力
を
そ
の
特
質
と
す
る
ド
イ
ツ
に
し
か
当
て
は
ま
ら
な
い
特
殊
な
理
解
で
あ
り
､
控
除
説
は
そ
の
後
の

国
民
主
権
や
権
力
分
立
の
展
開
を
無
視
し
て
い
る
､
と
い
う
批
判
で
あ
る
｡
参
照
､
松
井
茂
記

｢
『行
政
権
』
と
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
お
よ
び
地
位
｣

大
阪
大
学
法
学
部
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集

『
二
十

㌦
世
紀
の
法
と
政
治
』
(有
斐
閣

こ

1〇
〇
二
年
)
四
五
～
四
六
貢
｡

(1-9
)

参
照
､
石
川

こ
別
掲
註
(4
)六
九
貢
｡

(1-
)

阪
本

こ
別
掲
註
(1
)三
六
三
頁
｡
同
旨
の
見
解
と
し
て
参
照
､
石
川

こ
別
掲
註
(1-5
)
七
六
-
七
七
貢
｡

(1-
)

参
照
､
阪
本

こ
別
掲
註
(1
)三
六
三
賞
O

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(1-2
)

阪
本

こ
別
掲
註
(-
)三
六
三
頁
は
､
｢執
政
｣
を
､
｢議
会
制
定
法
の
規
律
の
も
と
に
お
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
､
-
-
法
律
に
よ
る
規
律
に
馴
染
ま

な
い
作
用
｣
と
説
明
し
て
い
る

(傍
点
は
引
用
者
)｡

(1-3
)

参
照
､
宮
井

こ
別
掲
註
(56
二

〇
三

～

1

〇
四
貢
｡

(1-4
)

参
照
､
佐
藤
幸
治

｢
日
本
国
憲
法
と
行
政
権
｣
同

『日
本
国
憲
法
と

｢法
の
支
配
｣
』
(有
斐
閣

二

一〇
〇
二
年
)
二
1
0
貢
以
下

〔初
出

1
九
九
九

年
〕
｡
た
だ
し
､
こ
の

｢政
治
｡統
治
｣
に
関
す
る
詳
細
な
説
明
は
な
い
｡
全
体
の
叙
述
に
照
ら
し
て
考
え
る
な
ら
ば
､
こ
の
概
念
は

｢国
法
の
執
行
｣
に

つ
き
な
い
作
用
の
謂
い
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

(二
二
二
貢
)
､
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
｢法
律
か
ら
自
由
な
領
域
｣
と
す
る
上
述
の
執
政
概
念
と
同
義

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
こ
の
点
､
先
に
紹
介
し
た
阪
本
昌
成
は
'
｢執
政
｣
/

｢統
治
｣
/

｢政
治
｣
を
そ
れ
ぞ
れ
区
別
す
る
｡
参
照
､
阪
本
工
別
掲
註

(1
)三
六
五
頁
､
同

こ
別
掲
註
(5
)
二
1
0
-
二
二

頁
O

(1-
)

併
せ
て
参
照
､
高
橋
和
之
-
佐
藤
幸
治

｢
〔対
談
〕
統
治
構
造
の
変
革
｣
ジ
ュ
リ

二

三
三
号

二

九
九
八
年
)

1
四
-

T
五
頁

〔高
橋
発
言
◎佐
藤

発
言
〕｡

(1
)

参
照
､
佐
藤

こ
別
掲
註
(1
)
二
二
五
頁
｡

(1-
)

参
照
､
佐
藤

こ
別
掲
註
(蹴
)
二
二
三
頁
o

(
1-
)

参
照
､
高
橋
和
之

｢
『国
民
内
閣
制
』
再
論
｣
同

『現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』
(有
斐
閣

こ

1
〇
〇
六
年
)
八
七
-
九

〇
貢

〔初
出

1
九
九
八

年
y
J

(1-9
)

宮
井
清
暢

｢
『行
政
権
』
と

『執
行
権
』
の
あ
い
だ
!

壷
心法
学
に
お
け
る

『行
政
権
』
の
捉
え
方
に
つ
い
て
の
覚
書

(1
)｣
愛
知
学
院
大
学
論
筆

法
学
研
究
三
四
巻
三
｡
四
号

(
一
九
九
二
年
)

二
二
三
頁
以
下
は
､
こ
れ
を

｢法
段
階
説
的
な
発
想
｣
(
二
二
九
貢
)
と
し
て
批
判
的
に
捉
え
て
い
る
｡
宮

井
の
執
政
説
に
つ
い
て
は
､
同

｢
『行
政
権
』
と

『執
行
権
』
の
あ
い
だ
-
憲
法
学
に
お
け
る

『行
政
権
』
の
捉
え
方
に
つ
い
て
の
覚
書

(2
)｣
愛
知
学

院
大
学
論
章
法
学
研
究
三
五
巻

1
こ

言
方

(
山
九
九
二
年
)
六
九
～
七
〇
貢
を
参
照
｡
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論 説

(1-0
)

参
照
､
西
尾
勝

｢議
院
内
閣
制
と
官
僚
制
｣
公
法
研
究
五
七
号

二

九
九
五
年
)
三
〇
貢
以
下
｡
内
閣
は
間
接
的
で
あ
れ
民
主
的
正
統
性
を
有
し
て

お
り
､
そ
の
点
で
は
､
官
僚
団
よ
り
む
し
ろ
国
会
と

1
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
｡

(
1-
)

参
照
､
長
谷
部
恭
男
-
水
島
覇
穂
-
蟻
川
恒
正
-
石
川
健
治

｢
〔討
論
〕
国
民
主
権
､
議
会
､
地
方
自
治
｣
法
時
六
九
巻
六
号

(
1
九
九
七
年
)
三

二
頁

〔石
川
発
言
〕
｡

(1
)

執
政
説
の
登
場
に
よ
り
､
行
政
概
念
に
関
す
る
議
論
は
-

と
-
に
憲
法
学
と
行
政
法
学
と
の
あ
い
だ
で
-

い
っ
そ
う
混
迷
を
深
め
た
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
｡
こ
の
点
に
つ
き
参
照
､
塩
野
工
別
掲
註
(1-
)
二
九
～
三
〇
貢
｡
｢憲
法
学
と
行
政
法
学
の
関
心
に
大
き
な
ず
れ
が
あ
り
､
そ
こ
に
控
除
説

批
判
論
､
さ
ら
に
は
行
政
概
念
論
そ
れ
自
体
に
混
乱
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
行
政
法
学
の
関
心
は

も
っ
ぱ
ら
行
政
に
つ
い
て
､
統

1
的
に
立
法
､
司
法
と
並
ぶ
よ
う
な
概
念
規
定
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
あ
る
｡
･･･-
こ
れ
に
対
し
て
､
憲
法
学
か
ら
の
関

心
は
執
政
の
観
念
を
析
出
す
る
こ
と
に
あ
っ
て
､
執
政
を
取
り
除
い
た
あ
と
の
行
政
の
定
義
に
は
関
心
が
な
い
｣
｡
も
っ
と
も
､
憲
法
学
と
行
政
法
学
の

双
方
の
研
究
成
果
に
関
心
を
払
い
つ
つ
､
｢執
政
｣
領
域
に
着
目
す
る
学
説
も
あ
る
｡
参
照
､
中
川
丈
久

｢行
政
活
動
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
｣
神
戸
法

学
年
報

1
四
号

二

九
九
八
年
)

二

一五
頁
以
下

(と
-
に
1
五
四
-

1
六
六
貢
)0

(1-
)

｢行
政
権
｣
は
内
閣
に

｢専
属
｣
す
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
､
執
政
説
に
お
け
る
執
政
権
の
帰
属
を
問
う
論
考
と
し
て
､
浅
野
博
音
三

『行
政
権

は
､
内
閣
に
属
す
る
』
の
意
義
｣
安
西
は
か

こ
別
掲
註
(1-
)
〓
ハ
八
～

一
七
三
賞
を
参
照
o

(班
)

参
照
､
高
橋
和
之

｢統
治
機
構
論
の
視
座
転
換
｣
同

こ
別
掲
註
(1-8
)
八
-
九
頁

〔初
出
二
〇
〇
二
年
〕｡

(1-
)

参
照
､
高
橋
和
之

｢日
本
国
憲
法
に
お
け
る

『立
法
』
と

『行
政
』
の
概
念
｣
同

『国
民
内
閣
制
の
理
念
と
還
周
』
(有
斐
閣
二

九
九
四
年
)
三
五

三
貢

〔初
出

一
九
九

1
年
〕｡
な
お
､
｢執
行
｣
の
意
味
を
､
高
橋
は
次
の
よ
う
に
説
-
｡
｢
こ
こ
で
い
う

『執
行
』
と
は
､
-
-

1
般
的
｡抽
象
的
法
規
範

の
個
別
昌
K体
的
事
例

へ
の
適
用
｡実
施
と
い
う
意
味
で
は
な
い
｡
上
位
規
範
か
ら
下
位
規
範

へ
と
向
か
う
法
の
実
現
過
程
に
お
け
る
上
位
規
範
の
執
行
と

い
う
意
味
で
あ
り
､
し
た
が
っ
て
､
上
位
規
範
の
執
行
と
し
て
の
法
制
定
も
､
こ
れ
に
含
ま
れ
る
｣
(三
四
二
貢
､
傍
点
は
原
文
)0

(1
)

併
せ
て
参
照
､
高
橋
和
之

｢立
法

｡
行
政

◎
司
法
の
観
念
の
再
検
討
｣
同

こ
別
掲
註
(1-8
)
二
三
二-

三

一五
貢

〔初
出

一
九
九
八
年
〕
｡

(1-
)

参
照
､
高
橋

こ
別
掲
註
(1
)
七
-
八
貢
｡

(1-8
)

高
橋

こ
別
掲
註
(描
)
九
貫
｡

(1-
)

参
照
､
高
橋

こ
別
掲
註
(1-
)
九
貢
o

(2-0
)

換
言
す
れ
ば
､
権
力
分
立
論
の
妥
当
領
域
を

｢国
家
の
人
民
支
配
作
用
｣
に
限
定
す
る
小
嶋
和
司
の
見
解

(同

こ
別
掲
註
(1-6
)
四
三
六
頁
)
を
､
高

橋
も
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
を
､
高
橋
み
ず
か
ら
示
唆
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
参
照
､
高
橋
こ

別
掲
註
(1-5
)
三
三
九
賞
(脚
注
4
)｡

(2-1
)

参
照
､
毛
利

こ
別
掲
註
(1-
)
二
九
七
頁
O

(2-
)

毛
利

こ
別
掲
註
(1-
)
二
九
七
～

二
九
八
貢
｡

(7車1120)120
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(2-3
)

毛
利
透

｢官
僚
制
の
位
置
と
機
能
｣
ジ
ュ
リ

〓
三

言
号

(二
〇
〇
六
年
)
六
五
貢
｡
付
言
す
れ
ば
､
｢形
式
的
意
味
の
行
政
概
念
｣
を
重
視
す
る

学
説
は
､
こ
の
よ
う
な
理
解
を
根
底
的
に
共
有
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
行
政
法
学
に
お
い
て
有
力
な
こ
の
立
場
は
､
行
政
機
関
が
現
実
に
行
っ
て

い
る
活
動
を
広
-
考
察
対
象
と
す
べ
-
､
主
体
に
着
冒
し
た
行
政
概
念
の
有
意
性
を
唱
え
る
｡
そ
う
し
た

1
連
の
行
政
活
動
に
は
､
た
と
え
ば
法
律
案
の

準
備
や
内
閣
に
よ
る
下
部
行
政
機
関
の
指
揮
監
督
と
い
っ
た

｢執
政
｣
活
動
も
含
ま
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
､
同
説
は
､
こ
れ
を
狭
義
の

｢行

政
｣
か
ら
区
別
せ
ず
､
む
し
ろ
両
者
を

｢行
政
｣
と
し
て
一
体
的
に
捉
え
る
と
こ
ろ
に
積
極
的
意
義
を
見
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
こ
に
は
､

｢執
政
｣
と

｢行
政
｣
と
の
切
り
離
し
が
行
政
統
制
に
と
っ
て
得
策
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
対
す
る
考
慮
が
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
参
照
､

大
橋
洋

一
『行
政
法

現
代
行
政
過
程
論

〔第
2
版
〕』
(有
斐
閣

二

一〇
〇
四
年
)
四
1
五
貢
｡

(2-4
)

毛
利
は
さ
ら
に
､
執
政
説

によ
る
法
治
主
義
の
瓦
解
を
懸
念
し
て
､
次
の
よ
う
に
叙
す
る
｡
｢執
政
権
に
属
す
る
権
限
に
は
極
め
て
多
種
多
様
な
も

の
が
考
え
ら
れ
う
る
と
こ
ろ
､
そ
れ
ら
が
憲
法
上
ほ
か
な
ら
ぬ

『内
閣
』
に
属
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
､
ま
さ
に
政
治
の
領
域
で
疑
い
な
-
中
心
に
い
る

機
関
に
憲
法
が
明
示
的
に
認
め
て
い
な
い
権
限
を
認
容
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
以
上
､
権
力
統
制
を
中
心
的
関
心
事
と
す
る
近
代
憲
法
学
に
と
っ
て
あ
ま

り
に
も
危
険
で
あ
る
｣
.
毛
利
透

｢行
政
概
念
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
｣
ジ
ュ
リ

一
二
二
二
号

(二
〇
〇
二
年
)

二
二
四
貢
｡

(2
)

高
橋
和
之
は
近
時
､
従
来
の
所
説
を
次
の
よ
う
に
明
快
に
再
論
し
て
い
る
｡
｢執
政
と
い
う
と
､
何
と
な
-
行
政
権
に
専
属
的
な
性
格
み
た
い
に
と

ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
､
私
は
執
政
と
い
う
概
念
を
使
わ
な
い
｡
憲
法
学
で
は
既
に
統
治
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
統
治
を
使
え
ば
い
い
と
考
え
て
い

る
の
で
す
が
､
統
治
と
い
う
の
は
内
閣
の
専
属
的
作
用
で
は
な
-
て
､
政
治
の
領
域
に
お
け
る
-
つ
の
概
念
で
､
そ
の
統
治
を
内
閣
と
議
会
の
1
定
の
関

係
､
議
院
内
閣
制
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
使
っ
て
遂
行
し
て
い
-
の
だ
と
と
ら
え
て
い
ま
す
｣
｡
高
橋
-
佐
藤
-
棟
居
-
蟻
川
工
別
掲
註
(1-8
)
二
三
1
二
四

貢

〔高
橋
発
言
〕｡

(2
)

｢政
治
の
領
域
｣
も
ま
た
権
力
分
立
の
一
局
面
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
高
橋
こ

別
掲
註
(班
)
七
頁

(脚
注
2
)
を
参
照
｡

(2-7
)

声
部
信
書

こ
菌
橋
和
之
補
訂

『憲
法

〔第
四
版
〕』
(岩
波
書
店

こ

1〇
〇
七
年
)
二
九
八
貢
O
傍
点
は
原
文
｡

(2-
)

参
照
､
高
見
勝
利

『声
部
憲
法
学
を
読
む
』
(有
斐
閣

こ

1〇
〇
四
年
)
四
〇
二
-
四

二

貢
｡

(2-9
)

参
照
､
声
部

◎
前
掲
註
(描
)
二
〇
八
-
二
〇
九
頁
O

(210
)

国
会
の
承
認
権
を
執
政
府
権
限
へ
の
例
外
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
と
解
す
る
グ
レ
ー
ヴ
エ
説
に
比
し
て
､
こ
れ
を

｢協
働
権
｣
と
捉
え
る
メ
ン
ツ
ェ

ル
説
の
方
が
､
承
認
を
欠
-
条
約
の
国
内
法
的
効
力
は
も
ち
ろ
ん
､
国
際
法
的
効
力
を
も
否
認
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る

(両
者
が
そ
こ
ま
で
具
体
的
に

語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
)｡
声
部
の
説
示
に
は
､
こ
の
点
に
関
す
る
考
慮
か
ら
メ
ン
ツ
エ
ル
説
を
支
持
し
て
い
る
色
合
い
が
濃
-
､
条
約
締
結
を
超

え
て
一
般
的
に
協
働
執
政
理
論
を
語
ろ
う
と
す
る
意
欲
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
参
照
､
声
部

こ
別
掲
註
(1-3
)
二
〇
九
頁
､
高
見

こ
別
掲
註

(2-8
)
四
〇
四
頁
o

121(74-1-121)



論 説

お
わ
り
に

侶

筆
者
は
､
ド
イ
ツ
に
お
い
て
有
力
な
協
働
執
政
理
論
を
手
が
か
り
と
し
て
､
わ
が
国
に
お
け
る

｢執
政
｣
概
念
の
論
じ
方
を
批
判
的
に

検
討
し
て
き

た
｡

同
理
論
の
基
盤
は
､
国
家
作
用
を
指
す
レ
ギ

ー
ル
ン
グ
と
国
家
機
関
を
意
味
す
る
そ
れ
と
の
峻
別
に
あ
る
｡
前
者
を

｢国
家
指
導
｣
作
用

(国
家
の
統

一
的
方
向
性
の
確
立
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
-
諸
施
策
の
響
導
)
と
し
て
析
出
さ
せ
る

1
万
､
執
政
府
の
み
な
ら
ず
､
議
会
を
も

そ

の
帰
属
主
体
と
措
定
す
る
と
こ
ろ
に
､
協
働
執
政
理
論
の
眼
目
が
見
出
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
､
執
政
作
周
と
執
政
府

(内

閣
)

と
の
強
度
な
対
応
関
係
を
な
お
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
わ
が
国
の
学
説
は
､
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
の
間
に
根
本
的
な
相
違
を
抱

え
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
｡

日
本
の
憲
法
学
説
は
､
ド
イ
ツ
の
レ
ギ
ー
ル
ン
グ
概
念
に
示
唆
を
得
て

｢執
政
｣
領
域
を
主
題
化
し
な
が

(2-1
)

ら
､
そ
の
本
質
究
明
や
権
限
配
分
に
関
し
て
は
､
彼
国
に
お
け
る
そ
の
豊
富
な
議
論
の
蓄
積
を
活
か
し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
こ

れ
が
､
本
稿
の
通
奏
低
音
と
い
う
べ
き
､
筆
者
の
問
題
関
心
で
あ
る
｡

(74-1-122)122

ほ̂

か
か
る
従
来
の
日
本
の
学
説
状
況
に
対
し
て
､
筆
者
は
､
強
-
再
考
を
促
し
た
い
｡
す
な
わ
ち
､
執
政
権
を
執
政
府
と
議
会
と
の

｢協

働
権
｣
と
定
式
化
し
､
そ
の
権
限
配
分
を
権
力
分
立
論
の
中
心
的
課
題
に
据
え
る
ド
イ
ツ
の
有
力
説
に
つ
き
､
日
本
国
憲
法
下
に
お
け
る
そ

∴｣｣

の
参
照
価
値
を
筆
者
は
強
調
し
て
お
き
た
い
｡

日
本
国
憲
法
は
､

1
万
で
国
会
を

｢最
高
機
関
｣
と
規
定
し
な
が
ら

(四

1
条
)
､
他
方
で
内
閣
を

｢国
務

〔の
〕
総
理
｣
機
関
と
位
置

づ
け
て
い
る

(七
三
条

言
号
)
｡
前
者
を

｢政
治
的
美
称
｣
と
解
す
る
通
説
に
従
う
な
ら
ば
､
両
者
の
連
関
は
次
の
よ
う
に
す

っ
き
り
と
理

解
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
｡

｢
国
政

一
般
の
政
策
的
統

一
性
を
担
保
す
る
総
合
調
整
機
能
が
最
高
機
関
と
し
て
の
国
会
に
期
待
さ
れ
る
と
の
見
解
も
あ
る
が
､
議
院
内
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3那
血

閣
制
に
お
い
て
は
､
こ
の
よ
う
な
機
能
は
む
し
ろ

『国
務
を
総
理
す
る
』
内
閣
に
属
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｣｡

だ

が

､
国
会
の

｢最
高
機
関
｣
性
に
法
的
な
意
味
を
認
め
つ
つ
､
同
時
に
､
内
閣
に
よ
る
国
務
の
総
理
に
も
着
目
す
る
場
合
に
は
､
こ
の

(m
)

点
に
つ
き
別
の
説
明
が
必
要
と
な
ろ
う
｡

た
と
え
ば
､
政
治
的
美
称
説
に
批
判
的
な
佐
藤
幸
治
に
よ
れ
ば
､
｢並
列
関
係
に
あ
る
国
家
諸
機
関
の
う
ち

一
番
高
い
地
位
｣
を
占
め
る

([=:)

国
会
は
､
｢国
政
全
般
の
動
き
に
絶
え
ず
注
意
し
っ
つ
､
そ
の
円
滑
な
道
営
を
は
か
る
立
場
に
あ
る
｣
と
い
う
｡
佐
藤
に
従

っ
て
､
こ
れ
を
､

国
務
の

｢統
括
｣
作
用
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
｡
こ
の

｢統
括
｣
作
用
は
､
そ
の
説
明
を
み
る
か
ぎ
り
､
｢国
務
の
総
理
｣
ま
た
は

｢執
政
｣

[仙
､

と
言
い
換
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の

｢国
務
の
総
理
｣
を
内
閣
権
限
と
し
て
最
も
重
視
し
て
き
た
論
者
こ
そ
､
佐
藤
幸

治
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
､
再
論
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
｡

1
見
し
た
と
こ
ろ
､
か
か
る
佐
藤
の
所
説
は
､
次
の
よ
う
な
批
判
を
免
れ
そ
う
に
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
国
務
が
全
体
と
し
て
円
滑

に
進
め

(2-7
)

ら
れ
る
よ
う
総
合
的
な
調
整
を
施
す
権
能
は
､
国
会
と
内
閣
の
い
ず
れ
に
帰
属
す
る
の
か
､
判
然
と
し
な
い
と
い
う
批
判
が
そ
れ
で
あ
る
｡

が
､
ド
イ
ツ
の
学
説
に
聞
-
な
ら
ば
､
執
政
権
を
国
会
ま
た
は
内
閣
の

｢
い
ず
れ
か
｣

1
万
に
配
分
し
ょ
う
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
､
落
と
し

穴
が
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
｡
｢執
政
権
｣
は
､
国
会
と
内
閣
と
の

｢協
働
棒
｣
で
あ
り
､
先
に
言
及
し
た
日
本
国
憲
法
の
二
つ
の
条
文

は
こ
の
こ
と
を
明
示
す
る
規
定
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

換
言
す
れ
ば
､
国
会
を

｢最
高
機
関
｣
と
規
定
し
っ
つ
､
内
閣
を

｢国
務

〔
の
〕
総
理
｣
機
関
と
定
位
す
る
日
本
国
憲
法
に
こ
そ
､
協
働

執
政
理
論
は
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
｡

㈲

こ
の

｢協
働
｣
と
い
う
文
言
は
､
権
力

｢分
立
｣
な
る
要
請
と
衝
突
す
る
よ
う
に
思
え
な
-
も
な
い
｡
だ
が
､
｢協
働
｣
に
具
わ
る
語

感

の
み
を
理
由
に
そ
う
決
め
つ
け
る
の
は
､
早
計
で
あ
ろ
う
｡
既
述
の
ご
と
-
､
こ
こ
に
い
う

｢協
働
｣
は
､
諸
機
関
の

1
体
化
ま
た
は
そ

れ
に
基
づ
-
統
治
の
効
率
化
と
同
義
で
は
な
-
､
む
し
ろ
逆
に
､

一
つ
の
国
家
作
周
に
対
す
る
複
数
の
国
家
機
関
の
参
画
､
そ
し
て
そ
の
こ
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論 説

と
に
よ
る
機
関
間
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
活
性
化
を
志
向
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
執
政
府
に
よ
る
提
案
を
議
会
が
否
決
ま
た
は
修
正
す
る
と

い
っ
た
局
面
も
ま
た
､
｢協
働
｣
の
代
表
的
な

一
場
面
な
の
で
あ
る
｡
そ
う
だ
と
す
れ
ば
､
協
働
執
政
な
る
枠
組
は
､
機
関
ど
う
し
の

｢相

互
抑
制
｣
を
実
効
化
す
る
と
い
う
意
味
で
､
権
力
分
立
論
の
具
体
化
と
さ
え
評
価
さ
れ
う
る
は
ず
で
あ
る
｡

か
よ
う
に
権
力
分
立
に
具
わ
る

｢相
互
抑
制
｣
の
側
面
を
国
家
機
関

ど

う
し
の

｢協
働

｣
(Zusam
m
enarbeit}
Zusam
m
enw
ir
I

!=:･山)

k
en
)
と
表
現
す
る
学
説
は
､
元
来
ド
イ
ツ
に
お
い
て
珍
し
い
思
考
で
は
な
い
｡

こ
れ
に
対
し
て

､
わ
が
国

の
支
配
的
な
学
説
は
､
｢相
互
｣

抑
制
と
い
う
名
の
下
に
､
も
っ
ぱ
ら

｢国
会
に
よ
る
内
閣
の
抑
止
｣
を
希
求
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
こ
で
は
､
国
会
の
権
限
領
域

に
対
す
る
内
閣
の
参
画
は
､
い
わ
砂
る

｢閣
法
｣
の
許
容
性
さ
え
争
点
化
を
免
れ
な
い
ほ
ど
､
厳
し
い
制
約
を
伴
う
こ
と
と
な
っ
た
｡
そ
の

行
き
着
-
先
は
､
(国
会
に
よ
る
決
定
を
執
行
す
る
機
関
)
と
し
て
の
､
受
動
的
な
内
閣
イ
メ
ー
ジ
に
他
な
ら
な
い
｡

か
か
る
学
説
状
況
を
顧
み
る
な
ら
ば
､
こ
れ
を
破
砕
し
よ
う
と
す
る
執
政
説
が
､
こ
と
さ
ら

へ執
政
機
関
と
し
て
の
内
閣
)
に
光
を
当
て

よ
う
と
し
た
の
も
､
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
と
は
い
え
､
こ
う
し
た
考
慮
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
あ
ま
り
､
同
説
に
お
け
る

｢執
政
権
｣
が
あ
た
か
も
執
政
府
に
専
属
す
る

｢第
四
棒
｣
の
ご
と
き
位
置
づ
げ
を
得
る
な
ら
ば
､
そ
れ
こ
そ
権
力
分
立
か
ら
の
逸
脱
が
問

題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡
こ
れ
を
回
避
し
っ
つ
､
し
か
も
内
閣
を
国
会
の
単
な
る
従
属
的
地
位
か
ら
解
散
す
る
道
は
､
｢相
互
抑
制
｣
の

含
意
を
ド
イ
ツ
に
お
け
る
上
述
の
議
論
に
倣

っ
て
捉
え
な
お
す
よ
り
他
に
な
い
だ
ろ
う
｡
｢抑
制
｣
と
い
う
語
が

1
万
的
な
統
制
作
用
を
想

起
さ
せ
て
し
ま
う
わ
が
国
の
学
説
状
況
に
お
い
て
は
､
か
か
る

｢協
働
｣

へ
の
読
み
替
え
と
､
そ
れ
に
基
づ
-
協
働
執
政
理
論
の
採
周
が
､

い
っ
そ
う
必
要
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

(74-1-124)124

㈲

そ
れ
で
は
､
｢執
政
｣
作
用
の
遂
行
に
際
し
て
､

い

か

な

る

協

働
秩
序
が
構
築
さ
れ
る
べ
き
か
｡
こ
れ
は
､
執
政
の
ア
ク
タ
ー
で
あ
る

内
閣
と
国
会
に
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
権
限
を
配
分
す
べ
き
か
､
と
い
う
問
い
に
等
し
-
､
権
力
分
立
論
の
枢
要
を
占
め
る
課
題
と
い
っ
て

よ

い

｡



執政機関としての議会 (村西)

こ
の
点
に
つ
き
､
ド
イ
ツ
で
は
､
各
国
家
機
関
の
組
織
構
造
と
そ
れ
が
担
う
べ
き
国
家
作
周
と
の
相
関
性
を
重
視
す
る
見
解

(機
能
的
権

力
分
立
論
)
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
き
た
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
あ
る
国
家
作
周
に
複
数
の
機
関
を
参
画
さ
せ
る
と
き
､
各
種
権
限
を
そ
の
行

使
に
最
も
適
し
た
機
関
に
配
分
し
､
も
っ
て
適
正
な
国
家
決
定
に
資
す
る
協
働
秩
序
を
構
築
す
る
こ
と
､
こ
れ
が
権
力
分
立
の
重
要
な
目
的

の
ひ
と
つ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡

筆
者
は
､
日
本
国
憲
法
も
ま
た
､
こ
の
機
能
的
権
力
分
立
論
の
見
地
か
ら
再
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
日
本

国
憲
法
は
､
国
会
と
内
閣
の
双
方
を
最
高
位
の
執
政
機
関
と
位
置
づ
け

(四

1
条
､
七
三
条

言
方
)､
協
働
執
政
理
論
の
採
周
を
宣
明
し
た

う
え
で
､
個
別
的
な
執
政
椿
の
配
分
を
機
能
的
観
点
に
基
づ
き
規
定
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
条
約
締
結
を
内
閣
権
限
と
し
､

こ
れ
に
対
す
る
国
会
の
権
限
を
阻
止
榛
に
と
ど
め
る
七
三
条
三
号
､
予
算
の
作
成
を
内
閣
の
専
権
と
し
な
が
ら
､
そ
の
議
決
権
を
国
会
に
付

与
す
る
八
六
条
は
､
そ
の
代
表
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

㈲

も
っ
と
も
､
本
稿
に
お
い
て
十
分
な
考
察
を
提
供
で
き
な
か
っ
た
点
も
少
な
-
な
い
｡

そ
の

1
つ
は
､
｢立
法
｣
の
位
置
づ
げ
で
あ
る
.
U

⑳
シ
ョ
イ
ナ
-
が
明
示
的
に
述
べ
た
よ
う
に
､
｢立
法
｣
を
単
な
る

｢法
の
定
立
｣
と

し
て
静
態
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
-
､
国
家
指
導
の
重
要
な
道
具
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
わ
ば
動
態
的
に
位
置
づ
け
る
思
考
は
､
注
目
に
値
す

る
｡
こ
の
点
に
つ
き
､
従
来
い
わ
砂
る
措
置
法

(M
aL3nah
m
egesetz)
や
計
画
法

(
P
l
a
n
g
e

setz)
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
と

(2-9
)

こ
ろ
､
も
う
少
し
考
察
の
射
程
を
拡
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
､
筆
者
は
な
お
模
索
中
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
行
政
組
織
法
に
つ
い
て

は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
い
か
な
る
行
政
組
織
を
設
置
し
､
必
要
と
あ
れ
ば
こ
れ
を
ど
う
編
成
し
な
お
す
か
と
い
う
問
題
は
､
国
家
の
針
路
決
定

3醐
E

お
よ
び
そ
の
た
め
の
諸
政
策
の
遂
行
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か

｡

だ
と
す
れ
ば
､
行
政
組
織
法
は
､
｢立
法
｣

が
執
政
の
道
具
た
り
う
る
こ
と

(す
な
わ
ち
執
政
機
関
と
し
て
の
議
会
)
を
実
証
す
る
領
域
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
行
政
組
織
の
編
成
が
ど
れ

だ
け
法
律
の
留
保
に
服
す
る
か
､
と
い
う
周
知
の
問
題
も
ま
た
､
か
か
る
協
働
執
政
理
論
の
見
地
か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
､

125(74-1-125)



論 説

そ
う
し
た
作
業
は
憲
法
学
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
さ
え
評
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

も
う

一
つ
は
､
執
政
作
周
と
裁
判
所
と
の
連
関
で
あ
る
｡
本
稿
は
も

っ
ぱ
ら
国
会
と
内
閣
を
執
政
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
措
定
し
て
き
た
と

こ
ろ
､
裁
判
所
も
ま
た
､
｢
1
切
の
法
律
､
命
令
､
規
則
又
は
処
分
｣
の
憲
法
適
合
性
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

(
日
本
国
憲
法
八

一
条
)
､

執
政
に
参
画
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
｡
と
は
い
え
､
裁
判
所
を
国
会

◎
内
閣
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
に
つ
き
､
筆
者
は
少
な
か
ら
ず

(2-1
)

蹟
糟
を
覚
え
た
た
め
､
こ
れ
に
関
す
る
検
討
を
ひ
と
ま
ず
脇
に
置
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
二
点
に
つ
い
て
は
､
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
心
得
て
､
筆
を
澗
き
た

い

｡

(74-1126)126

(冒
)
も
っ
と
も
､
執
政
説
の
源
流
を
も
っ
ぱ
ら
ド
イ
ツ
の
レ
ギ
ー
ル
ン
グ
概
念
に
見
出
す
の
は
失
当
で
あ
ろ
う
｡
と
い
う
の
も
､
執
政
説
を
唱
え
る
論
者

の
多
-
が
､
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
に
み
ら
れ
る

E
xecutive
(執
政
)
と
A
d
m
inistra
tio
n
(行
政
)
と
の
区
別
に
言
及
す
る
と
と
も
に
､
日
本
国
憲
法

の
英
文
テ
キ
ス
ト
が
上
記
区
別
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を

そ
の
重
要
な
論
拠
と

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
参
照
､
阪
本

こ
別
掲
註
(5
)
二
五
七
-

二
五
八
頁
､

佐
藤
◎前
掲
註
(1-
)
二
二
ヨ

-

二
二
四
貢
o
と
こ
ろ
で
､
E
x
ecutiv
e
と
A
d
m
inistration
が
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
､
わ
が
国
の
研
究

者
の
間
で
は
必
ず
し
も
見
解
が

一
致
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
｡
松
井
茂

記
に
よ

れ
ば
､
e
x
e
cu
tiv
e
p
o
w
er
と
は

｢法
律
を
執
行
す
る
権
限
｣
の
こ

と
で
あ
り
､
よ
り
広
い
国
家
指
導
作
用
を
指
す
a
d
mi
nistrative
p
o
w
er
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

(参
照
､
松
井
茂
記

『日
本
国
憲

法

第
2
版
』
(有
斐
閣

こ

1〇
〇
二
年
)
二
〇
1
頁
､
二
〇
九
U
二

10
貢
､
二

1
西
京
)｡
こ
の
叙
述
は
､
E
x
ec
u
tiv
e
を

｢執
政
｣
と
捉
え
る
上
述

の
説
明
と
ま
っ
た
-
食
い
違

っ
て
お
り
､
さ
ら
な
る
究
明
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

(2
)
(執
政
権
-
協
働
棒
)
と
す
る
定
式
に
言
及
す
る
論
考
と
し
て
､
楼
井
敬
子
-
橋
本
博
之

『行
政
法
』
(弘
文
堂

二

一〇
〇
七
年
)
四
貢
を
参
照
｡

(213)
長
谷
部
恭
男

『憲

法

〔第
3
版
〕』
(新
世
故

こ

1〇
〇
四
年
)
三
二
五
貢
｡

(2
)

上
述
の
政
治
的
美
称
説
も
ま
た
､
国
会
の

｢最
高
機
関
｣
性
に

一
切
の
法
的
意
味
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
-
､
｢国
民
自
身
に
次
い
で
､
高
い
地

位
に
｣
あ
る
国
会
が
､
｢国
政
全
般
に
わ
た
り
｣
そ
の

｢中
心
に
位
す
る
重
要
な
機
関
｣
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
き
た

(清
宮
工
別
掲
註
(1-
)
二
〇
二

頁
)｡
具
体
的
に
は
､
国
会
が
立
法
権
や
条
約
承
認
権
､
予
算
議
決
権
を
用
い
て
､
国
政
全
般
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
調
整
を
施
す
べ
き
地
位

に
あ
る
こ
と
を
､
通
説
は
否
定
し
て
い
な
い
｡
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
執
政
作
用
の
帰
属
に
関
す
る
問
題
は
､
政
治
的
美
称
説
と
も
け
っ
し
て
無
縁
で

は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(2-5
)

佐
藤
幸
治

『憲
法

〔第
三
版
〕』
(青
林
書
院

◎
一
九
九
五
年
)

1
四
三
頁
｡



執政機関としての議会 (村西)
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(
216

)

佐
藤
に
よ
れ
ば
､
｢国
務
の
総
理
｣
と
は
､
｢行
政
各
部
か
ら
の
様
々
な
情
報
に
接
し
､
全
般
的
な
法
律
執
行
状
況
を
把
握
｣
し
､
｢
そ
の
執
行
状
況

に

不
整
合
が
あ
れ
ば
調
整
策
を
講
じ
､
そ
の
際
必
要
が
あ
れ
ば
法
律
の
改
正

｡
新
法
律
の
制
定
に
向
け
て
の
工
夫
を
こ
ら
し
､
ま
さ
に

『国
政
が
適
当
の

方
向
を
定
め
ら
れ
､
そ
の
方
向
を
取
っ
て
進
む
よ
う
､
処
理
す
る
』
こ
と
｣
を
い
う
｡
佐
藤

こ
削
掲
註
(1-
)
二
二
三
頁
｡

(2
)

こ
の
点
に
つ
き
参
照
､
土
井
真

1
｢
『国
権
の
最
高
機
関
』
論
の
再
検
討
｣
法
学
論
叢

(京
都
大
学
)

1
四
八
巻
五
ェ
ハ
号

(二
〇
〇
一
年
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