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議
会
は
そ
も
そ
も
政
府
（
行
政
）
統
制
の
機
関
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
自
体
に
つ
い
て
疑
問
の
余
地
は

な
い
。
が
、
そ
こ
で
い
う
「
統
制
」
の
意
味
が
明
確
に
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
言
葉
自
体
に
積
極
的
意
義
を
み
い
だ
す
こ
と
は
困
難
と

な
る
だ
ろ
う
。
「
議
会
」
の
中
に
、
君
主
制
の
下
で
の
国
政
参
与
・
諮
問
機
関
と
し
て
の
議
会
か
ら
、
国
民
主
権
下
に
お
け
る
「
国
権
の

最
高
機
関
と
し
て
の
国
会
」
ま
で
を
含
め
て
考
え
る
と
き
、
「
統
制
」
の
意
味
が
理
念
的
・
規
範
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
統
制
機
関
た
る
議
会
の
地
位
が
当
該
制
度
の
中
で
明
確
に
さ
れ
、
そ
の
果
た
す
べ
き
機
能
と
し
て
ど
の
よ
う
な

統
制
権
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
か
か
る
理
念
の
下
に
設
け
ら
れ
た
制
度
が
現
実
の
運
用
で
生
か
さ
れ
、
あ

る
い
は
生
か
さ
れ
て
い
な
い
の
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

た
ん
な
る
議
会
主
義
で
は
な
く
、
議
会
制
民
主
主
義
が
と
ら
れ
て
い
る
と
言
い
う
る
た
め
に
は
、
『
議
会
ま
で
の
民
主
主
義
』
で
は
十

分
で
な
く
、
議
会
を
と
お
し
て
統
治
の
あ
り
方
、
政
府
の
行
為
さ
ら
に
は
行
政
権
の
行
使
、
運
営
に
ま
で
ー
す
な
わ
ち
『
行
政
権
ま
で

の
民
主
主
義
』
が
憲
法
の
規
範
構
造
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
「
議
会
と
政
府
の
一
定
の
関
係
を
通
じ
て
行
な

わ
れ
る
全
体
と
し
て
の
国
政
の
中
に
」
お
け
る
民
主
主
義
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
政
府
に
対
す
る
議
会
的
統
制
の
問
題
を

議
会
が
政
府
・
行
政
に
対
す
る
統
制
機
関
と
し
て
成
立
発
展
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
い
う
「
統
制
」
の
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
の
機
能
の
分
析
に
ま
で
お
よ
ん
だ
論
考
は
、
以
外
に

少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
政
調
査
権
の
本
質
的
性
格
を
政
府
に
対
す
る
議
会
的
統
制
権
の
―
つ
で
あ
る
こ
と
に
求
め
る
私
見
を
述
べ

議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権

扱
う
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
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的
統
制
に
、
今
―
つ
は
支
配
的
統
制
と
運
用
統
制
に
わ
け
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

主
権
的
統
制
、
基
本
原
理
的
統
制
お
よ
び
制
度
的
統
制

（
五
九
二
）

て
き
た
と
き
に
も
、
「
統
制
」
お
よ
び
統
制
権
の
意
味
内
容
か
ら
論
じ
る
視
点
は
弱
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
十
分

に
論
じ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
こ
の
「
統
制
」
権
の
考
察
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
中
に
議
会
的
統
制
権
た
る
国
政
調
査
権
が
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
た
だ
、
本
稿
は
、
こ
の
問
題
考
察
の
確
た
る
枠
組
み
、
方
法
論
を
ふ
ま
え
て
い
る
と

も
い
え
ず
、
ま
た
、
参
照
し
た
文
献
も
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
試
論
の
域
を
で
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た

(
1
)

高
橋
和
之
「
議
院
内
閣
制
と
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
1

民
意
を
国
政
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
ー
」
思
想
七
五
五
号
(
-
九
八
七

年
）
一
〇
六
‘
―
一
三
頁
。

「
統
制
」
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
学
説
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
、
試
論
的
に
統
制
を
、
主
権
的
統
制
、
基
本
原
理
的
統
制
お
よ
び
制
度

国
民
は
代
表
機
関
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
政
治
機
関
を
介
し
て
政
府
・
行
政
機
関
を
統
制
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
主
権
的
統
制
）
。
そ
し

て
、
政
府
・
行
政
機
関
は
代
表
機
関
に
責
任
を
負
う
こ
と
を
と
お
し
て
国
民
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す
も
の
と
さ
れ
る
。
国
民
主
権
の
下

で
は
、
国
民
が
政
府
・
行
政
機
関
を
統
制
す
る
究
極
の
主
体
で
は
あ
る
（
主
権
的
統
制
）
が
、
日
常
的
に
は
議
会
が
政
府
・
行
政
機
関
を

直
接
に
統
制
す
る
機
関
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
（
基
本
原
理
的
統
制
）
。
議
会
制
民
主
主
義
と
は
、
主
権
者
が
議
会
を
通
じ
て
政
府
を

(1) 
ー
．
統
制
お
よ
び
統
制
権
に
つ
い
て

‘
~
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統
制
す
る
仕
組
み
が
制
度
的
に
保
障
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
（
制
度
的
統
制
）
。
憲
法
規
範
と
し
て
の
こ
の

よ
う
な
枠
組
み
を
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
主
権
的
統
制
、
基
本
原
理
的
統
制
お
よ
び
制
度
的
統
制
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

「
会
議
体
は
、
王
権
行
使
に
対
す
る
抑
制
・
統
制
機
関
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
」
と
い
わ
れ
る
場
合
の
「
統
制
」
は
、
基
本
原
理
的
統

制
を
意
味
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
し
、
現
代
民
主
主
義
の
要
請
の
―
つ
が
人
民
の
実
質
的
優
位
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
国
家
諸
権

力
を
可
能
な
か
ぎ
り
人
民
の
統
制
の
下
に
お
く
こ
と
」
と
い
う
と
き
の
「
統
制
」
は
主
権
的
統
制
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
議
会

と
政
府
の
政
治
的
支
配
は
、
国
民
の
多
数
に
よ
っ
て
信
託
さ
れ
、
時
間
的
お
よ
ぴ
事
項
的
に
限
定
さ
れ
た
責
任
あ
る
支
配
で
あ
り
、
そ
れ

は
批
判
と
統
制
に
服
し
、
政
治
的
意
思
形
成
へ
の
国
民
の
参
加
に
よ
っ
て
修
正
・
補
完
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
わ
れ
る
と
き
の
「
統

制
」
も
、
「
政
治
的
国
家
指
導
、
内
政
・
外
交
の
責
任
あ
る
指
導
」
た
る
統
治
作
用
の
限
界
は
、
「
議
会
の
参
加
と
統
制
…
…
さ
ら
に
は
世

論
に
よ
る
統
制
に
よ
っ
て
、
画
さ
れ
て
い
る
」
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
統
制
」
も
、
主
権
的
統
制
を
意
味
す
る
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う

（
た
だ
、
後
の
引
用
文
中
の
二
つ
の
「
統
制
」
の
う
ち
、
前
者
は
基
本
原
理
的
統
制
お
よ
び
制
度
的
統
制
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
）
。

k6) 

「
原
理
へ
の
責
任
」
と
い
わ
れ
る
も
の
も
、
こ
の
基
本
原
理
的
統
制
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
日
本

国
憲
法
で
は
、
主
権
者
の
「
信
託
」
に
も
と
づ
く
国
政
の
担
当
と
い
う
規
範
構
造
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
の
信
託
に
対
応
す
る
の
が
、
主

権
的
な
批
判
・
統
制
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
第
六
六
条
の
制
定
趣
旨
は
、
「
政
府
に
対
す
る
国
民
の
統
制
を
最
大
限
に
確
保
す
る
た
め
に
、

内
閣
は
立
法
府
に
対
し
て
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
の
立
法
部
門
を
強
化
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ

れ
て
い
た
。
第
六
六
条
三
項
に
つ
い
て
「
…
…
行
政
権
を
国
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
に
お
き
」
と
い
う
と
き
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は

「
統
治
の
対
国
会
責
任
性
の
原
則
」
を
明
記
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。
憲
法
は
、
主
権
的
統
制
の
観
念
を
前
提
と
し
て
、
基
本
原
理

的
統
制
の
枠
組
み
を
定
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権

1
0
五

（
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次
に
、
基
本
原
理
的
統
制
が
、
具
体
的
な
制
度
の
中
で
ど
の
よ
う
に
制
度
的
に
保
障
さ
れ
、
定
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る

必
要
が
あ
る
。
日
本
国
憲
法
第
六
六
条
を
め
ぐ
る
解
釈
論
は
、
基
本
原
理
的
統
制
が
制
度
的
統
制
と
し
て
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い

る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
憲
法
規
範
論
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
制
度
的
統
制
と
は
、
特
定
の
機
関
に
一
定
の
統
制
権
限

が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
さ
す
。
「
議
会
が
そ
の
質
問
権
、
責
任
追
及
権
の
行
使
に
よ
っ
て
個
別
的
・
直
接
的
に
行
政
を
コ
ン
ト
ロ
ー

(10) 

ル
す
る
こ
と
が
あ
る
し
、
予
算
の
議
定
権
に
よ
っ
て
行
政
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
も
議
会
の
重
要
な
権
限
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
場
合

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
、
制
度
的
統
制
に
あ
た
る
。
「
統
制
」
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
分
類
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
制
度
的
統
制
に
も
決
定
権

的
統
制
と
政
治
体
制
的
運
営
統
制
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
制
度
的
統
制
に
法
的
統
制
と
政
治
的
統
制
が
あ
る
と
い
う

こ
と
も
で
き
よ
う
。

支
配
的
統
制
お
よ
び
運
営
統
制

一
定
の
行
為
を
支
配
・
統
制
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
す
る
と
い
う
場
合
と
、

影
響
力
を
行
使
す
る
と
い
う
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
前
者
を
支
配
的
統
制
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。
従
来
の
分
類
で
い
え
ば
、
決
定
権
的
統

制
に
あ
た
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
視
点
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

議
会
が
立
法
権
を
有
す
る
こ
と
自
体
が
「
政
府
・
行
政
に
対
す
る
統
制
の
意
味
を
も
つ
」
と
い
わ
れ
る
と
き
に
は
、
立
法
を
行
な
う
権

限
を
議
会
が
専
有
し
て
い
る
こ
と
自
体
に
、
政
府
に
対
す
る
優
越
的
・
支
配
的
地
位
を
認
め
る
支
配
的
統
制
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
と
ら

え
る
の
で
あ
る
。
議
会
が
個
別
的
・
具
体
的
な
活
動
と
し
て
の
立
法
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
支
配
的
統
制
は
現
実
化
し
て
い
く
。

運
営
統
制
は
、
権
限
行
使
そ
の
も
の
を
直
接
に
統
制
す
る
の
で
は
な
く
、
権
限
行
使
に
つ
い
て
の
規
制
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
規
制

す
る
に
は
一
定
の
基
準
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
基
準
と
照
ら
し
あ
わ
せ
て
、
あ
る
場
合
に
は
抑
制
し
、
ま
た
別
の
場
合
に
は
一
定
の

統
制
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
き
、

(2) 
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法
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の
み
の
考
察
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
）

以
上
、
試
論
的
に
述
べ
て
き
た
分
類
は
、
次
の
よ
う
な
表
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
説
か
れ
て
き
た
統
制
お
よ
び
議
会
的
統

制
が
ど
の
よ
う
な
内
容
と
機
能
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
こ
の
分
類
に
も
と
づ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
（
以
下
、
文

中
に
AX
と
か
CY
と
か
記
し
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
統
制
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
・
内
容
を
有
し
て
い
る
の
か

を
こ
の
試
論
的
な
分
類
表
に
も
と
づ
い
て
仮
に
あ
て
は
め
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
責
任
の
四
つ
の
局
面
に
対
応
す
る
統

制
の
事
態
を
こ
の
表
に
加
え
れ
ば
、
よ
り
一
層
「
統
制
」
の
内
容
・
性
質
が
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
二
つ
の
軸
か
ら

議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権

は
別
の
こ
と
で
あ
る
。

し
（
照
合
）
と
考
え
ら
れ
た
方
向
に
向
け
て

1
0
七

方
向
に
向
か
う
よ
う
誘
導
し
、
さ
ら
に
は
一
定
の
方
向
に
向
か
う
の
を
防
止
す
る
。
運
営
統
制
は
、
こ
の
照
合
、
誘
導
お
よ
び
防
止
を
含

む
と
考
え
ら
れ
る
。

一
定
の
権
限
を
有
す
る
機
関
が
そ
の
権
限
行
使
に
つ
い
て
事
後
的
に
責
任
追
及
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
権
限
が
か
く
あ
る
べ

（
誘
導
）
、
行
使
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
機
関
の
権
限
行
使
を
適
切
な
も
の
た
ら
し
め
る
機
能

を
果
た
す
。
統
制
者
は
必
ず
し
も
問
責
者
で
は
な
い
が
、
統
制
・
問
責
に
よ
っ
て
行
為
者
が
明
確
な
受
難
的
責
任
（
被
制
裁
的
責
任
）
を

負
う
こ
と
も
あ
る
。
権
限
行
使
に
つ
い
て
の
責
任
追
及
を
行
な
い
う
る
と
い
う
こ
と
と
、
行
使
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
と
い
う
こ
と
と

（
五
九
五
）
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憲
法
学
、
行
政
法
学
さ
ら
に
は
行
政
学
の
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
統
制
、
統
制
権
お
よ
び
議
会
的
統
制
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
に
論
じ
て
き
て
い
る
の
か
を
概
観
し
、
統
制
の
概
念
な
ら
び
に
議
会
的
統
制
権
の
性
質
お
よ
び
機
能
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

憲
法
学
で
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
統
制
お
よ
び
議
会
的
統
制
に
つ
い
て

日
本
国
憲
法
第
六
六
条
三
項
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
国
会
に
対
し
…
…
連
帯
し
て
責
任
を
負
ふ
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
宮
沢
俊
義
教
授

は
、
「
内
閣
が
行
政
権
の
行
使
に
関
し
、
国
会
ま
た
は
各
議
院
に
よ
っ
て
批
判
そ
の
他
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
地
位
に
お
か
れ
、
国

(1) 

2．統制および統制権をめぐる学説

＾ C B A 
~ 

I 
基

i a 本
原
理
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ケー、
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支
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<
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ヽ
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! 制

関
法

1
0
八
（
五
九
六
）



1
0
九

会
各
議
院
ま
た
は
そ
の
議
員
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
実
効
的
に
行
う
べ
き
各
種
の
法
的
手
段
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
国
会
の
内
閣
総
理
大
臣
指
名
権
、
衆
議
院
の
内
閣
不
信
任
決
議
権
な
ど
を
挙
げ
ら
れ
、
「
こ
れ

ら
の
制
度
に
よ
っ
て
国
会
ま
た
は
国
会
議
員
は
、
内
閣
の
行
政
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
有
効
に
批
判
し
、
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ

-12) 

と
が
、
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
引
用
し
た
第
一
の
文
で
は
、
「
批
判
そ
の
他
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
〔
BY
〕
と
な
っ
て

お
り
、
第
二
の
文
で
は
「
批
判
し
、
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
」
〔
cY
〕
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

第
六
六
条
三
項
は
、
「
行
政
権
を
国
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
に
お
き
、
国
会
を
つ
う
じ
て
国
民
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
に

(13) 

お
こ
う
と
い
う
趣
旨
」
〔
B
x
|
A
Y
〕
の
規
定
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
批
判
」
は
、
統
制
と
同
義
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
批

判
す
る
こ
と
自
体
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
議
会
の
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
も
低
下
し
て
し
ま
い
、

C14) 

た
ん
に
批
判
す
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
」
と
い
う
意
味
で
も
使
わ
れ
る
。
第
六
六
条
三
項
に
い
う
「
責
任
」
の
概
念
自
体
の
内
容
が
「
そ

(15) 

れ
ほ
ど
十
分
に
自
覚
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
統
制
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
と
い
う
概
念
自
体
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
責
任
」
の
概
念
も
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

芦
部
信
喜
教
授
は
、
現
代
の
議
会
に
も
っ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
執
行
府
の
監
督
と
抑
制
の
機
能
、
す
な
わ
ち
国
民
多
数
の

希
望
や
不
安
を
『
討
論
の
広
場
』
に
反
映
さ
せ
、
権
力
の
濫
用
か
ら
国
民
の
自
由
を
守
り
、
討
論
を
通
じ
て
世
論
を
教
育
し
、
法
律
の
執

-16) 

行
の
方
法
を
監
督
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
「
そ
こ
に
議
会
主
義
を
生
か
す
道
の
基
本
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
」
〔
BY
〕

ら
れ
る
。
小
林
直
樹
教
授
も
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
国
政
の
基
本
問
題
が
、
終
局
的
に
は
民
意
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
る
た
め

に
は
、
最
小
限
度
、
い
『
知
る
権
利
』
を
保
障
さ
れ
た
う
え
で
の
自
由
な
選
挙
と
、
伺
合
議
機
関
に
お
け
る
公
開
討
論
の
制
度
が
、
原
則

的
に
必
要
と
な
る
。
こ
の
二
つ
の
条
件
が
充
た
さ
れ
な
い
場
合
、
人
民
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
も
主
権
者
で
は
あ
り
え
な
い
し
、

議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権

（
五
九
七
）
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権
者
に
よ
る
統
治
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

[AY
〕
の
二
つ
が
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
五
九
八
）

(18) 

政
治
に
対
し
て
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
」
。
こ
こ
で
は
、
執
行
府
に
対
す
る
議
会
的
監
督
〔
BY
〕
と
主

統
治
に
対
す
る
人
民
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
明
確
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
杉
原
泰
雄
教
授
で
あ
ろ
う
。
杉
原
教
授
は
、
「
現
代
民

-19) 

主
主
義
の
要
請
の
―
つ
が
人
民
の
実
質
的
優
位
1

国
家
諸
権
力
を
可
能
な
限
り
人
民
の
統
制
の
下
に
置
く
こ
と
…
…
」
〔
AX
〕
に
あ
る

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
普
通
選
挙
制
度
な
ど
を
立
法
府
に
対
す
る
人
民
の
統
制
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
日
本
国
憲
法
第
六
六
条
三
項
に

{20) 

つ
い
て
は
、
「
国
民
代
表
に
よ
る
行
政
の
統
制
」
、
「
国
民
代
表
に
よ
る
監
督
の
強
化
」
の
た
め
の
責
任
を
明
記
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
ま

た
、
樋
口
陽
一
教
授
も
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
「
六
五
条
に
よ
っ
て
内
閣
が
行
政
権
を
掌
握
す
る
と
い
う
建
前
を
と
り
、
多
岐
に
わ
た

る
行
政
組
織
を
統
括
す
る
地
位
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
閣
に
対
す
る
国
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
通
じ
、
行
政
全
般
へ
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
が
及
ぽ
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
、
深
瀬
忠
一
教
授
は
、
「
人
民
に
奉
仕
す
べ
き
執
行
権
の
優
越
・
強
化
は
、
そ
れ
自
体
と

し
て
は
民
主
的
意
義
を
も
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
の
希
求
と
統
制
か
ら
は
な
れ
自
己
聖
化
と
支
配
運
動
を
は
じ
め
る
現
代
的
逆

説
を
は
ら
ん
で
い
る
か
ら
、
そ
の
独
裁
的
支
配
を
民
主
的
に
抑
制
す
る
強
力
な
監
視
・
批
判
・
統
制
の
中
心
機
関
お
よ
び
国
民
に
別
の
選

択
を
提
示
す
る
公
開
の
議
場
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
機
能
こ
そ
現
代
議
会
ー
と
り
わ
け
強
力
で
責
任
あ
る
反
対
党
|
|
＇
が
果
す
べ
き
最

(22) 

大
の
任
務
で
あ
ろ
う
」
と
、
国
政
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
〔
BX
〕
に
お
け
る
反
対
党
の
役
割
に
も
言
及
さ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
行
政
の
統
制
」
と
い
う
視
点
か
ら
議
会
的
統
制
の
問
題
を
考
察
し
た
代
表
的
な
も
の
と
し
て
小
島
和
司
教
授
の
所
説
を
挙

げ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
小
島
教
授
は
、
会
議
体
が
主
権
行
使
に
対
す
る
抑
制
機
関
・
統
制
機
関
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
を
ふ
ま

え
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
う
え
で
、

関
法

一
八
世
紀
的
「
権
力
分
立
」
解
釈
が
そ
も
そ
も
立
法
権
じ
し
ん
行
政
統
制
の
手
段
と
し
て
議

会
の
獲
得
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
歴
史
を
わ
す
れ
、
議
会
の
役
割
を
歴
史
の
一
局
面
の
状
態
に
固
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
す
ぎ

―1
0
 



査、

オ
ン
プ
ズ
マ
ン
に
よ
る
統
制
、

政
治
体
制
的
運
営
統
制
ー
・
人
事
権
に
よ
る
統
制
、
・
弾
劾
、

委
員
会
に
よ
る
審
査
・
調

な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
議
会
的
統
制
お
よ
び
統
制
権
を
、
決
定
権
的
統
制
（
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
会
が
決
定
権
を

も
ち
、
行
政
部
は
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
、
こ
の
枠
内
に
お
い
て
の
み
行
為
し
う
る
と
い
う
形
で
の
統
制
）
と
政
治
体
制
的
運
営
統
制
（
行
政

部
が
そ
の
権
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
お
こ
な
う
べ
き
こ
と
に
対
し
て
、
議
会
が
な
お
統
制
を
く
わ
え
よ
う
と
す
る
こ
と
）
に
二
分
さ
れ
、

{23) 

そ
れ
ぞ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

決
定
権
的
統
制
（
決
定
権
お
よ
び
関
与
的
決
定
権
）
ー
・
法
律
に
よ
る
統
制
、

行
政
活
動
に
対
し
て
議
会
の
行
な
う
日
常
の
監
視
作
用
、

・
政
治
的
問
責
、

・
議
員
質
問
、

行
政
国
家
に
お
け
る
議
会
の
復
権
を
唱
え
ら
れ
る
手
島
孝
教
授
は
、
広
範
な
多
元
的
行
政
主
体
・
機
関
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
策
を

(24) 

新
規
に
模
索
・
開
発
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
か
れ
る
。
手
島
教
授
は
議
会
に
よ
る
広
義
の
行
政
統
制
〔
Bx

．BY
↓
C
x
.
C
y
〕
は
、
議
会

の
全
権
能
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
し
ま
う
「
法
律
の
制
定
か
ら
予
算
の
議
決
及
ぴ
条
約
締
結
の
承
認
ま
で
含
め
た
立
法
的
統
制
、
な
ら
び

に
首
相
指
名
や
内
閣
不
信
任
な
ど
執
政
府
に
対
す
る
人
事
的
統
制
を
も
包
摂
し
て
考
え
」
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
狭
義
に
は
、
「
一
般
の

云

25)

い
わ
ば
運
営
統
制
」
〔
B
y
.
C
y
〕
を
指
す
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
高
見
勝
利
教
授

も
、
行
政
国
家
的
現
実
を
緩
和
し
、
官
僚
制
に
対
す
る
民
主
的
統
制
を
探
る
も
の
と
し
て
基
本
的
国
家
計
画
に
対
す
る
国
会
の
統
制
を
必

-26) 

要
な
も
の
と
し
、
そ
の
強
力
な
統
制
権
を
積
極
的
に
行
使
す
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
な
ど
に
お
け
る
学
説
を
参
考
に
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま

で
わ
が
国
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
代
表
的
な
見
解
に
か
ぎ
っ
て
以
下
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。

K
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
憲
法
論
』
で
は
、

議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
言
葉
が
多
義
的
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
国
家
の

（
五
九
九
）

•
財
政
に
対
す
る
統
制
、
・
外
交
に
対
す
る
統
制



制
が
第
一
次
的
意
義
を
も
っ
〔

Ax

．AY
〕
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
ろ
う
。
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作
用
を
、
政
策
の
決
定
、
そ
の
執
行
お
よ
び
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
三
つ
に
分
け
る
。
議
会
・
政
府
間
の
機
関
間
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
議

会
の
機
能
的
独
立
を
前
提
と
し
、
政
府
に
対
す
る
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
立
法
計
画
の
作
成
、
と
り
わ
け
立
法
の
発
案
を
完
全
に
統
制

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
手
段
と
し
て
、
①
政
府
の
任
命
（
政
府
権
力
の
保
持
者
の
任
命
）
‘
②
政
府
の
機
能
遂

(27-

行
に
対
す
る
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
③
政
府
の
打
倒
、
を
挙
げ
て
い
る
。

統
治
と
は
「
政
治
的
国
家
指
導
す
な
わ
ち
国
家
政
策
の
責
任
あ
る
指
導
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
作
用
の
限
界
は
「
議
会
の
関

(28) 

与
と
統
制
お
よ
び
…
…
世
論
に
よ
る
統
制
に
よ
っ
て
画
さ
れ
て
い
る
」
。

K
・
ヘ
ッ
セ
は
、
「
議
会
と
政
府
の
政
治
的
支
配
は
国
民
の
多

数
に
よ
っ
て
信
託
さ
れ
、
時
間
的
お
よ
ぴ
事
項
的
に
限
定
さ
れ
た
責
任
あ
る
支
配
で
あ
り
、
そ
れ
は
批
判
と
統
制
に
服
し
、
政
治
的
意
思

（四）

形
成
へ
の
国
民
の
参
加
に
よ
っ
て
修
正
・
補
完
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
『
信
託
』
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る

『
批
判
、
統
制
』
を
う
け
る
べ
き
地
位
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
選
挙
と
投
票
に
よ
る
政
治
的
意
思
形
成
だ
け

-30) 

で
、
国
民
が
政
治
的
意
思
形
成
に
及
ぽ
す
影
響
力
は
尽
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
国
民
に
よ
る
批
判
と
統

憲
法
学
者
の
議
会
的
統
制
論
は
、
「
行
政
」
に
対
す
る
議
会
的
統
制
と
い
う
よ
り
は
、
行
政
と
区
別
さ
れ
た
統
治
お
よ
び
行
政
に
対
す

る
議
会
的
統
制
の
憲
法
原
理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
含
ん
で
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
関
心
は
、
議
会
の
対
政
府
統
制
権
、
お
よ
び
憲

法
基
本
原
理
的
統
制
の
問
題
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
な
に
ゆ
え
に
統
制
を
行
な
い
う
る
の
か
」
お
よ

ぴ
「
な
に
ゆ
え
に
統
制
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
点
で
は
、
主
権
の
所
在
、
憲
法
の
基
本
原
理
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば

な
ら
ず
、
「
何
に
対
す
る
統
制
か
」
と
い
う
点
で
は
、
統
治
、
政
府
お
よ
び
行
政
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
統
制
と
そ
の
相
互
関
連
が
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
統
制
の
内
容
お
よ
び
そ
の
手
段
と
し
て
は
、
多
く
の
場
合
、
憲
法
上
の
機
関
間
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
憲
法
上

関
法

（六
0
0
)



六
〇

行
政
法
の
目
的
を
今
村
成
和
教
授
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
行
政
の
目
的
は
、
政
府
の
行
政
活
動
を
、
法
的
統
制
の
下
に
置

く
こ
と
に
あ
る
，
現
代
の
行
政
法
は
、
権
力
分
立
制
の
所
産
た
る
『
法
律
に
よ
る
行
政
』
の
原
則
に
由
来
し
、
こ
の
原
則
は
、
行
政
府
の

活
動
の
根
拠
と
条
件
が
、
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
の
目
的
が
権
力
の
民
主
的
統
制
に
あ
る
こ
と
は
、
歴
史
的
事

~31) 

実
と
し
て
、
多
言
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
」
〔
引
用
文
中
、
前
の
統
制
は
Cy
、
後
の
統
制
は
AY
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
〕

こ
の
民
王
的
統
制
（
民
王
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
に
つ
い
て
藤
田
宙
靖
教
授
は
、
「
国
会
に
よ
る
行
政
活
動
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

と
は
、
「
行
政
活
動
に
対
し
国
会
が
制
約
を
か
け
る
こ
と
」
（
い
わ
ば
”
民
主
的
チ
ェ
ッ
ク
“
)
と
、
「
行
政
活
動
に
対
し
国
民
が
正
当
性
を

与
え
る
こ
と
」
（
い
わ
ば
良
主
的
正
当
化
“
)
と
の
二
つ
の
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
国
民
王
権
の
原
理
は
”
民
主
的
正
当
化
“
I

(32) 

「
民
王
的
根
拠
付
け
」
に
か
か
わ
る
原
理
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
杉
村
敏
正
教
授
も
、
「
国
民
の
日
常
生
活
の
多
く
の
分
野

に
行
政
機
能
が
浸
透
し
、
行
政
機
能
に
対
す
る
国
民
の
依
存
度
が
増
大
す
る
ほ
ど
、
こ
れ
に
対
す
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
が

増
大
す
る
こ
と
も
み
や
す
い
道
理
で
あ
る
。
こ
の
行
政
機
能
に
対
す
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
法
原
則
は
、
英
米
法
系
の
諸
国
家
で
は
、

(33) 

『
法
の
支
配
』

(rule
of l
a
w
)

と
称
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
室
井
力
教
授
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
行
政
の
民
主

的
統
制
は
、
法
的
・
規
範
的
統
制
と
非
法
的
・
事
実
的
統
制
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
行
政
の
民
主
的
統
制
の
た
め
に
は
、
巨

視
的
に
い
っ
て
、
ま
ず
、
行
政
活
動
を
現
実
に
担
当
す
る
行
政
組
織
の
統
制
の
問
題
が
あ
り
、

政
活
動
ま
た
は
行
政
作
用
の
統
制
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
行
政
組
織
や
行
政
活
動
か
ら
生
ず
る
紛
争
解
決
の
た
め
の
苦
情
処
理
を
含
め
た
行

-34-

政
救
済
制
度
に
よ
る
間
接
的
統
制
も
問
題
と
な
り
う
る
。
」
〔
CY
〕

議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権

②
行
政
法
学
で
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
行
政
統
制
に
つ
い
て

定
め
ら
れ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
素
材
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
当
該
行
政
組
織
の
具
体
的
な
行

~ 



③
行
政
学
で
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
統
制
に
つ
い
て

第
四
二
巻
第
三
•
四
号

雄
川
一
郎
教
授
は
、

メ
ル
ク
ル
の
分
類
を
も
と
に
、
行
政
の
統
制
を
行
政
内
部
的
統
制
と
行
政
外
部
的
統
制
に
わ
け
、
行
政
の
外
部
的

統
制
を
政
治
的
統
制
、
会
計
的
統
制
お
よ
び
法
的
統
制
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
政
治
的
統
制
に
つ
い
て
、
「
議
会
が
そ
の
質
問
権
、

責
任
追
及
権
の
行
使
に
よ
っ
て
個
別
的
・
直
接
的
に
行
政
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
あ
る
し
、
予
算
の
決
定
権
に
よ
っ
て
行
政
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
も
議
会
の
重
要
な
権
限
で
あ
る
」
〔
cY
〕
と
さ
れ
る
。
が
、
同
時
に
「
議
会
の
機
能
は
立
法
権
の
行
使
に
そ
の
主
要

（お）

な
意
義
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」
と
も
述
べ
ら
れ
る
。

行
政
法
学
者
の
問
題
関
心
は
、
主
と
し
て
行
政
の
民
主
的
統
制
の
シ
ス
テ
ム
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
行
政
の
裁
量
統

(36) 

制
の
問
題
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
の
中
に
議
会
的
統
制
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

辻
清
明
教
授
は
、
代
議
制
と
行
政
に
つ
い
て
、
そ
の
古
典
的
特
色
と
し
て
次
の
一
二
つ
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
①
代
表
原
理
の
支
配
、
②

慎
重
な
審
議
過
程
の
存
在
、
③
行
政
監
督
の
地
位
の
保
有
。
こ
こ
で
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
「
行
政
監
督
の
地
位
の
保
有
」
に
つ
い
て
、

「
行
政
部
が
嘗
っ
て
絶
対
王
制
の
有
力
な
統
治
機
関
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
よ
う
な
状
態
を
官
僚
制
と
称
し
て
い
た
こ
と
を
お
も
う
な
ら

(37) 

ば
、
代
議
制
が
行
政
部
の
権
限
と
行
動
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
監
視
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

行
政
学
で
は
、
行
政
責
任
論
の
中
で
、
こ
の
「
統
制
」
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
足
立
忠
夫
教
授
も
、
行
政
責
任
論
と
し

{38} 

て
、
行
政
を
統
制
す
る
諸
手
段
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。
責
任
を
ど
の
よ
う
に
確
保
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
「
責
任
主
体
に
対
す
る

外
部
か
ら
の
統
制
1
1
他
律
」
の
問
題
と
な
る
。
足
立
教
授
の
説
か
れ
る
責
任
の
四
つ
の
局
面
、
す
な
わ
ち
、
①
任
務
的
責
任
、
②
応
答
的

責
任
、
③
弁
明
的
責
任
、
④
受
難
的
責
任
に
対
応
す
る
統
制
の
内
容
を
検
討
さ
れ
て
い
る
の
は
、
村
松
岐
夫
教
授
で
あ
る
。
村
松
教
授
は
、

責
任
の
観
念
の
四
つ
の
局
面
に
即
し
て
考
え
る
と
、
「
以
上
の
四
つ
の
局
面
に
お
け
る
主
人
の
側
か
ら
の
委
任
、
召
命
（
要
求
・
命
令
）
、

関
法

―
―
四

六
〇
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l
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(
2
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4
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(
6
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(
7
)
 

-39) 

問
責
、
非
難
（
制
裁
）
が
、
統
制
の
側
面
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

―
―
五

（
六
〇

一
八
三
、
一
九
三
頁
参
照
。

一六
0
頁。

西
尾
勝
教
授
は
、
現
代
行
政
の
基
本
原
理
と
し
て
、
国
民
が
代
表
機
関
で
あ
る
と
こ
ろ
の
政
治
機
関
を
介
し
て
行
政
機
関
を
統
制
し
、

行
政
機
関
は
代
表
機
関
に
責
任
を
負
う
こ
と
を
と
お
し
て
国
民
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す
制
度
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

国
民
王
権
と
は
、
国
民
が
行
政
機
関
を
統
制
す
る
究
極
の
主
体
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
〔
A
〕
、
行
政
機
関
を
直
接
日
常
的
に
統

〔
B
〕
と
説
か
れ
る
。
西
尾
教
授
は
、
「
国
民
に
よ
る
統
制
を
拡
充
し
こ
れ
を
と
お
し
て
行
政
責
任
を

追
求
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
」
、
「
責
任
」
と
「
統
制
」
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
制
度
上
の
統
制

手
段
に
対
応
す
る
責
任
か
否
か
に
よ
っ
て
、
制
度
的
責
任
と
非
制
度
的
責
任
に
わ
か
れ
、
行
政
機
関
外
の
機
関
な
い
し
人
に
よ
る
統
制
な

い
し
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
責
任
か
行
政
機
関
の
内
部
で
の
そ
れ
か
に
よ
っ
て
、
外
在
的
責
任
か
内
在
的
責
任
か
に
分
け
る
こ
と
が

(40) 

で
き
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

行
政
学
者
の
視
点
は
、
そ
の
枠
組
み
を
憲
法
規
範
論
と
し
て
読
み
な
お
し
て
み
れ
ば
、
憲
法
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
示
唆
に
富
む
も

の
だ
と
思
わ
れ
る
。

一三――-‘

西
尾
勝
「
政
府
機
関
の
行
政
責
任
」
（
『
基
本
法
学

5

1責
任
』
(
-
九
八
四
年
）
所
収
）

小
島
和
司
「
行
政
の
統
制
」
（
『
現
代
法
4
』
（
一
九
六
六
年
）
所
収
）
一
八
一
頁
。

杉
原
泰
雄
「
権
力
分
立
の
諸
形
態
と
議
院
内
閣
制
」
法
学
研
究
(
-
橋
大
学
研
究
年
報
）

5
号
(
-
九
六
四
年
）

コ
ン
ラ
ー
ト
・
ヘ
ッ
セ
著
、
阿
部
照
哉
ほ
か
訳
『
西
ド
イ
ツ
憲
法
綱
要
』
(
-
九
八
三
年
）
六
八
頁
。

同
・
ニ
六
六
頁
。

足
立
忠
夫
「
責
任
論
と
行
政
学
」
（
『
行
政
学
講
座
1
』
（
一
九
七
六
年
）
所
収
）
ニ
―
七
、
二
三
一
頁
。

高
柳
賢
三
・
大
友
一
郎
・
田
中
英
夫
編
著
「
日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
I
』
（
一
九
七
二
年
）
三
0
匹
頁
。
た
だ
し
、
訳
文
は
、
吉
田
栄
司

議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権

制
す
る
も
の
と
し
て
議
会
が
あ
る



関
法

第
四
二
巻
第
三
•
四
号

「
国
会
議
員
の
対
国
会
責
任
に
つ
い
て
」
（
佐
藤
幸
治
・
初
宿
正
典
編
『
人
権
の
現
代
的
諸
相
』
（
一
九
九
0
年
）
所
収
）
＿
―
-
八
二
、
三
八
八
頁
参

照
。
参
考
ま
で
に
、
原
文
を
記
し
て
お
く
。

S
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
t
h
e
 
legislative 
b
r
a
n
c
h
 
o
f
 
t
h
e
 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 b
y
 m
a
k
i
n
g
 t
h
e
 
C
a
b
i
n
e
t
 
collectively 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
to 
t
h
e
 
legislature 
to 

a
s
s
u
r
e
 m
a
x
i
m
u
m
 c
o
n
t
r
o
l
 o
v
e
r
 t
h
e
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 b
y
 t
h
e
 people・ 

(8)

宮
沢
俊
義
・
芦
部
信
喜
『
全
訂
日
本
国
憲
法
』
(
-
九
七
八
年
）
五
―
二
頁
。

(
9
)

吉
田
栄
司
「
内
閣
の
対
国
会
責
任
に
つ
い
て
」
関
西
大
学
法
学
論
集
第
三
七
巻
ニ
・
三
号
(
-
九
八
七
年
）
九
九
、
一
―
一
頁
。
ま
た
、
次
の

よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
る
。
「
国
民
代
表
機
関
で
あ
る
国
会
は
、
唯
一
の
立
法
機
関
と
し
て
行
政
の
法
律
適
合
性
の
要
請
を
貫
き
、
合
わ
せ
て
責
任

追
及
機
関
と
し
て
統
治
の
対
国
会
責
任
性
の
要
請
を
貫
く
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
。
」
（
同
・
一
三
一
頁
）

(10)

雄
川
一
郎
「
行
政
の
法
的
統
制
」
公
法
研
究
三
九
号
(
-
九
七
七
年
）
一

0
九
、
一
ー
ニ
頁
。

(11)

足
立
・
前
掲
ニ
ニ
七
頁
以
下
参
照
。

(12)

宮
沢
・
芦
部
・
前
掲
書
五
―
―
頁
。

(13)

同
・
五
―
二
頁
。

(14)

藤
馬
龍
太
郎
「
議
会
の
役
割
と
国
政
調
査
権
の
機
能
」
公
法
研
究
四
七
号
(
-
九
八
五
年
）
八
0
頁。

(15)

樋
口
陽
一
「
議
院
内
閣
制
の
概
念
」
「
憲
法
の
争
点
（
新
版
）
』
（
一
九
八
五
年
）
一
八

0
、
一
八
三
頁
。

(16)

芦
部
信
喜
「
現
代
に
お
け
る
立
法
」
（
『
現
代
法
3
」
（
一
九
六
五
年
）
所
収
）
一

0
頁。

(17)

同
・
「
議
会
政
治
と
国
民
主
権
」
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
現
代
議
会
政
治
』
(
-
九
七
七
年
）
所
収
）
一
四
、
ニ
―
頁
。

(18)

小
林
直
樹
「
現
代
国
家
と
議
会
制
」
『
現
代
議
会
政
治
j

二
、
八
頁
。
阿
部
照
哉
教
授
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
の
も
同
様
の
趣
旨
か
ら

で
あ
ろ
う
。
「
議
会
の
意
思
決
定
過
程
を
透
視
可
能
な
も
の
に
し
、
国
民
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
公
正
を
保
障
す
る

必
要
」
が
あ
る
。
（
『
議
会
に
お
け
る
立
法
過
程
の
比
較
法
的
研
究
』
(
-
九
八

0
年
）
所
収
一
四
八
頁
）

(19)

杉
原
泰
雄
・
前
掲
註

(
3
)

一
六
0
頁。

(20)

同
・
『
憲
法

11』
（
一
九
八
九
年
）
＿
―
-
五
一
―
-
、
三
五
五
頁
。

(21)

樋
口
陽
一
『
憲
法
』
(
-
九
九
二
年
）
三
四
九
頁
。

(22)

深
瀬
忠
一
「
現
代
議
会
制
の
構
造
」
『
現
代
法
3
』
三
五
、
八
二
頁
。

―
―
六

六
0
四）



議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権

―
―
七

（六
0
五）

(23)

小
島
・
前
掲
一
八
一
頁
以
下
参
照
。

(
2
4
)手
島
孝
「
『
ネ
オ
行
政
国
家
』
続
論
ー
『
現
代
行
政
国
家
』
再
々
訪
」
法
政
研
究
第
五
六
巻
―
―
-
•
四
号
(
-
九
九
0
年
）
三
八
九
、
四
一
九

頁。

(25)

同
・
「
行
政
国
家
に
お
け
る
議
会
の
復
権
」
『
現
代
議
会
政
治
』
九
三
、
九
九
頁
。

(26)

高
見
勝
利
「
議
会
制
と
官
僚
制
ー
憲
法
学
よ
り
見
た
『
議
会
の
官
僚
に
対
す
る
統
制
」
の
諸
相
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五
五
号
(
-
九
九
0
年）

―
二
七
頁
。

(27)

カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
著
、
阿
部
照
哉
・
山
川
雄
巳
訳
『
新
訂
現
代
憲
法
論
J

(
一
九
八
六
年
）
五
六
頁
以
下
、
二
三
四
頁
以

下
参
照
。

(28)

コ
ン
ラ
ー
ト
・
ヘ
ッ
セ
・
前
掲
書
二
六
六
頁
。

(29)

同
・
六
八
頁
。

(30)

同
・
七
四
頁
。
な
お
、
ド
イ
ツ
憲
法
上
の
基
本
原
理
と
し
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
論
じ
た
著
作
と
し
て
、

K
a
r
l
,
 Ul
r
i
c
h
 M
e
y
n
.
 K
o
n
t
r
o
l
l
e
 

als V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
p
r
i
n
z
i
p
,
 1
9
8
2
;
 N. A
c
h
t
e
r
b
e
r
g
,
 P
a
r
l
a
m
e
n
t
s
r
e
c
h
t
,
 1
9
8
4
,
 S
.
 
4
0
8
 ff. 
-<:;6AJぶ
”
太
3

ス<。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
人
民
の
代
表
者
た
ち
は
、
み
ず
か
ら
統
治
す
る
た
め
で
は
な
く
、
統
治
す
る
権
力
に
対
し
て
人
民
の
名
に
お
い
て
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
お
こ
な
う
た
め
に
選
ば
れ
る
」
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
は
、
樋
口
陽
一
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
の
あ
り
か
た
と
diri
,
 

g
i
s
m
e
の
観
今
中
ー
'
|
フ
ラ
ン
ス
現
代
憲
法
学
の
批
判
的
検
討
の
た
め
の
予
備
的
一
考
察
ー
ー
」
（
『
資
本
主
義
法
の
形
成
と
展
開
ー
』
(
-
九
七
二

年
）
所
収
三

0
三
、
三
三
二
頁
）
参
照
。

(31)

今
村
成
和
『
現
代
の
行
政
と
行
政
法
の
理
論
』
(
-
九
七
二
年
）
一
三
頁
。

(32)

藤
田
宙
靖
「
行
政
と
法
」
（
『
現
代
行
政
法
体
系
ー
』
(
-
九
八
二
年
）
所
収
）
一
、
四
0
頁
以
下
。
ま
た
、
藤
田
教
授
は
、
「
法
律
に
よ
る
行
政

の
原
理
」
の
基
本
的
理
念
の
―
つ
が
「
行
政
活
動
に
対
す
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
要
請
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
行
政
活
動
が
、
国
民
の
民
主

的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
き
ま
ま
に
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
要
請
」
を
意
味
す
る
と
も
述
べ
ら
れ
る
（
同
・
「
行
政
法

I
（
総
論
）
」
（
一
九

八
0
年
）
四
五
頁
以
下
）
。

(33)

杉
村
敏
正
「
続
法
の
支
配
と
行
政
法
』
(
-
九
九
一
年
）
五
頁
。

(34)

室
井
力
『
行
政
の
民
主
的
統
制
と
行
政
法
』
(
-
九
八
九
年
）
―
-
頁
。



第
四
二
巻
第
三
•
四
号

(35)

雄
川
一
郎
「
行
政
の
法
的
統
制
」
公
法
研
究
三
九
号
(
-
九
七
七
年
）
一

0
九
、
一
ー
ニ
頁
。

(
3
6
)
な
お
、
委
任
立
法
に
対
す
る
議
会
的
統
制
を
論
じ
た
も
の
は
多
い
が
、
上
村
貞
美
「
委
任
立
法
と
統
制
」
公
法
研
究
四
七
号
(
-
九
八
五
年
）

五
四
頁
、
村
田
尚
紀
『
委
任
立
法
の
研
究
』
(
-
九
九
0
年
）
な
ど
参
照
。

(
3
7
)
辻
清
明
『
行
政
学
講
義
（
上
巻
）
』
（
一
九
五
六
年
）
六
0
、
七
0
頁
以
下
。

(
3
8
)
足
立
忠
夫
『
行
政
学
」
(
-
九
七
一
年
）
、
同
・
『
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
責
任
の
基
礎
理
論
』
(
-
九
九
0
年）。

(
3
9
)
村
松
岐
夫
『
新
版
行
政
学
講
義
』
(
-
九
八
五
年
）
二
三
0
頁
以
下
。

(
4
0
)
西
尾
勝
「
政
府
機
関
の
行
政
責
任
」
『
基
本
法
学

5

1責
任
』
(
-
九
八
四
年
）
一
八
一
＿
一
頁
、
同
・
「
行
政
国
家
に
お
け
る
行
政
裁
量
ー
そ

の
予
備
的
考
察
」
（
漢
内
謙
ほ
か
編
『
現
代
行
政
と
官
僚
制
上
』
(
-
九
七
四
年
）
所
収
）
八
一
、
九
二
頁
以
下
。

べ
て
き
た
。

三
．
議
会
的
統
制
権
の
一
っ
と
し
て
の
国
政
調
査
権

国
政
調
査
権
の
『
本
質
』
を
め
ぐ
る
近
年
の
論
議
を
ふ
ま
え
て
、
議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

「
近
代
国
家
に
お
け
る
議
会
の
主
要
な
任
務
の
一
っ
と
し
て
、
内
閣
（
行
政
府
）
に
対
す
る
統
制
の
任
務
が
重
要
な
も
の
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
任
務
は
現
代
国
家
に
お
い
て
そ
の
重
要
性
を
一
層
増
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
政
府
と

行
政
に
対
す
る
政
治
的
統
制
は
、
民
主
主
義
の
本
質
的
要
素
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
法
的
形
成
は
国
民
代
表
機
関
の
統
制
権
限
に
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
国
民
代
表
機
関
の
有
す
る
特
に
重
要
な
統
制
権
と
し
て
国
政
調
査
権
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
り
わ
け
、
議
院
内
閣
制
の
下
に
お
け
る
政
府
統
制
手
続
き
は
、
少
数
者
調
査
権
を
尊
重
し
て
い
る
調
査
委
員
会
制
度
を
有
す
る
議

会
政
の
中
で
こ
そ
有
効
に
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
…
…
」

ま
た
、
地
方
議
会
の
「
百
条
調
査
権
」
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
き
た
。

関
法

―
―
八

六
0
六）



―
―
九

六
0
七）

一
番
目
に
「
議
会
の
決
議
に
よ
る
直
接
的
な
罷
免
」
、
二
番
目
に

「
議
会
的
統
制
・
監
視
権
は
、
自
治
体
行
政
が
民
主
的
か
つ
能
率
的
、
公
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
行
使
さ
れ
る
運
営
統
制
の
一
っ

と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
…
…
自
治
体
行
政
に
対
す
る
議
会
的
統
制
・
監
視
権
は
、
行
政
運
営
の
住
民
不
在
化
・
軽
視
化

ー
官
僚
制
化
の
進
行
ー
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
権
限
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、
住
民
代

表
機
関
と
し
て
の
長
に
よ
る
内
部
的
指
揮
監
督
権
・
統
制
権
と
行
政
へ
の
議
会
に
よ
る
直
接
的
統
制
権
と
は
、
相
互
補
完
の
関
係
に

た
っ
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
長
と
議
会
と
が
こ
の
機
能
を
十
分
に
果
た
す
か
ど
う
か
を
監
視
す
る
の

{
2
)
 

は
主
権
者
た
る
住
民
で
あ
る
。
…
…
」

基
本
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
以
上
の
よ
う
な
見
解
を
も
と
に
し
つ
つ
、
「
統
制
」
に
つ
い
て
の
本
稿
で
の
分
析
を
ふ
ま
え
て
、

国
政
調
査
権
の
『
本
質
j

あ
る
い
は
法
的
性
質
に
つ
い
て
再
度
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
そ
の
『
憲
法
論
』
に
お
い
て
議
会
制
的
責
任
の
「
事
態
」
と
し
て
、
最
も
強
力
に
し
て
明
示

的
な
も
の
か
ら
弱
い
も
の
へ
と
一
四
の
「
事
態
」
を
列
挙
し
て
い
る
。

「
明
示
の
退
任
要
求
」
と
つ
づ
く
が
、
最
後
か
ら
二
番
目
、
す
な
わ
ち
一
三
番
目
に
「
調
査
委
員
会
の
設
置
、
文
書
の
提
出
要
求
…
…
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
強
弱
の
順
序
化
に
一
定
の
説
得
力
と
根
拠
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
並
列
的
に
な
ら

べ
ら
れ
て
い
っ
た
一
三
番
目
の
「
事
態
」
と
し
て
だ
け
調
査
委
員
会
設
置
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
調
査
権
の
性

質
は
浮
か
び
あ
が
っ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
調
査
委
員
会
の
現
実
の
機
能
を
み
て
も
、
そ
の
設
置
を
め
ぐ
っ
て
重
大

な
政
治
的
対
立
・
緊
張
が
棲
々
引
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
説
明
が
理
論
的
に
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
対
す
る
疑
問
が
本
稿
で
採
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
の
―
つ
で
あ
る
。

議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権



議
院
の
国
政
調
査
権
が
、
議
院
の
憲
法
上
有
す
る
権
限
を
有
効
・
適
切
に
行
使
す
る
た
め
の
補
助
的
権
能
だ
と
す
る
補
助
的
権
能
説
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
何
度
か
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
「
統
制
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
の
補
助
的
権
能
説
を
見
直

従
来
の
補
助
的
権
能
説
が
国
政
調
査
権
を
国
政
に
対
す
る
支
配
的
統
制
の
一
形
態
と
し
て
と
ら
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
論
者

が
独
立
権
能
説
を
批
判
す
る
論
旨
か
ら
い
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
補
助
的
権
能
説
に
お
い
て
は
、
主
権
的
統
制
は
問
題
と
な

ら
ず
、
主
と
し
て
制
度
的
統
制
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
基
本
原
理
的
統
制
ま
で
し
か
そ
の
射
程
に
は

入
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
〔
C
y
.
B
Y
〕
。
憲
法
論
と
し
て
『
本
質
』
あ
る
い
は
法
的
性
質
を
論
ず
る
場
合
、
主
権
的
統
制
や
基
本
原
理

的
統
制
の
問
題
を
ぬ
き
に
し
て
、
た
ん
な
る
制
度
の
問
題
と
し
て
統
制
を
論
ず
る
こ
と
が
、
解
釈
論
と
し
て
妥
当
な
の
か
検
討
す
る
余
地

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
行
政
法
の
解
釈
論
と
し
て
行
政
統
制
が
論
ぜ
ら
れ
る
場
合
で
も
、
基
本
原
理
的
統
制
ま
で
視
野
に
入
れ
た
上
で
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
憲
法
解
釈
論
と
し
て
の
補
助
的
権
能
説
は
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

国
権
の
最
高
機
関
と
し
て
の
国
会
に
属
す
る
独
自
の
権
限
を
議
院
の
国
政
調
査
権
と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
独
立
権
能
説
が
、

国
政
調
査
権
を
た
ん
な
る
運
営
統
制
の
問
題
で
は
な
く
支
配
的
統
制
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
〔
Bx
．
ex〕
、
そ

の
こ
と
に
通
説
た
る
補
助
的
権
能
説
か
ら
の
批
判
が
集
中
し
た
と
も
い
え
る
。
た
ん
な
る
運
営
統
制
な
ら
ば
憲
法
上
の
明
文
規
定
を
必
要

不
可
欠
の
も
の
と
し
な
い
こ
と
は
当
然
で
も
あ
ろ
う
が
、
国
政
調
査
権
が
必
ず
し
も
、
支
配
的
統
制
、
す
な
わ
ち
、
国
権
の
最
高
機
関
性

を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
従
来
の
独
立
権
能
説
は
、
基
本
原
理

的
統
制
の
問
題
か
ら
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
主
権
的
統
制
か
ら
説
き
お
こ
す
と
い
う
手
法
は
採
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
て
み
た
い
。

ー
．
補
助
的
権
能
説
と
独
立
権
能
説
に
つ
い
て

関
法

第
四
二
巻
第
一
―
-
•
四
号

―二

0

（六
0
八）



奥
平
教
授
は
、
国
政
調
査
権
を
「
国
政
情
報
の
収
集
、
事
実
の
調
査
・
認
定
」
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
政
調
査
権
の
法
的
性
格

を
う
き
ぽ
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
〔
CY
〕
。
ま
た
、
た
ん
な
る
制
度
的
統
制
の
機
能
を
果
た
す
と
い

う
の
み
で
は
な
く
、
「
だ
れ
の
た
め
に
国
政
調
査
権
が
行
使
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
視
点
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
基
本
原
理
的
統
制

れ
る
。

2
．
近
年
の
学
説
に
つ
い
て

よ
う
な
新
た
な
見
解
が
登
場
し
て
き
た
。

と
し
て
の
「
本
質
」
が
明
ら
か
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

従
来
の
補
助
的
権
能
説
が
、
た
ん
な
る
制
度
的
統
制
・
運
営
統
制
〔
CY
〕

六
0
九）

の
範
囲
内
で
の
み
、
そ
の
性
質
を
論
じ
よ
う
と
す
る
傾
向
を

も
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
独
立
権
能
説
は
、
明
確
に
基
本
原
理
的
統
制
・
支
配
的
統
制
〔
BX
〕
と
し
て
、
そ
の
「
本
質
」
を
と
ら
え
よ

う
と
し
て
い
た
。
制
度
的
統
制
と
基
本
原
理
的
統
制
、
運
営
統
制
と
支
配
的
統
制
と
い
う
よ
う
に
、
論
議
の
か
み
あ
う
余
地
が
な
い
ま
ま

で
、
日
本
国
憲
法
下
初
の
憲
法
解
釈
論
争
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
議
院
内
閣
制
の
も
と
で
の
国
政
調
査
権
、
あ
る

い
は
日
本
国
憲
法
で
明
記
さ
れ
た
国
政
調
査
権
の
法
的
性
質
を
こ
の
よ
う
に
限
定
的
な
射
程
で
論
ず
る
だ
け
で
は
、
そ
の
議
会
的
統
制
権

補
助
的
権
能
説
と
独
立
権
能
説
の
こ
の
よ
う
な
不
明
確
性
を
補
う
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
不
十
分
さ
を
補
う
も
の
と
し
て
次
の

国
政
調
査
権
の
『
本
質
』
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
見
解
は
、
奥
平
康
弘
教
授
な
ど
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
は
じ
め
た
。
日
本
国
憲
法

第
六
二
条
を
「
国
民
の
知
る
権
利
」
に
奉
仕
す
る
た
め
の
も
の
と
す
る
主
張
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
権
力
分
立
論
の
角
度
（
国
家
機
関

相
互
の
権
限
配
分
、
行
使
の
統
制
及
び
限
界
論
）
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
法
的
性
質
論
に
新
た
な
視
角
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ

議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権



3
．
議
院
内
閣
制
と
国
政
調
査
権

な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
二
巻
第
一
―
-
•
四
号

三

国
政
調
査
権
の
法
的
性
質
を
論
ず
る
に
際
し
て
、
主
権
的
統
制
か
ら
明
確
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
の
は
杉
原
泰
雄
教
授
で
あ
る
。
「
議
院

の
国
政
調
査
権
は
、
議
院
に
よ
る
行
政
統
制
の
手
段
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
民
の
直
接
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り
、

国
民
の
公
務
員
選
定
・
罷
免
な
い
し
政
治
責
任
追
及
を
実
効
な
ら
し
め
る
為
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
中
に

調
査
の
本
質
が
事
実
の
収
集
・
認
定
に
あ
る
と
し
て
も
、
調
査
権
の
本
質
は
、
事
実
の
収
集
を
必
要
に
応
じ
て
「
強
制
的
」
に
で
も
行

な
い
う
る
こ
と
の
中
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
て
き
た
。

体
が
政
府
・
行
政
に
対
す
る
運
営
統
制
・
制
度
的
統
制
の
―
つ
で
あ
る
こ
と
〔
cY
〕
と
と
も
に
、
な
に
ゆ
え
に
議
院
が
そ
れ
を
な
し
う
る

の
か
、
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
（
基
本
原
理
的
統
制
お
よ
び
主
権
的
統
制
の
問
題
）
を
論
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は

議
会
の
調
査
権
は
、
政
府
に
対
す
る
議
会
的
統
制
権
の
―
つ
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
で
い
う
「
統
制
」
の
意
味
・
内
容
、
そ
の
機
能

は
、
当
該
国
家
に
お
け
る
主
権
の
所
在
、
統
治
の
基
本
原
理
さ
ら
に
は
具
体
的
な
法
制
度
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

制
限
君
主
制
の
下
に
お
い
て
、
議
会
に
よ
る
対
政
府
・
行
政
統
制
権
の
一
っ
と
し
て
発
展
し
て
き
た
調
査
権
は
、
ま
ず
制
度
的
統
制
と

し
て
の
調
査
権
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
政
府
・
行
政
機
関
の
権
限
濫
用
を
チ
ェ
ッ
ク
、
防
止
す
る
こ
と
〔

c〕
か
ら
、
適

正
な
権
限
行
使
へ
の
誘
導
〔

c〕
、
さ
ら
に
は
一
定
基
準
（
「
法
律
に
も
と
づ
く
行
政
」
な
ど
）
に
照
ら
し
あ
わ
せ
て
統
制
を
お
こ
な
う

そ
の
趣
旨
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
〔
Ax
．
AY
〕゚

も
考
慮
に
入
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

関
法

一
定
の
事
実
を
解
明
し
、
国
民
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
自

六
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0
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〔

c〕
こ
と
へ
の
発
展
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
法
律
に
も
と
づ
く
行
政
の
原
理
」
の
確
立
は
、
統
治
の
基
本
原
理
の
質
的
変
化
を

意
味
し
、
基
本
原
理
的
統
制
と
し
て
の
議
会
調
査
権
の
成
立
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。

君
主
制
の
否
定
は
、
議
会
的
統
制
の
基
本
原
理
の
変
化
で
も
あ
り
、
政
府
・
行
政
に
対
す
る
国
民
の
主
権
的
統
制
が
議
会
に
よ
る
憲
法

基
本
原
理
的
統
制
と
し
て
行
使
さ
れ
る
枠
組
み
が
出
来
あ
が
る
。
と
り
わ
け
、
立
法
府
優
位
の
体
制
の
下
で
は
、
こ
の
枠
組
み
が
典
型
的

に
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
執
行
府
優
位
（
君
主
制
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
無
責
任
の
大
統
領
に
強
大
な
権
限
を
付
与
し
た
統
治
制

度
）
の
体
制
の
下
で
は
、
議
会
的
統
制
が
ど
の
よ
う
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
大
統
領
の
任
期
中
そ
の
政
治
責
任
を
議
会
が
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の

体
制
の
下
に
お
い
て
は
、
行
政
府
に
対
す
る
立
法
府
の
干
渉
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
も
、
立
法
府
優
位
型
、
両
府
均
衡

型
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
議
会
は
、
大
統
領
の
政
治
責
任
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
そ
れ
を
理
由
と
し
て
大
統

領
を
罷
免
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
「
憲
法
は
、
国
政
の
指
導
と
推
進

力
を
大
統
領
と
政
府
に
与
え
、
議
会
の
役
割
は
批
判
・
統
制
の
そ
れ
に
閉
じ
込
め
た
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
政
府
に
対
す
る
議
院
の

批
判
・
統
制
も
、
「
政
府
を
倒
し
、
ま
た
有
効
な
反
対
を
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
そ
の
機
能
が
弱
化
し
て
い

る
」
。

{8) 

こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
議
会
の
調
査
権
が
「
立
法
府
と
執
行
府
と
の
イ
ン
テ
ン
シ
プ
な
対
話
の
場
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て

い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
ま
た
、

フ
ラ
ン
ス
で
も
、
大
統
領
府
に
対
し
て
議
会
の
監
督
手
段
を
与
え
る
た
め
に
、
強
制
調
査
権
を
国

k
9
)
 

会
の
手
に
委
ね
る
こ
と
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

わ
が
国
の
地
方
自
治
体
の
よ
う
に
「
首
長
制
」
を
と
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
議
会
の
調
査
権
が
議
会
的
統
制
・
監
視
権
と
し
て
、

議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権

~ 
六



で
あ
る
。
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一
面
で
は
代
表
機
関
と
し
て
の
「
首
長
」
と
競
い
あ
う
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
先
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
議
院
内
閣
制
の
も
と
に
お
い
て
は
、
政
府
（
内
閣
）

て
は
い
な
い
。
議
会
（
国
会
）
を
媒
介
と
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
正
当
性
が
与
え
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
内
閣
は
、
国
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
も
と
に
お
か
れ
、
国
会
を
通
じ
て
国
民
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
す
な
わ
ち
、

憲
法
基
本
原
理
的
統
制
と
主
権
的
統
制
と
い
う
二
つ
の
性
質
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
国
政
調
査
権
を
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
政
府
に
対
す
る
議
会
的
統
制
権
は
、
議
会
内
少
数
者
（
野
党
）
が
そ
れ
を
十
分
に

行
使
で
き
る
よ
う
な
憲
法
上
の
枠
組
み
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
効
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ

(
1
)
拙
稿
「
国
政
調
査
権
の
法
的
性
格
1

議
会
に
よ
る
内
閣
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権
ー
」
関
西
大
学
法
学
論
集
第
一
＝
八
巻
五
・
六
号

（
一
九
八
九
年
）
ニ
―
―
-
、
九
五
頁
。
拙
著
『
国
政
調
査
権
の
研
究
』
(
-
九
九
0
年）。

(
2
)

同
・
「
地
方
議
会
に
よ
る
監
視
ー
「
百
条
調
査
権
』
を
中
心
と
し
て
ー
」
都
市
問
題
第
八
二
巻
八
号
(
-
九
九
一
年
）
一
七
、
二

0
頁。

同
・
「
『
百
条
調
査
権
j
の
法
的
性
格
~
執
行
機
関
に
対
す
る
批
判
・
監
視
権
と
し
て
の
『
百
条
調
査
権

j
ー
」
関
西
大
学
法
学
論
集
第
三

九
巻
四
・
五
号
(
-
九
九
0
年
）
四
四
九
頁
。

(
3
)
C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
、
阿
部
照
哉
・
村
上
義
弘
訳
『
憲
法
論
j

（
一
九
七
四
年
）
三
九
0
頁
以
下
参
照
。

(
4
)

奥
平
康
弘
「
国
政
調
査
権
」
自
由
と
正
義
第
二
七
巻
一

0
号
(
-
九
七
六
年
）
五
頁
。

(
5
)

杉
原
泰
雄
・
辻
村
み
よ
子
「
国
政
調
査
と
犯
罪
調
査
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
『
現
代
の
汚
職
』
(
-
九
七
八
年
）
一
四
九
頁
。

(
6
)

杉
原
泰
雄
「
権
力
分
立
の
諸
形
態
と
議
院
内
閣
制
」
法
学
研
究
5
号
(
-
九
六
四
年
）
一
三
三
、
一
六
六
頁
。

(
7
)

深
瀬
忠
一
「
現
代
議
会
制
の
構
造
」
（
『
現
代
法
3
』
（
一
九
六
五
年
）
所
収
）
三
―
―
-
、
七
五
、
七
七
頁
。

(
8
)
高
見
勝
利
「
英
•
仏
・
独
の
国
政
調
査
の
実
情
」
自
由
と
正
義
第
二
七
巻
一
0
号
(
-
九
七
六
年
）
ニ
―
頁
。

(
9
)

藤
馬
龍
太
郎
「
議
会
の
役
割
と
国
政
調
査
権
の
機
能
」
公
法
研
究
四
七
号
(
-
九
八
五
年
）
八
0
、
八
一
頁
。
下
田
久
則
「
フ
ラ
ン
ス
議
会
に

関
法

は
、
主
権
者
た
る
国
民
か
ら
、
直
接
に
そ
の
『
信
託
』
を
う
け

―
二
四

六



議
会
的
統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権

―
二
五

六
一
三
）

お
け
る
強
制
調
査
権
の
復
活
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
第
三
二
五
号
(
-
九
七
八
年
）
一

0
五
頁
な
ど
参
照
。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
フ
ラ
ン
ス
憲

法
史
に
お
け
る
議
会
主
義
に
つ
い
て
は
、
村
田
尚
紀
『
委
任
立
法
の
研
究
』
(
-
九
九
0
年
）
六
二
七
頁
以
下
参
照
。




