
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
統
治
行
為

時

岡

弘

一
　
ま
え
が
き

二
　
諸
家
の
見
解

e
　
統
治
行
為
肯
定
説
の
根
拠
と
そ
の
批
剣

⇔
　
統
治
行
為
否
定
説
の
根
拠
と
そ
の
批
剣

三
　
結
　
　
　
語

一
　
ま
え
が
き
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最
高
裁
判
所
は
、
い
わ
ゆ
る
「
憲
法
の
番
人
」
と
し
て
、
国
民
の
権
利
義
務
を
擁
護
す
る
た
め
憲
法
に
重
大
な
任
務
が
課
せ
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
判
所
は
、
一
切
の
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す

る
終
審
裁
判
所
で
あ
る
（
憲
八
一
）
と
し
、
こ
れ
を
う
け
て
第
九
八
条
で
は
、
こ
の
憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ
っ
て
、
そ
の
条
規
に

79
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反
す
る
法
律
、
命
令
、
詔
勅
及
び
国
務
に
関
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部
又
は
一
部
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
と
宣
言
す
る
。
し
か
し
、

裁
判
所
の
司
法
審
査
権
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
司
法
に
関
す
る
行
為
を
無
制
約
に
審
査
す
る
も
の
で
は
な
い
、
例
え

ば
、
裁
判
所
は
、
日
本
国
憲
法
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
（
国
会
議
員
の
資
格
に
関
す
る
争
訟
・
罷
免
の
訴
追
を
受
け
た
裁
判
官
の
裁
判

権
）
に
は
、
そ
の
職
権
を
行
使
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
以
外
に
お
い
て
も
、
司

法
権
の
本
質
か
ら
一
定
の
限
界
を
認
め
、
裁
判
所
に
一
定
の
制
約
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
争
が
あ
る
。

　
こ
の
限
界
を
認
め
る
一
つ
に
、
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
論
が
あ
る
。
統
治
行
為
と
は
、
一
般
に
法
律
的
判
断
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
高
度
の
政
治
性
を
有
す
る
た
め
に
、
そ
の
性
質
上
司
法
審
査
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
国
家
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
言
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
え
ぽ
国
δ
窪
日
p
星
の
い
う
「
司
法
審
査
を
受
け
な
い
高
権
行
為
」
（
Ω
①
『
一
〇
げ
け
u
ワ
h
民
①
一
Φ
　
甲
｛
0
7
①
凶
け
q
B
餌
脚
一
Φ
）
と
い
え
よ
う
。

　
統
治
行
為
の
理
論
的
根
拠
は
後
述
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
諸
外
国
に
お
い
て
は
概
ね
判
例
上
こ
れ
を
認
め
、
ま
た
学
説
も
こ
れ
を
肯
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圖

る
も
の
が
多
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
統
治
行
為
の
理
論
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
学
説
が
分
か
れ
て
お
り
、
判
例
も
最
近

ま
で
統
治
行
為
を
否
定
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

　
統
治
行
為
に
関
す
る
判
例
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
最
近
ま
で
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
憲
法
時
代
に
は
行
政
裁
判

所
の
権
限
が
著
し
く
限
定
さ
れ
、
君
主
主
権
の
影
響
か
ら
統
治
行
為
に
該
当
す
る
国
家
行
為
は
制
度
的
に
制
限
列
挙
の
枠
外
に
あ
っ
た
こ

と
、
ま
た
司
法
裁
判
所
は
公
法
上
の
事
件
に
つ
ぎ
管
轄
権
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
実
際
上
の
問
題
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
現

憲
法
第
八
一
条
の
違
憲
立
法
審
査
権
の
規
定
と
相
侯
っ
て
裁
判
所
法
第
三
条
は
、
　
「
裁
判
所
は
、
日
本
国
憲
法
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合

を
除
い
て
一
切
の
法
律
上
の
争
訟
を
裁
判
す
る
」
と
い
う
規
定
に
よ
り
、
改
め
て
統
治
行
為
の
聞
題
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

　
統
治
行
為
に
関
す
る
判
例
と
し
て
、
衆
議
院
解
散
の
効
力
が
問
題
と
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
苫
米
地
事
件
に
お
け
る
第
↓
審
判
決
は
、

「
我
国
に
お
い
て
も
、
統
治
行
為
な
る
も
の
が
学
説
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
…
…
我
国
の
法
治
主
義
の
下
に
お
い
て
、

80
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な
お
裁
判
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
統
治
行
為
な
る
も
の
を
認
む
べ
き
法
理
上
の
根
拠
も
、
又
統
治
行
為
な
る
概
念
に
つ
い
て
積
極

的
、
具
体
的
な
内
容
規
定
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
自
由
主
義
的
法
治
制
度
に
徹
す
れ
ば
、
裁
判
の
対
象
よ
り
除
外
さ

れ
る
べ
き
統
治
行
為
な
る
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
は
そ
の
可
能
性
が
疑
わ
れ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
、
今
日
に
お
い
て
、
単
に
政
治
性

が
強
い
と
い
う
一
事
だ
け
で
衆
議
院
解
散
の
合
憲
性
を
裁
判
所
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な

　い
」
と
判
旨
し
た
。

　
こ
の
見
解
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
た
。
即
ち
、
　
「
裁
判
所
は
、
具
体
的
事
件
に
つ
い
て
の
法
適
用
の
保
障
機
能

を
果
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
衆
議
院
の
解
散
の
ご
と
き
政
治
色
の
濃
厚
な
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
効
力
の
如
何
が
国
民
の
権
利
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

直
接
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
が
有
効
で
あ
る
か
無
効
で
あ
る
か
に
つ
い
て
当
然
に
審
判
す
る
権
限
を
有
す
る
」
と
し
た

の
で
あ
る
。

　
苫
米
地
事
件
に
関
す
る
第
一
審
・
第
二
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第
八
一
条
お
よ
び
裁
判
所
法
第
三
条
の
現
定
を
文
理
解
釈
し
た
こ

と
に
よ
り
、
真
正
面
か
ら
統
治
行
為
論
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
判
例
を
く
つ
が
え
し
て
、
統
治
行
為
論
の
採
用
に
大
き
く
接
近
し

た
の
が
砂
川
事
件
最
高
裁
判
所
判
伽
で
あ
り
・
ま
た
・
・
の
理
論
裏
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
た
も
の
が
苫
米
地
事
件
上
告
審
判
決
で
あ

伽　
砂
川
事
件
最
高
裁
判
決
は
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
が
如
く
、
統
治
行
為
理
論
を
採
用
し
た
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
即

ち
、
判
示
の
う
ち
「
国
会
の
高
度
の
政
治
的
な
い
し
自
由
裁
量
的
判
断
と
表
裏
を
な
す
点
が
す
く
な
く
な
い
」
と
し
て
、
そ
れ
が
統
治
行

為
と
み
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
裁
量
行
為
と
み
る
べ
き
か
は
不
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
条
約
の
締
結
お
よ
び
こ
れ
の
承
認
は
そ
れ
ぞ
れ
の

機
関
の
自
由
裁
量
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
敢
て
統
治
行
為
論
を
採
用
し
な
く
と
も
司
法
審
査
の
枠
か
ら
外
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
判
決
の
一
部
に
「
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
」
と
い
う
部
分
に
拘
泥
す
れ
ぽ
、
こ
れ
は
裁
量
の
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限
界
を
超
え
れ
ば
違
法
と
な
る
意
味
に
お
い
て
裁
判
所
の
審
査
に
服
す
る
と
も
解
さ
れ
る
Q
と
も
あ
れ
、
同
判
決
の
補
足
意
見
の
中
に
、

藤
田
、
入
江
両
裁
判
官
の
積
極
的
な
統
治
行
為
を
肯
定
す
る
論
旨
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
両
裁
判
官
の
統
治

行
為
論
が
、
そ
の
ま
ま
苫
米
地
事
件
の
上
告
申
に
お
け
る
多
数
意
見
と
し
て
判
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
　
「
現
実
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
の

解
散
が
、
そ
の
依
拠
す
る
憲
法
の
条
章
に
つ
い
て
適
用
を
誤
っ
た
が
故
に
、
法
律
上
無
効
で
あ
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
を
行
う
に
き
つ
き
憲

法
上
必
要
と
せ
ら
れ
る
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
環
疵
が
あ
っ
た
が
故
に
無
効
で
あ
る
か
ど
う
か
の
ご
と
き
こ
と
は
裁
判
所
の
審
査
権
に
服

し
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
　
（
中
略
）
、
わ
が
憲
法
の
三
権
分
立
の
制
度
の
下
に
お
い
て
も
、
司
法
権
の
行
使
に
つ
い
て
お
の
ず

か
ら
あ
る
限
度
の
制
約
は
免
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
行
為
が
無
制
限
に
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
も
の
と
即
断
す
べ
ぎ
で

は
な
い
。
直
接
国
家
統
治
の
基
本
に
関
す
る
高
度
に
政
治
性
の
あ
る
国
家
行
為
の
ご
と
き
は
た
と
え
そ
れ
が
法
律
上
の
争
訟
と
な
り
、
こ

れ
に
対
す
る
有
効
無
効
の
判
断
が
法
律
上
可
能
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
か
か
る
国
家
行
為
は
裁
判
所
の
審
査
権
の
外
に
あ
り
、
そ
の

判
断
は
主
権
者
た
る
国
民
に
対
し
て
政
治
的
責
任
を
負
う
と
こ
ろ
の
政
府
、
国
会
等
の
政
治
部
門
の
判
断
に
委
さ
れ
、
最
終
的
に
は
国
民

の
政
治
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
司
法
権
に
対
す
る
制
約
は
、
結
局
、
三
権
分
立
の
原
理
に
由
来
し
、

当
該
国
家
行
為
の
高
度
の
政
治
性
、
裁
判
所
の
司
法
機
関
と
し
て
の
性
格
、
裁
判
に
必
然
的
に
随
伴
す
る
手
続
上
の
制
約
等
に
か
ん
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圖

み
、
特
定
の
明
交
に
よ
る
規
定
は
な
い
け
れ
ど
も
、
司
法
権
の
憲
法
上
の
本
質
に
内
在
す
る
制
約
に
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
。

　
統
治
行
為
論
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
概
ね
判
例
は
右
の
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ

う
。
学
説
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
も
の
に
判
例
の
示
す
が
如
く
、
そ
の
根
拠
を
司
法
権
の
内
在
的
制
約
に
求
め
る
も
の
、
裁
判

所
の
自
制
に
求
め
る
も
の
等
が
あ
っ
て
、
そ
の
根
拠
は
規
を
一
に
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
統
治
行
為
の
理
論
を
、
合
目
的
な
見
地
か

ら
肯
定
さ
れ
る
宮
沢
教
授
の
注
目
す
べ
き
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
統
治
行
為
の
根
拠
を
内
在
的
制
約
に
求
め
る
学
説
お
よ
び
裁
判

所
の
自
制
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
学
説
と
も
に
恐
ら
く
は
共
通
す
る
問
題
と
い
え
よ
う
。
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即
ち
、
宮
沢
霊
芝
は
、
　
「
統
治
行
為
ま
た
は
政
治
問
題
と
し
て
に
せ
よ
、
裁
物
所
の
審
査
権
か
ら
多
か
れ
少
か
れ
除
か
る
べ
き
だ
と
解

す
る
の
は
、
そ
れ
ら
を
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
せ
る
こ
と
が
、
実
際
上
合
目
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
お
い
て
は
、

か
り
に
裁
判
所
が
議
院
な
り
内
閣
な
り
の
行
為
の
違
法
な
い
し
無
効
を
宣
言
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
執
行
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ

り
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
選
挙
や
、
一
般
の
政
治
上
の
言
論
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
政
治
的
な
コ
ン
ト
呼
掛
ル
に
服
さ
せ
た
ほ
う
が
、
は
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

か
に
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
し
、
合
目
的
見
地
よ
り
「
統
治
行
為
」
又
は
「
政
治
問
題
」
を
司
法
審
査
か
ら
除

外
す
る
。

　
右
の
見
解
は
、
国
民
が
憲
法
の
最
終
の
番
人
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
国
民
主
権
の
原
理
に
適
合
す
る
忠
実
な
法
の
解
釈
と
も
い
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
い
う
国
民
と
い
う
観
念
が
抽
象
的
、
形
式
的
、
非
現
実
的
で
あ
る
こ
と
を
な
に
び
と
も
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う

「
現
代
国
家
に
お
け
る
国
民
は
、
多
少
と
も
階
級
的
な
存
在
で
あ
り
、
利
害
や
意
識
の
点
で
き
わ
め
て
多
元
的
に
分
裂
し
て
い
る
。
国
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
シ
ン
ボ
ル
の
下
に
一
元
的
に
集
約
で
き
る
主
体
は
、
少
な
く
と
も
国
内
政
治
の
場
面
に
は
存
在
し
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
」
。
こ
の
現

実
的
な
現
象
を
直
視
す
る
な
ら
ば
、
「
憲
法
の
番
人
」
は
国
民
で
あ
る
と
す
る
の
は
全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、
最
高
裁
判
所
が
統
治
行
為

論
と
い
う
虚
像
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
憲
法
上
の
権
限
を
自
ら
放
棄
せ
し
め
る
結
果
に
お
ち
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
み
な
い
。

　
即
ち
、
統
治
行
為
又
は
政
治
問
題
に
属
す
る
事
項
は
裁
判
所
の
審
査
外
に
お
き
、
主
権
者
た
る
国
民
の
判
断
（
選
挙
や
一
般
の
政
治
上

の
言
論
を
通
じ
て
）
に
よ
ら
し
め
る
と
し
て
も
、
現
実
の
国
民
は
さ
ら
に
法
的
な
救
済
手
段
又
は
そ
の
匡
正
手
段
が
法
的
に
保
障
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
、
そ
の
法
的
手
段
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
違
憲
の
国
家
行
為
が
行
な
わ
れ
、
こ
の
違
憲
行
為
が
次
の

選
挙
に
よ
っ
て
匡
正
さ
れ
た
と
し
て
も
、
現
実
に
は
国
家
の
違
憲
行
為
が
次
の
選
挙
に
至
る
ま
で
有
効
に
存
在
し
、
し
か
も
こ
の
違
憲
行

為
に
対
し
、
国
民
は
一
指
も
触
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
国
民
は
こ
の
違
憲
行
為
を
次
の
選
挙
ま
で
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
憲
法
の
停
止
乃
至
憲
法
の
一
時
中
断
の
現
象
に
は
か
な
ら
な
い
。
極
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
国
民
の
意
思
を
無
視
し
た
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国
家
機
関
に
よ
る
、
国
民
主
権
の
原
理
を
否
定
せ
し
め
る
結
果
に
な
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
統
治
行
為
又
は
政
治
問
題
に
属
す
る
事
項
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
裁
判
所
が
司
法
審
査
を
回
避
す
る
な
ら
ば
、
他
面
、
こ
れ
を
理
由

と
し
て
、
国
会
な
り
内
閣
が
高
度
な
政
治
性
の
違
憲
行
為
を
行
な
う
こ
と
も
自
由
で
あ
る
。
国
民
は
こ
れ
に
対
し
て
現
実
の
匡
正
手
段
を

も
た
な
い
現
状
で
は
、
　
「
無
法
の
番
人
」
は
お
ろ
か
、
憲
法
の
自
滅
、
崩
壊
の
番
人
し
か
あ
り
え
な
い
。
甘
巨
℃
・
閃
冨
P
犀
は
、
「
ア
メ

リ
カ
の
従
来
の
判
例
は
不
当
に
℃
o
年
8
巴
ρ
信
①
ω
け
δ
コ
の
範
囲
を
拡
大
し
た
う
ら
み
な
き
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
：
…
・
梱
る
行

為
が
司
法
審
査
の
外
に
置
か
れ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
に
つ
き
、
い
か
に
し
て
、
ま
た
何
人
が
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

か
が
は
つ
ぎ
り
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
も
し
こ
の
点
を
不
明
瞭
に
し
て
お
い
て
、
そ
の
行
為
を
司
法
審
査
の
外
に
置
こ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴

る
よ
う
な
勺
。
洋
δ
巴
ρ
o
Φ
ω
口
8
の
理
論
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
有
害
で
あ
る
」
。
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ

る
。　

本
稿
は
、
統
治
行
為
の
理
論
を
整
理
批
判
し
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
、
統
治
行
為
の
理
論
を
肯
定
す
る
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
を
究

明
す
る
に
あ
る
。
結
論
に
お
い
て
、
次
節
以
下
で
述
べ
る
が
ご
と
く
、
統
治
行
為
の
理
論
を
否
定
す
る
こ
と
が
憲
法
の
精
神
で
あ
る
と
考

え
る
。

註

①
　
○
田
。
。
①
コ
ヨ
帥
⇒
戸
O
①
ユ
。
ぴ
昏
ω
守
Φ
一
①
自
0
7
Φ
騨
鉾
葺
①
断
ヨ
ロ
ゆ
三
茜
①
昌
閃
同
房
昌
N
α
o
ゆ
δ
o
ワ
①
昌
沁
Φ
9
は
。
α
．
一
Φ
軌
ω
ω
．
卜
⊃
．

　
　
統
治
行
為
な
る
観
念
は
、
仏
法
に
お
け
る
餌
0
8
α
Φ
α
q
o
ロ
く
興
づ
Φ
ヨ
①
暮
英
法
に
お
け
る
餌
臼
o
h
ω
欝
8
米
法
に
お
け
る
℃
o
年
8
巴
ρ
ρ
δ
ω
ニ
ー

　
o
コ
ω
に
概
ね
帰
因
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
的
成
立
過
程
、
お
よ
び
、
そ
の
理
論
的
な
構
成
も
異
な
る
Q
　
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
山

　
田
準
次
郎
「
統
治
行
為
論
」
。
三
川
一
郎
「
国
家
学
会
雑
誌
」
六
八
巻
三
・
四
号
、
九
・
一
〇
号
、
七
〇
巻
一
・
二
号
、
金
子
宏
「
国
家
学
会
雑
誌
」

　
七
一
巻
八
号
、
　
一
一
号
、
七
二
巻
二
号
、
九
号
に
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

吻
　
統
治
行
為
が
司
法
審
査
を
受
け
な
い
の
は
裁
量
行
為
で
あ
る
が
た
め
と
し
、
自
由
裁
量
の
理
論
に
よ
っ
て
置
換
え
て
説
明
す
る
も
の
も
あ
る
。
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し
か
し
、
自
由
裁
量
も
裁
量
の
限
界
を
超
え
れ
ば
違
法
と
な
り
、
　
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
司
法
審
査
に
服
す
る
が
、
統
治
行
為
を
認
め
る
見
解
に

　
よ
れ
ば
、
仮
に
違
憲
・
違
法
で
あ
っ
て
も
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
こ
と
に
な
る
Q
　
こ
の
意
味
に
お
い
て
自
由
裁
量
論
と
統
治
行
為
論
と
を
別
の
観

　
念
に
認
め
る
必
要
が
あ
る
。

③
　
否
定
説
を
と
る
も
の
に
、
磯
崎
辰
五
郎
「
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
と
わ
が
国
憲
法
」
（
統
治
行
為
説
批
判
）
所
収
。
鵜
飼
信
成
「
憲
法
」
二
三
六

　
頁
Q
渡
辺
洋
三
「
憲
法
と
現
代
法
学
」
一
五
二
頁
。
小
島
和
司
「
東
京
地
裁
の
衆
議
院
解
散
無
効
判
決
に
つ
い
て
」
（
自
治
研
究
）
三
〇
巻
四
号
三

　
〇
頁
。

ω
　
東
京
地
方
裁
判
所
、
昭
和
二
入
。
一
〇
・
一
九
判
決
、
「
行
政
事
件
裁
判
例
集
」
四
巻
一
〇
号
二
五
四
〇
頁
。

⑤
東
京
高
等
裁
判
所
、
昭
和
二
九
・
九
・
二
二
判
決
、
「
高
等
裁
判
所
民
事
判
例
集
」
五
巻
九
号
、
一
＝
八
一
頁
。

⑥
　
最
高
裁
判
所
、
昭
和
三
四
・
一
二
・
一
六
判
決
、
「
最
高
裁
判
所
刑
事
判
例
集
」
一
三
巻
＝
二
号
、
三
二
二
五
頁
Q
同
、
ジ
ユ
リ
ス
ト
、
　
一
九
六

　
〇
年
一
刀
臨
時
増
刊
、
　
一
二
〇
頁
。

ω
　
最
高
裁
判
所
、
昭
和
三
五
・
六
。
八
判
決
、
「
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
集
」
一
四
巻
七
号
、
　
一
二
〇
六
頁
。
同
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
二
〇
五
号
、
四

　
二
頁
。

⑧
　
注
ω
「
前
掲
書
」
。

㈲
　
宮
沢
俊
義
「
口
本
国
憲
法
」
五
九
六
頁
。

⑳
　
有
倉
遼
吉
「
憲
法
秩
序
の
保
障
」
（
現
代
法
と
国
家
）
三
五
二
頁
。
小
林
直
樹
「
憲
法
講
義
」
四
八
四
戸
。

⑪
　
旨
㍗
閃
轟
昌
賀
℃
o
年
断
。
鋤
一
〇
9
の
焦
。
蕊
（
Q
り
需
康
Φ
8
①
O
o
竃
憶
叶
艶
昌
餌
ω
⊆
心
房
§
o
卜
国
毛
）
6
9
1
膳
ツ
＆
．

二
　
諸
家
の
見
解
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（
一
）
　
統
治
行
為
肯
定
説

85



86

　
統
治
行
為
に
関
す
る
わ
が
国
の
学
説
に
は
、
肯
定
説
と
否
定
説
に
分
か
れ
、
前
者
は
さ
ら
に
裁
判
所
目
浮
説
、
必
要
説
お
よ
び
内
在
的

制
約
説
に
分
か
れ
る
。
肯
定
説
の
う
ち
で
も
内
在
的
制
約
説
の
方
が
有
力
と
い
い
え
よ
う
。
こ
の
見
解
を
支
持
さ
れ
る
も
の
に
入
江
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

官
、
雄
川
、
金
子
教
授
の
諸
氏
が
あ
甑
、
必
要
説
を
採
ら
れ
る
も
の
に
山
田
準
次
郎
教
授
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
山
田
教
授
は
、
　
「
統
治
行
為
の
定
義
と
し
て
は
政
治
上
重
要
で
あ
っ
て
、
法
律
的
に
事
件
を
判
断
す
る
よ
り
は
政
治
的
に
判
断
す
る
必

業
袈
無
募
鵠
（
。
突
鼻
授
耳
加
え
ら
れ
た
も
の
）
と
し
・
そ
の
正
当
性
を
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
統
治

行
為
（
政
治
問
題
）
は
同
一
の
問
題
が
一
方
に
お
い
て
は
法
律
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
他
方
に
お
い
て
は
重
大
な
る
政
治
問
題
で
あ
る
と

い
う
両
面
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
両
者
は
密
接
に
関
聯
し
て
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
法
律
問
題
は
法
律

問
題
と
し
て
司
法
審
査
を
受
け
、
政
治
問
題
と
し
て
別
に
政
治
問
題
と
し
て
政
治
上
の
責
任
を
負
わ
し
め
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
は
、
如

何
に
政
治
上
重
大
な
必
要
に
出
て
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
法
律
上
の
審
査
の
結
果
違
法
と
判
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
違
法
が
如
何
に
骨
導
な

点
で
あ
っ
て
も
そ
の
行
為
全
体
が
無
効
と
し
て
取
扱
わ
れ
ま
た
は
取
消
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
、
角
を
た
め
て
牛
を
殺
す
結
果
が
発
生

す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
敢
く
の
如
き
結
果
の
発
生
を
防
止
す
る
必
要
上
、
比
例
の
原
則
に
よ
っ
て
、
司
法
審
査
を
除
外
す
る
の
が
統
治

行
為
（
政
治
問
題
）
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
法
政
策
上
の
も
の
で
あ
り
、
必
要
は
法
の
認
む
る
も
の
と
す
る
思
想
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

基
礎
と
な
っ
て
お
る
。
こ
の
説
明
以
外
に
私
は
統
治
行
為
司
法
不
審
査
の
正
当
性
を
説
明
す
る
途
は
な
い
と
考
え
て
お
る
」
と
さ
れ
る
。

右
の
正
当
性
の
根
拠
を
一
言
に
し
し
い
え
ば
、
山
田
教
授
も
指
摘
さ
れ
る
が
如
く
、
統
治
行
為
は
大
き
な
害
悪
の
発
生
す
る
こ
と
を
防
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
た
め
違
法
を
甘
受
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
と
い
う
に
あ
る
。

　
山
田
教
授
の
必
要
説
に
対
す
る
第
一
の
疑
問
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
比
例
の
原
則
を
い
か
に
認
定
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ

　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
て
磯
崎
教
区
、
有
倉
教
授
の
批
判
が
既
に
な
さ
れ
、
い
ま
こ
こ
で
重
ね
イ
、
同
じ
批
判
す
る
こ
と
ば
さ
し
ひ
か
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
見

解
と
類
似
す
る
も
の
に
、
さ
き
の
苫
米
地
事
件
最
高
裁
の
主
文
中
、
　
「
直
接
国
家
統
治
の
基
本
に
欄
す
る
高
度
に
政
治
性
あ
る
国
家
行
為
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の
ご
と
き
は
、
…
…
裁
判
所
の
審
査
外
に
あ
る
」
と
い
う
部
分
が
こ
れ
に
当
る
。
「
高
度
な
政
治
性
あ
る
国
家
行
為
」
と
「
高
度
な
政
治

性
の
な
い
国
家
行
為
」
と
い
う
も
の
は
、
裁
判
所
が
司
法
審
査
し
て
始
め
て
そ
の
概
念
が
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。
統
治
行
為
の
概
念

は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
立
場
か
ら
い
え
ぽ
た
と
え
そ
の
国
家
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
最
初
か
ら
裁
判
所
の
司
法
審
査
に
服
し
な

い
行
為
を
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
統
治
行
為
の
理
論
を
山
田
教
授
の
い
わ
れ
る
が
如
き
比
例
の
原
則
を
も
っ
て
証
明
す
る
こ
と
は
、

自
ら
統
治
行
為
の
根
拠
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
山
田
教
授
は
違
法
を
甘
受
し
て
ま
で
防
止
す
る
必
要
を
次
の
三
点
に
求
め

　
　
　
　
㈲

ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
第
一
は
裁
判
所
で
そ
の
問
題
に
含
ま
れ
て
お
る
法
律
問
題
の
審
査
を
す
る
な
ら
ぽ
収
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
結
果
を
招
来
す
る
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
対
す
る
批
判
は
、
既
述
の
ご
と
く
、
比
例
の
原
則
に
対
す
る
矛
盾
が
そ
の
ま
ま
指
摘
さ
れ
う
る
。
法

律
問
題
を
審
査
し
た
う
え
で
収
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
結
果
が
認
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
認
定
も
し
な
い
で
必
要
性
の
根
拠
を
求
め

る
こ
と
は
理
由
の
な
い
こ
と
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
百
歩
ゆ
ず
っ
て
、
そ
の
法
律
問
題
の
認
定
を
国
会
な
り
内
閣
が
認
定
す
る
と
す
る

な
ら
ぽ
憲
法
第
八
一
条
の
違
憲
立
法
審
査
権
は
全
く
空
文
化
さ
れ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
な
く
、
憲
法
が
保
障
す
る
三
権
分
立
の
原
則
は
否

定
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
に
な
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
必
要
の
第
二
は
、
外
交
上
の
問
題
に
お
い
て
は
国
家
意
思
の
一
途
に
出
で
る
必
要
で
あ
る
と
し
、
例
え
ば
、
外
交
上
の
問
題
が
司
法
審

査
に
服
す
る
と
す
れ
ば
、
違
法
な
外
交
の
問
題
に
つ
い
て
行
政
部
と
司
法
部
と
の
間
に
相
容
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
相
違
が
し
ば
し
ば
起

る
。
か
よ
う
な
不
統
一
な
行
為
は
国
家
性
格
的
の
破
壊
を
き
た
す
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
。

　
必
要
性
の
第
二
の
根
拠
は
、
し
か
し
な
が
ら
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
外
交
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
裁
判

所
が
司
法
審
査
す
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
憲
法
上
に
規
定
さ
れ
た
事
項
に
限
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
条
約
の
締
結
に
必
要
な
国
会
の
承

認
に
つ
い
て
、
憲
法
六
一
条
の
規
定
に
従
っ
て
適
式
に
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
第
七
三
条
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
条
約
の
締
結
に
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つ
い
て
、
事
前
に
、
時
宣
に
よ
っ
て
は
事
後
に
国
会
の
承
認
が
な
さ
れ
た
か
と
い
う
法
律
的
側
面
を
審
査
す
る
の
で
あ
る
。
外
交
上
の
方

針
に
つ
い
て
、
行
政
部
の
専
属
と
さ
れ
て
い
る
部
門
ま
で
裁
判
所
は
審
査
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
よ
う
な
分
野
は
、
い
わ
ゆ
る
自
由
裁

量
的
な
行
政
部
の
専
轄
事
項
で
あ
り
、
裁
判
所
の
権
限
外
の
問
題
で
あ
る
。
従
っ
て
、
論
者
の
い
わ
れ
る
が
如
き
外
交
上
の
問
題
に
お
い

て
国
家
意
思
の
一
途
に
出
で
る
必
要
と
い
う
こ
と
は
裁
判
所
の
司
法
審
査
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
論
者
の
指
摘
さ
れ
る
第
三
の
必
要
性
と
は
、
裁
判
所
が
司
法
不
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
司
法
権
の
独
立
の
維
持
そ
の
他
裁
判
所
の
利

益
の
保
持
で
あ
る
。
と
い
う
に
あ
る
。

　
こ
の
論
旨
は
、
あ
る
国
家
行
為
が
法
律
的
問
題
を
有
せ
ず
、
政
治
的
な
問
題
し
か
あ
り
え
な
い
国
家
行
為
の
場
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、

こ
の
見
解
は
正
当
で
あ
る
。
法
律
的
問
題
を
含
む
国
家
行
為
の
違
法
性
を
、
裁
判
所
み
ず
か
ら
そ
の
職
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て

司
法
権
の
維
持
を
全
う
し
、
そ
の
他
の
裁
判
所
の
利
益
の
保
持
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
裁
判
所
が
他
の
機
関
の
権
限
に
介
入
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
憲
法
の
保
障
す
る
権
力
分
立
の
精
神
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ぽ
、
裁
判
所
は
、
自
己
の
職
権
で
あ
る
法
律
問
題
ま
で

放
棄
せ
よ
と
い
う
の
で
ば
な
い
。
法
律
的
判
断
を
含
ま
な
い
政
治
部
門
は
司
法
権
を
除
く
他
の
機
関
に
よ
っ
て
憲
法
が
そ
の
権
限
を
保
障

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
政
治
的
側
面
を
有
す
る
国
家
行
為
で
あ
っ
て
、
し
か
も
法
律
的
判
断
が
可
能
で
あ
る
問
題
は
、
司
法
権
の
介
入
を

許
さ
ず
、
他
の
機
関
に
そ
の
職
権
が
委
ね
ら
れ
る
こ
と
自
体
、
そ
れ
は
司
法
権
の
権
限
を
他
の
機
関
が
侵
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
論
者
の
主
張
す
る
司
法
権
の
独
立
を
脅
か
す
反
対
の
現
承
を
呈
す
ば
か
り
で
は
な
く
、
権
力
分
立
の
原
則
を
否
定
す
る
結
果
に
な
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
裁
判
所
は
政
治
部
門
に
介
入
す
べ
き
で
な
く
、
ま
た
司
法
権
が
政
治
的
に
は
中
立
、
独
立
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
裁

判
所
は
法
律
部
門
に
つ
い
て
は
、
他
の
機
関
に
委
ね
る
こ
と
な
く
積
極
的
に
そ
の
職
権
を
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
決
し
て
裁
判
所
が
法
律
問
題
に
つ
い
て
中
立
的
で
あ
っ
た
り
、
高
度
な
政
治
問
題
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
挙
手
傍
観
す
る
が
如
き
行
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為
を
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
行
為
の
積
極
的
に
審
査
す
る
こ
と
が
司
法
権
の
独
立
を
全
う
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
か
つ
ま
た
そ

れ
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
三
権
分
立
の
原
則
が
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
統
治
行
為
（
政
治
問
題
）
は
大
き
な
害
悪
の
発
生
す
る
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
違
法
を
甘
受
す
る
必
要
に
出
ず
る
制
度
で
あ
る
と
い
う
論
旨
は
、
そ
の
基
盤
に
お
い
て
、
す
で
に
権
力
分
立
、
司
法
権
の

独
立
を
脅
か
す
と
い
う
大
き
な
害
悪
の
発
生
を
事
前
に
醸
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
統
治
行
為
肯
定
説
の
根
拠
を
自
制
説
に
求
め
る
見
解
に

は
到
底
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
入
江
裁
判
官
は
、
統
治
行
為
の
理
論
を
司
法
権
の
内
在
的
制
約
に
求
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
「
裁
判
所
が
、
統
治
行
為
を
そ
の
審
査
判
断

の
客
体
と
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
の
は
、
裁
判
所
の
自
制
で
は
な
く
、
司
法
権
の
内
在
す
る
性
質
か
ら
み
て
、
統
治
行
為
は
司
法
権
の
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圖

体
に
包
含
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
裁
判
所
が
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
」
と
し
、
そ
の
根
拠
を
「
国
民
主
権
主
義
に
お
け
る
三

権
分
立
制
」
に
求
め
る
。
こ
の
見
解
は
、
さ
き
の
砂
川
事
件
の
上
告
審
に
お
け
る
補
足
意
見
と
し
て
藤
田
、
入
江
両
裁
判
官
に
よ
っ
て
主

張
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
苫
米
地
訴
訟
上
告
審
に
お
け
る
主
文
と
し
て
現
わ
れ
、
判
例
と
し
て
固
定
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
点
に
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
入
江
裁
判
官
は
、
内
在
的
制
約
の
根
拠
を
国
民
主
権
に
お
け
る
三
権
分
立
に
求
め
る
見
解
と
し
て
、
次
の
如
く
論
旨
さ
れ
る
。
　
「
国
民

は
三
権
分
立
に
よ
っ
て
三
権
に
そ
れ
ぞ
れ
国
政
の
運
営
を
信
託
す
る
け
れ
ど
も
、
な
お
且
つ
三
権
に
分
属
ぜ
し
め
な
い
で
国
民
が
直
接
判

断
し
、
監
督
し
、
運
営
す
る
為
に
留
保
し
た
若
干
の
事
項
が
考
え
ら
れ
る
。
何
が
国
民
に
直
接
留
保
さ
れ
た
か
は
、
例
え
ば
或
る
国
の
憲

法
が
認
め
て
い
る
よ
う
な
人
民
投
票
、
人
民
発
案
、
罷
免
請
求
の
ご
と
く
、
憲
法
の
規
定
に
直
接
の
明
文
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
依
る
の
は
勿

論
で
あ
る
が
、
明
文
の
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
切
の
国
家
作
用
を
。
げ
Φ
∩
隆
と
σ
巴
碧
。
①
と
で
互
に
相
交
渉
し
合
う
三
権
の
い
つ

れ
か
に
分
属
せ
し
め
て
終
局
的
に
割
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
却
っ
て
三
権
分
立
を
認
め
た
趣
旨
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
項

は
噛
わ
た
く
し
は
、
解
釈
上
、
三
権
の
い
つ
れ
に
も
属
せ
ず
、
結
局
そ
れ
は
国
民
に
留
保
さ
れ
た
事
項
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
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う
司
法
権
の
限
界
と
い
う
面
か
ら
い
え
ば
、
統
治
行
為
が
そ
れ
に
当
る
。
…
…
以
上
の
こ
と
は
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
現
在
認
め
ら
れ

て
い
る
三
権
分
立
の
下
に
お
け
る
司
法
権
に
は
、
そ
れ
が
政
治
の
領
域
と
対
決
し
た
場
合
に
、
政
治
の
必
要
と
妥
当
と
の
為
に
、
さ
も
な

け
れ
ば
踏
み
込
み
う
る
領
域
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
踏
み
込
み
得
な
い
と
さ
れ
る
領
域
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
統

　
　
　
　
　
　
　
働

治
行
為
な
の
で
あ
る
」
、
と
す
る
。

　
右
の
見
解
に
対
す
る
批
判
は
、
前
述
に
指
摘
し
た
ご
と
く
「
高
度
な
政
治
性
あ
る
国
家
行
為
と
そ
う
で
な
い
国
家
行
為
」
の
認
定
判
断

の
困
難
さ
と
そ
の
矛
盾
に
あ
る
。
即
ち
、
国
家
行
為
の
う
ち
で
「
三
権
に
分
属
せ
し
め
な
い
で
国
民
が
直
接
判
断
し
、
運
営
す
る
為
に
留

保
し
た
若
干
の
事
項
」
（
政
治
の
必
要
と
妥
当
と
の
た
め
に
踏
み
込
み
得
な
い
と
さ
れ
る
領
域
）
を
い
か
な
る
理
由
で
、
し
か
も
だ
れ
が

そ
れ
を
認
定
す
る
か
の
疑
問
で
あ
る
。
論
者
は
こ
の
よ
う
な
事
項
ぱ
三
権
分
立
を
認
め
る
趣
旨
か
ら
み
て
、
三
権
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な

い
も
の
と
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
の
根
拠
自
体
は
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
「
政
治
の
必
要
と
妥
当
と
の
た
め
に
踏
み
込
み
得
な
い
と
さ
れ

る
領
域
」
は
、
た
し
か
に
国
家
行
為
と
し
て
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
そ
れ
が
存
在
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
領
域
に
お
い
て
政
治

的
側
面
を
有
す
る
領
域
で
あ
る
な
ら
ば
（
法
律
的
判
断
を
必
要
と
し
な
い
国
家
行
為
）
そ
の
領
域
に
裁
判
所
は
職
権
を
介
入
す
べ
き
で
は

な
く
、
他
の
機
関
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
当
否
は
次
の
選
挙
を
通
じ
て
国
民
の
公
平
な
裁
判
に
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い

う
の
か
憲
法
の
精
神
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
三
権
に
分
属
せ
し
め
な
い
で
国
民
が
直
接
判
断
し
、
運
営
す
る
た
め
留
保
さ
れ
た
若
干
の
事

項
」
と
い
う
の
は
、
あ
る
国
家
行
為
が
政
治
的
側
面
の
み
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
行
為
に
つ
い
て
は
直
接
国
民
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
機
関
の
行
為
に
属
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
国
民
の
直
接
民
主
制
と
し
て
、
憲
法

に
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
政
治
的
側
面
を
有
す
る
一
切
の
国
家
行
為
は
、
権
力
分
立
の
原

則
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
立
法
機
関
、
行
政
機
関
に
分
属
せ
し
め
、
そ
れ
ら
の
行
為
の
政
治
判
断
は
次
の
選
挙
に
お
い
て
国
民
に
判
断
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
あ
る
国
家
行
為
が
政
治
的
側
面
と
法
律
的
側
面
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
の
性
質
に
よ
り
三
権
の
い
ず
れ
か
に
属
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し
、
父
は
少
く
と
も
法
的
側
面
に
お
け
る
違
法
性
が
争
わ
れ
る
場
合
に
は
、
必
ず
裁
判
所
が
そ
の
職
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
高
度
な
政
治
性
あ
る
国
家
行
為
、
又
は
三
権
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
で
国
民
に
留
保
さ
れ
た
国
家
行
為
と
い
う
理
由
で
、
裁

判
所
が
法
律
的
判
断
を
避
け
る
こ
と
は
む
し
ろ
権
力
分
立
の
原
則
を
歪
め
る
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
司
法
権
が
立
法
権
、
行
政
権
に
対

し
。
げ
①
o
κ
す
る
の
は
、
法
令
審
査
権
し
か
憲
法
は
保
障
し
て
い
な
い
。
い
ま
こ
の
唯
一
の
抑
制
手
段
た
る
法
令
審
査
権
を
、
統
治
行
為

の
理
論
に
よ
っ
て
認
め
な
い
と
す
る
な
ら
ぽ
、
も
は
や
裁
判
所
は
、
立
法
権
、
行
政
権
の
支
配
下
に
あ
り
、
権
力
分
立
の
原
則
は
否
定
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
述
の
こ
と
か
ら
、
内
在
的
制
約
説
の
根
拠
を
国
民
主
権
の
下
に
お
け
る
三
権
分
立
制
に
求
め
る
見

解
は
、
そ
れ
自
ら
三
権
分
立
制
の
原
則
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
り
え
て
も
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
論
旨
に
は
た
り
え
な
い
。

　
同
じ
く
、
内
在
的
制
約
に
そ
の
根
拠
を
求
め
ら
れ
る
も
の
に
雄
川
教
授
の
見
解
が
あ
る
。
教
授
は
、
統
治
行
為
論
と
憲
法
第
八
一
条
と

の
関
連
に
お
い
て
次
の
ご
と
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
憲
法
八
一
条
の
存
在
は
、
私
は
こ
れ
は
統
治
行
為
の
存
在
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
即
ち
、
統
治
行
為
の
問
題

は
、
そ
れ
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
規
が
憲
法
か
法
律
か
の
区
別
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
の
性
格
に
か
か
る
問
題
で

あ
り
、
ま
た
、
裁
判
所
が
法
律
の
解
釈
権
の
み
を
有
す
る
か
、
憲
法
解
釈
権
を
も
有
す
る
か
に
よ
っ
て
、
本
質
的
に
変
る
問
題
で
は
な
い

の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
に
一
般
的
に
い
か
な
る
権
限
が
与
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
権
限
の
外
に
あ
る
行
為
の
存
在
の
問
題
で
あ
る
か

　
　
　
圃

ら
で
あ
る
」
と
す
る
。

　
こ
の
見
解
に
対
す
る
批
判
は
、
第
八
一
条
を
、
論
者
の
ご
と
く
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
九
八
条
の
規
定
が
無
意
味
に
な
つ
し
て
ま

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
九
八
条
は
、
こ
の
憲
法
は
国
の
最
高
法
規
で
あ
っ
て
、
そ
の
条
規
に
反
す
る
法
律
、
命
令
、
詔
勅
及
び
国
務
に

関
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部
又
は
一
部
は
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
と
宣
言
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
統
治
行
為
に
か
か
わ
り
の
あ
る
国

家
行
為
と
い
う
も
の
は
右
の
憲
法
の
条
文
に
ま
た
か
か
わ
り
の
な
い
行
為
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
第
九
八
条
の
規
定
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が
無
意
味
で
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
憲
法
前
文
第
一
段
で
宣
言
す
る
「
わ
れ
ら
は
、
こ
れ
に
（
民
主
主
義
の
原
理
に
）
反
す
る
一
切
の
憲

法
、
法
令
及
び
詔
勅
を
排
除
す
る
」
と
い
う
原
則
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
原
則
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
は
、

か
か
る
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
原
理
を
否
定
し
な
い
国
家
行
為
と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
敢
て
問
題
に
す
る
必
要

は
な
い
。
論
者
の
い
わ
れ
か
ご
と
き
、
統
治
行
為
の
問
題
は
、
そ
の
行
為
の
性
格
に
か
か
る
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
の
性
格

が
、
前
記
九
八
条
、
前
交
の
趣
旨
に
反
す
る
よ
う
な
行
為
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
か
か
る
行
為
と
い
え
ど
も
、
国
民
の
政
治

的
判
断
に
委
ね
る
と
い
う
な
ら
ば
敢
て
憲
法
の
精
神
に
反
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、

国
民
発
案
、
国
民
投
票
の
直
接
民
主
制
を
採
ら
な
い
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
意
味
の
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
統
治
行
為
の
観
念
が
、
王
権
の
産
物
で
あ
り
、
当
初
、
王
の
支
配
権
は
裁
判
所
を
拘
束
す
る
と
い
う
時
代
に
は
右
の
論
旨
も
妥
当
し
よ

う
。
勿
論
、
雄
川
教
授
の
見
解
は
か
か
る
見
地
か
ら
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
沿
革
か
ら
み
れ
ば
漸
次
裁
判
所
の
機
能
、

構
造
の
発
展
に
伴
い
、
か
つ
幾
多
の
判
例
、
学
説
に
よ
っ
て
集
積
さ
れ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な
い
。
ま
た
そ
の
歴
史
的
な
過
程
か
ら
み

れ
ば
、
統
治
行
為
と
祢
さ
れ
る
国
家
行
為
は
縮
少
の
段
階
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
統
治
行
為
の
観

念
の
成
立
自
体
に
近
代
民
主
主
義
的
政
治
と
本
質
的
な
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
」
こ
と
に
疑
問
が
な
お
さ
ら
生
ず
る
の

で
あ
る
。
こ
の
疑
問
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
等
の
諸
国
に
お
い
て
、
い
ま
な
お
統
治
行
為
の
概
念
が
認
め
ら
れ
、
か
つ

判
例
に
お
い
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
周
知
の
ご
と
く
、
最
高
裁
判
所
の
法
令

審
査
権
は
憲
法
の
明
文
の
規
定
を
欠
き
、
長
い
経
験
と
学
説
の
集
積
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
実
質
的
な
憲
法
の
概
念
か
ら
観
れ

ば
、
前
記
雄
川
教
授
の
論
説
も
正
当
と
い
い
え
よ
う
。
た
だ
し
か
し
、
憲
法
制
定
後
、
二
十
有
年
し
か
経
て
い
な
い
日
本
憲
法
を
、
ア
メ

リ
カ
の
そ
れ
と
同
列
に
準
じ
て
論
ず
る
こ
と
は
妥
当
と
い
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
金
子
教
授
も
、
統
治
行
為
の
根
拠
を
、
入
江
裁
判
官
や
雄
川
教
授
と
同
じ
く
、
政
治
と
裁
判
と
の
欄
係
に
お
け
る
司
法
権
の
内
在
的
制
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約
に
求
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
「
私
は
、
日
本
国
憲
法
の
下
に
お
い
て
、
司
法
権
の
政
治
に
対
す
る
内
在
的
制
約
は
、
こ
の
民
主
主
義
的
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

任
原
理
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
民
主
主
義
的
責
任
原
理
と
市
民
的
法
治
主
義
　
　
こ
の
両
者
は
と
も
に
憲
法
上
の
基
本
原
理
で

あ
る
　
　
を
調
整
す
る
原
理
と
し
て
統
治
行
為
が
み
と
め
ら
れ
る
、
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
裁
判
所
が
政
治
作
用
に
対
し
て
統
制
を
お
よ

ぼ
し
た
場
合
に
え
ら
れ
る
利
益
と
損
失
を
比
較
衡
量
す
る
場
合
、
以
下
述
べ
る
よ
う
に
、
損
失
の
方
が
よ
り
多
く
目
に
つ
く
と
い
う
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圓

も
解
釈
上
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
し
、
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
四
つ
の
見
解
を
示
さ
れ
た
後
、
結
論
と
し
て
次
の
ご
と
く
論
ぜ

ら
れ
る
。
「
我
国
法
に
お
け
る
司
法
権
は
、
独
立
性
を
与
え
ら
れ
た
私
人
の
権
利
の
保
護
を
目
的
と
す
る
法
判
断
作
用
で
あ
っ
て
、
裁
判

所
は
政
治
的
責
任
を
負
い
う
る
機
関
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
、
政
治
と
裁
判
と
は
相
互
に
入
念
に
分
離
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
う
の
を
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
一
定
の
場
合
に
は
司
法
権
の
優
位
．
私

権
の
保
護
・
法
秩
序
の
維
持
等
の
要
請
は
、
政
治
的
責
任
原
理
に
道
を
ゆ
づ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
統
治
行
為
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圏

と
め
ら
れ
る
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
」
。

　
右
の
見
解
は
、
前
述
の
統
治
行
為
肯
定
説
に
対
す
る
批
判
が
そ
の
ま
ま
妥
当
し
よ
う
。
論
者
の
指
摘
さ
れ
が
ご
と
く
、
裁
判
所
は
政
治

的
に
責
任
を
負
い
う
る
機
関
で
も
な
く
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
、
政
治
と
裁
判
と
は
相
互
に
入
念
に
分
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
決
し
て
政
治
的
決
定
の
当
否
を
審
査
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
違
法
性
を
審
査
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
機
関
の
責
任
を
明
確
に
し
、
「
憲
法
の
番
人
」
と
し
て
国
民
に
対
し
忠
実
に
憲
法
擁
護
の
義
務
を
尽
す
こ
と
に

あ
る
。
裁
判
所
が
政
治
的
判
断
を
避
け
、
法
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
行
為
の
政
治
責
任
を
国
民
に
論
う
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
前
提
を
省
み
な
い
で
直
接
国
民
に
政
治
判
断
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
日
本
国
憲
法
の
精
神
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
権

力
分
立
の
原
則
を
無
視
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
蛤
。
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（
二
）
　
統
治
行
為
否
定
説

　
統
治
行
為
の
理
論
を
否
定
す
る
も
の
に
、
判
例
と
し
て
、
さ
き
に
掲
げ
た
苫
米
地
訴
訟
第
一
審
、
第
二
審
の
判
決
が
あ
り
、
学
説
と
し

て
は
磯
崎
、
鵜
飼
、
渡
辺
、
小
島
の
諸
教
授
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
統
治
行
為
否
定
論
の
最
も
代
表
と
も
い
う
べ
き
磯
崎
説
教
の
見
解
を

検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
磯
崎
教
授
は
、
憲
法
第
九
八
条
及
び
第
八
一
条
の
両
規
定
を
仔
細
に
文
理
解
釈
し
、
統
治
行
為
の
成
立
す
る
余
地
の
な
い
こ
と
を
力
説

す
る
。
ま
ず
、
第
九
八
条
第
一
項
の
「
こ
の
憲
法
は
国
の
最
高
法
規
で
あ
っ
て
、
そ
の
条
規
に
反
す
る
法
律
、
命
令
、
詔
勅
及
び
国
務
に

関
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部
叉
は
一
部
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
。
」
と
い
う
規
定
は
、
単
な
る
理
論
的
な
条
項
で
は
な
く
、
憲
法

の
一
規
範
と
し
て
設
定
し
、
憲
法
上
の
効
力
を
付
与
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
憲
法
違
反
の
法
令
等
が
理
論
上
無
効
で
あ
る
と

し
て
も
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
実
際
有
効
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
憲
法
の
最
高
法
規
性
は
そ
れ
だ
け
侵
害
さ
れ
う
る
。
し

た
が
っ
て
憲
法
の
最
高
法
規
性
に
実
定
法
的
効
力
を
付
与
し
こ
れ
が
保
持
に
努
む
べ
き
で
あ
る
と
し
て
そ
の
目
的
で
設
け
ら
れ
た
の
が
こ

の
規
定
で
あ
る
。
第
八
一
条
は
「
最
高
裁
判
所
は
、
一
切
の
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る

権
限
を
有
す
る
終
審
裁
判
所
で
あ
る
」
と
し
、
第
九
八
条
の
問
題
を
有
権
的
に
解
決
す
る
国
家
機
関
の
定
め
を
法
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
両
規
定
の
存
す
る
規
定
か
ら
、
「
わ
が
国
憲
法
上
は
、
如
何
に
高
度
の
政
治
性
を
有
す
る
国
家
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
つ
い
て

憲
法
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
点
が
争
わ
れ
る
と
き
は
、
常
に
裁
判
所
こ
れ
を
審
査
、
決
定
し
得
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
わ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃

国
憲
法
上
は
、
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
な
る
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
結
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
さ
ら
に
教
授
は
、
右

の
二
条
文
の
交
感
解
釈
の
正
当
性
に
つ
い
て
「
憲
法
の
規
定
の
目
的
、
精
神
は
、
通
常
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
規
定
の
文
言
を
通
し

て
最
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
の
規
定
は
、
そ
の
規
定
の
交
言
の
ま
ま
に
意
味
す
る
も
の
と
解
釈

し
て
差
支
な
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
仕
方
を
文
理
解
釈
と
い
う
な
ら
ば
、
憲
法
の
解
釈
は
文
理
解
釈
が
原
則
で
あ
る
。
－
：
：
丈
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理
解
釈
と
い
え
ば
と
て
、
決
し
て
憲
法
の
目
的
、
精
神
を
考
え
な
い
で
機
械
的
に
文
言
通
り
に
解
釈
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

規
定
の
文
言
通
り
に
こ
れ
を
取
る
こ
と
が
恰
も
そ
の
規
定
の
目
的
、
精
神
に
合
す
る
も
の
と
考
え
た
上
で
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

は
文
理
解
釈
も
ま
た
合
目
的
的
解
釈
で
あ
る
」
と
す
る
。

　
教
授
の
合
目
的
的
解
釈
と
は
、
裁
判
所
が
統
治
行
為
の
理
論
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
保
障
機
能
を
維
持
せ
ん
と
す
る
に
あ

る
こ
と
、
お
よ
び
、
最
高
裁
判
所
が
一
切
の
国
家
行
為
の
合
憲
、
達
憲
決
定
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
主
権
の
原
理
に
立
脚
す
る
最

高
裁
判
所
国
民
審
査
制
の
趣
旨
、
目
的
に
副
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
憲
法
の
保
障
を
全
う
す
る
た
め
に
は
、
第
八
一
条

お
よ
び
第
九
八
条
の
両
規
定
は
文
理
解
釈
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
目
的
が
達
成
せ
ら
れ
る
と
い
う
に
あ
る
。
こ
の
見
解
を
非
と

す
る
根
拠
は
な
い
よ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
磯
崎
教
授
は
、
統
治
行
為
否
定
説
の
根
管
を
憲
法
第
八
一
条
、
第
九
八
条
二
項
の
文
理
解
釈
（
合
目
的
的
解
釈
の
結
果

か
ら
し
て
の
）
に
求
め
ら
れ
る
が
、
私
は
そ
の
結
論
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
的
な
根
拠
と
な
る
べ
き
憲
法
規
範
は
第
七

六
条
三
項
の
規
定
に
求
め
る
べ
き
だ
と
思
う
。

　
第
七
六
条
三
項
は
「
す
べ
て
裁
判
官
は
、
そ
の
良
心
に
従
い
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
い
、
こ
の
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ

る
」
と
い
う
規
定
は
、
第
八
一
条
の
法
令
審
査
権
の
規
定
に
対
す
る
総
則
的
規
定
で
あ
り
、
か
つ
権
力
分
立
を
保
障
す
る
原
則
規
定
で
も

あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
第
八
一
条
は
、
司
法
権
の
権
能
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
第
八
一
条
の
規
定
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、

第
七
六
条
三
項
の
精
神
に
副
っ
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
第
八
一
条
を
根
拠
に
し
て
、
統
治
行
為
論
を
否
定
し
た
と

し
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
司
法
権
の
内
在
的
制
約
が
先
行
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
肯
定
す
る
余
地
も
十
分
に
成
り
立
つ
わ
け
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
第
八
一
条
の
裁
判
所
の
職
権
（
法
令
審
査
権
）
と
、
司
法
権
の
内
在
的
制
約
の
理
論
と
が
同
じ
比
重
で
あ
る
か
ど
う

か
、
い
な
、
い
ず
れ
か
一
方
面
比
重
が
他
よ
り
も
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
統
治
行
為
否
定
論
、
肯
定
説
の
根
拠
が
成
立
す
る
の
で

95



96

あ
る
。
統
治
行
為
否
定
説
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
第
八
一
条
に
か
わ
る
第
七
六
条
三
項
の
規
定
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　
裁
判
官
は
良
心
に
従
い
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
な
い
、
こ
の
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。
と
い
う
規
定
は
、
憲
法
の
保

障
、
尊
重
、
擁
護
と
い
う
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
い
か
な
る
「
高
度
な
政
治
問
題
」
に
せ
よ
、
そ
の
国
家
行
為
に
法
律
的
側
面
を
有
す
る
限

り
、
裁
判
所
は
他
の
機
関
か
ら
独
立
し
て
職
権
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
高
度
な
、
国
の
重
大
な
る
国
家
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
政

治
的
判
断
し
か
も
た
な
い
場
合
は
、
勿
論
、
裁
判
所
は
職
権
を
及
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
分
野
に
介
入
す
る
こ
と
は
司
法
の
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

治
化
で
あ
り
、
権
力
分
立
、
司
法
権
の
独
立
を
自
ら
侵
す
こ
と
に
な
る
。
憲
法
は
「
裁
判
官
は
、
…
…
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ

る
」
と
規
定
す
る
の
が
こ
れ
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
高
度
な
政
治
問
題
で
あ
る
国
家
行
為
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
自
制
遠
慮
し
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
と
か
、
大
害
を
避
け
る
た
め
小
害
は
廿
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
ま
た
は
司
法
権
の
内
在
的
制
約
と
い
う
理
由

で
、
裁
判
所
が
そ
の
職
権
を
及
ぼ
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
理
は
到
底
成
立
し
な
い
。
も
し
、
か
か
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
法
的
判
断
を

避
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
官
は
自
ら
「
憲
法
及
び
法
律
」
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
第
七
六
条
の
容
認
す

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
内
在
的
制
約
説
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
　
「
こ
の
憲
法
」
の
理
念
の

中
に
は
、
司
法
権
と
し
て
の
一
定
の
限
界
が
あ
り
、
そ
れ
が
裁
判
所
の
内
在
的
制
約
と
し
て
既
に
先
行
す
る
と
い
う
な
れ
ば
、
こ
の
根
拠

も
稀
簿
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
憲
保
の
保
障
、
擁
護
、
尊
重
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
あ
る
い
は
国
民

主
権
の
も
と
に
お
け
る
三
権
分
立
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
第
七
六
条
の
規
定
に
司
法
権
の
内
在
的
制
約
と
い
う
根
拠
の
入
り
込
む
余
地
は

な
い
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
あ
る
国
家
行
為
が
高
度
な
政
治
性
を
も
つ
と
し
て
、
裁
判
所
が
、
そ
の
職
権
を
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
な
け
れ
ば
、
違
憲
の
国
家
行
為
は
立
法
部
、
行
政
部
の
専
食
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
か
か
る
行
為
に
よ
っ
て
人
権
侵
害
さ
れ
る
国

民
は
い
か
に
し
て
憲
法
の
保
障
が
全
う
さ
れ
よ
う
か
。
違
憲
の
国
家
行
為
に
よ
る
人
権
侵
害
に
対
し
て
は
、
あ
る
い
は
次
の
選
挙
に
よ
っ
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て
匡
正
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
殊
に
、
条
約
の
違
憲
性
あ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
条
約
の
性
格
か
ら
し
て
、
次
の

選
挙
に
よ
っ
て
国
民
の
権
利
侵
害
に
対
す
る
救
済
手
段
、
匡
正
手
段
と
い
う
も
の
は
、
全
く
可
能
性
が
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
既
述
の
よ
う
に
、
第
七
六
条
三
項
の
規
定
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
司
法
権
の
限
界
と
し
て
、
又
は
司
法
権
の
本
質
と
し
て
、
そ
こ

に
内
在
的
制
約
が
あ
る
が
如
き
論
理
は
毫
も
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
司
法
権
は
白
ら
そ
の
独
立
性

を
放
棄
し
三
権
分
立
の
原
則
を
否
定
す
る
と
ば
か
り
で
な
く
憲
法
の
崩
壊
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
憲
法
尊
重
、
擁
護
と
い
う
見
地
か
ら
す

れ
ぽ
、
第
七
六
条
三
項
を
合
目
的
的
に
解
釈
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
か
か
る
観
点
か
ら
す
れ
ぽ
統
治
行
為
の
概
念
乃
至

理
論
は
認
め
る
余
地
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
統
治
行
為
の
理
論
を
否
定
す
る
根
拠
は
、
第
八
一
条
、
第
九
八
条
の
文
理
解
釈
に
よ
る
べ
き
こ
と
は
磯
崎
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
と
お
り

で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
第
八
一
条
の
根
処
の
み
で
は
、
統
治
行
為
肯
定
説
と
し
て
の
内
在
的
制
約
の
根
拠
も
容
認
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
第
七
六
条
三
項
の
規
定
か
ら
統
治
行
為
の
理
論
を
排
斥
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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頁
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三
　
結

証ロロ

　
統
治
行
為
肯
定
説
の
根
拠
を
大
略
整
理
し
、
一
応
の
批
判
を
試
み
た
。
結
論
に
お
い
て
、
憲
法
の
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
わ

が
国
憲
法
に
お
い
て
統
治
行
為
の
理
論
を
肯
定
す
る
余
地
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
既
述
の
ご
と
く
、
直
接
国
家
統
治
の
基
本
に
関
す
る
高
度
に
政
治
性
あ
る
国
家
行
為
の
ご
と
き
は
、
た
と
え
そ
れ
が
法
律
上
の
争
訟
と

な
り
、
こ
れ
に
対
す
る
有
効
無
効
の
判
断
が
法
上
可
能
で
あ
っ
て
も
、
か
か
る
国
家
行
為
は
裁
判
所
の
審
査
の
外
に
あ
り
、
そ
の
判
断
は

主
権
者
た
る
国
民
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
見
解
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
司
法
権
の
独
立
を
侵
し
、
結
果
に
お
い
て
三
権
分

立
の
原
則
を
歪
め
る
も
の
で
あ
る
。
国
民
に
政
治
的
判
断
が
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
安
易
な
見
解
は
、
ま
す
ま
す
立
法
権
、
行
政
権
の
独
裁

化
を
促
す
原
因
と
な
り
う
る
。
わ
が
国
憲
法
に
お
い
て
は
、
国
の
重
大
な
行
為
に
に
つ
い
て
、
そ
の
政
治
判
断
を
求
め
る
べ
き
人
民
投

票
、
人
民
発
案
等
の
制
度
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
憲
法
第
七
六
条
三
項
は
、
司
法
権
の
独
立
と
し
て
裁
判
官
が
そ
の
職
務
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
、
立
法
機
関
、
行
政
機
関
か
ら
の
制
約
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を
排
除
す
る
、
た
だ
自
己
の
良
心
に
従
い
氷
か
つ
憲
法
及
び
法
律
の
み
拘
束
さ
れ
る
。
い
ま
統
治
行
然
の
理
論
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
．
違

憲
の
国
家
行
為
は
立
法
機
関
、
行
政
機
関
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
。
裁
判
所
は
、
か
か
る
行
為
に
つ
い
て
司
法
判
断
で
き
な
い
と
す
る
の

は
第
七
六
条
の
趣
旨
に
反
す
る
。
か
か
る
現
象
は
、
す
で
に
立
法
機
関
、
行
政
機
関
に
よ
っ
て
司
法
権
の
枠
を
狭
め
る
こ
と
に
な
る
。
例
え

ば
、
国
会
が
議
事
定
足
数
を
無
視
し
て
違
憲
の
立
法
作
用
を
行
な
い
、
内
閣
が
国
会
の
承
認
を
え
ず
し
て
条
約
を
締
結
し
た
と
き
、
裁
判

所
は
こ
れ
に
職
権
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
憲
法
の
精
神
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
現
象
は
す
で
に
憲
法
の

崩
壊
現
象
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
本
国
憲
法
は
、
国
民
主
権
の
も
と
に
三
権
分
立
と
保
障
す
る
。
こ
の
見
地
か
ら
国
会
は
弾
劾
裁
判

所
の
制
度
に
よ
り
裁
判
所
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
内
閣
は
裁
判
所
の
裁
判
官
を
直
接
間
接
に
任
命
す
る
こ
と
に
よ
り
司
法
権
を
制
約
す

る
。
司
法
権
の
立
法
権
、
行
政
権
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
第
七
六
条
三
項
の
規
定
を
具
体
化
す
る
第
八
一
条
の
規
定
に
よ
る
違
憲
立

法
審
査
権
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
い
ま
、
国
家
行
為
の
違
憲
性
判
断
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
行
為
が
統
治
行
為
と
い
う
理
由
で
裁
判
所
に

裁
判
権
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
司
法
権
は
立
法
機
関
、
行
政
機
関
に
対
す
る
唯
一
の
抑
制
手
段
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
、
立
法
機
関
、

行
政
機
関
の
下
に
隷
属
す
る
と
い
う
遊
行
的
な
現
象
を
呈
す
る
。
か
か
る
現
象
は
到
底
わ
が
国
憲
法
の
容
認
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

　
裁
判
官
は
、
政
治
的
色
彩
の
強
い
問
題
に
つ
い
て
最
終
的
な
判
断
を
下
し
た
場
合
、
よ
く
い
わ
れ
る
司
法
の
政
治
化
な
い
し
裁
判
官
の

寡
頭
政
治
を
も
た
ら
す
危
険
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
既
述
の
ご
と
く
、
国
家
行
為
の
法
的
側
面
を
も
た
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
そ
の

領
域
に
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
国
家
行
為
に
つ
い
て
法
的
判
断
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
裁
判
所
は
、
か

か
る
法
的
判
断
に
つ
い
て
は
、
憲
法
擁
護
の
立
場
か
ら
積
極
的
に
そ
の
職
権
を
行
使
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
第
七
六
条
三
項
の
趣

旨
、
目
的
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
裁
判
所
が
高
度
な
政
治
性
あ
る
国
家
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
判
断
（
法
的
）
を
す
る
こ
と
に
よ
る
責

任
は
、
国
民
審
査
（
憲
七
九
）
に
よ
っ
て
国
民
の
判
断
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
国
民
主
権
の
も
と
に
お
け
る
権
力
分
立
制
で
あ
る
。
い
ま
、

裁
判
所
が
高
度
な
政
治
問
題
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
そ
の
職
権
を
行
使
せ
ず
、
次
の
選
挙
を
通
じ
て
判
断
せ
し
め
よ
う
と
し
た
と
し
て
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も
、
国
民
は
直
接
判
断
す
る
機
会
、
能
力
が
あ
り
え
な
い
。
最
高
裁
判
所
が
高
度
な
政
治
問
題
を
法
的
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
国

民
の
裁
判
官
の
審
査
判
断
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
統
治
行
為
論
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
憲
法
保
障
が
保
た
れ
る
こ
と
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
、
第
七
六
条
三
項
に
求

め
る
べ
き
で
あ
る
。
第
八
一
条
は
基
本
的
、
総
則
的
な
第
七
六
条
の
具
体
的
規
定
で
あ
り
、
か
つ
第
九
八
条
一
項
が
そ
れ
を
確
認
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
わ
が
国
憲
法
に
お
い
て
統
治
行
為
の
理
論
が
成
立
す
る
余
地
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
現
憲
法
の
条
項
に
則
し
て
の
前
提
問
題
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
抵
抗
権
、
国
家
緊
急
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
に
属
す
る
か
ど
う
か
は
今
後
の
研
究
に

ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
。
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