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憲
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憲
法
の
変
遷
と
憲
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い
ず
れ
の
国
家
に
お
い
て
も
、
憲
法
の
改
正
が
、
憲
法
の
制
定
と
同
様
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
そ
れ
故
に
、

現
存
す
る
成
文
憲
法
の
殆
ん
ど
は
、
憲
法
改
正
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
規
定
を
設
け
て
い
る
が
、
日
本
国
憲
法
も
、
第
九
六
条
に
改
正
に

関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
改
正
の
問
題
は
、
理
論
的
に
は
勿
論
の
こ
と
、
現
実
的
に
も
未
だ
解
決
せ
ら
れ
て
い
な
い
種

々
な
問
題
を
内
包
し
て
お
り
、
我
が
国
の
現
在
は
も
と
よ
り
、
将
来
に
と
っ
て
も
重
大
な
問
題
の
一
っ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
、

従
来
、
学
者
・
法
律
家
・
政
治
家
等
を
中
心
に
、
憲
法
の
改
正
に
関
し
、
そ
の
本
質
、
改
正
手
続
、
憲
法
制
定
権
と
憲
法
改
正
権
、
憲
法

改
正
の
限
界
、
憲
法
の
改
正
と
憲
法
の
変
遷
な
ど
の
問
題
が
、
多
角
的
視
野
の
も
と
に
様
々
な
考
察
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

憲
法
の
改
正
と
は
、
狭
義
に
お
い
て
は
、
成
文
憲
法
典
の
条
項
に
修
正
、
削
除
又
は
追
加
な
ど
意
識
的
変
改
を
加
わ
え
る
行
為
を
い
い
、

広
義
に
お
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
、
既
存
の
成
文
憲
法
典
に
新
た
な
条
項
を
増
や
す
行
為
（
増
補
）
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

憲
法
改
正
は
、
通
常
憲
法
自
ら
が
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
改
正
手
続
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
憲
法
典
の
一
部
、
す
な

わ
ち
、

い
く
つ
か
の
特
定
の
条
項
を
改
正
す
る
一
部
改
正
と
、
現
行
憲
法
典
を
全
面
的
に
改
正
す
る
全
面
改
正
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
憲
法
の
改
正
は
、
新
憲
法
の
制
定
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

れ
、
現
行
憲
法
の
基
本
原
理
に
反
す
る
よ
う
な
改
正
を
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
既
存
の
憲
法
の
基
本
原
理
を
変
え
る
こ

と
な
く
、
同
一
性
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
全
面
改
正
も
こ
れ
に
反
し
な
け
れ
ば
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
帝
国
憲
法

は
、
上
論
第
五
段
お
よ
び
同
第
七
三
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
全
面
改
正
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
国
憲
法
は
一
部
改
正

と
全
面
改
正
に
つ
い
て
、
別
段
の
規
定
が
な
い
の
で
、
全
面
改
正
も
許
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
憲
法
の
廃
止
は
憲
法
自
身
を
否

日
本
国
憲
法
の
改
正 ま

え

が

き

四
六
九

一
部
改
正
で
あ
れ
、
全
面
改
正
で
あ

（
九
九
九
）
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日
本
国
憲
法
は
、
我
が
国
の
政
治
形
態
と
か
国
民
の
権
利
義
務
な
ど
を
定
め
る
根
本
規
範
で
あ
り
、
旦
つ
国
の
最
高
法
規
で
も
あ
る
が

故
に
、
そ
れ
が
朝
令
暮
改
式
に
、
安
易
に
且
つ
膜
々
改
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
法
的
安
定
性
と
か
人
権
保
障
と
い
っ
た
面
か
ら
み
て
好
ま
し

い
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
常
に
流
動
的
に
変
転
し
て
や
ま
な
い
現
実
の
国
内
生
活
を
規
律
づ
け
る
一

国
の
憲
法
が
、
固
定
化
し
た
ま
ま
全
く
改
正
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
的
で
も
な
け
れ
ば
効
果
的
で
も
な
い
。
そ

れ
故
に
、
今
日
の
成
文
憲
法
の
殆
ん
ど
は
、
そ
れ
自
身
の
改
正
を
ば
予
想
し
、
改
正
に
関
す
る
な
ん
ら
か
の
規
定
ー
特
に
改
正
手
続
を
自

め
て
い
な
い
）
。
そ
し
て
そ
の
殆
ん
ど
が
、
憲
法
の
改
正
に
つ
い
て
、

を
要
求
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
多
く
は
、
．
か
か
る
手
続
を
経
て
も
、
憲
法
の
改
正
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
憲
法
が
も
っ
と
こ
ろ

の
基
本
原
理
を
否
定
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
個
々
の
憲
法
が
有
す
る
と
こ
ろ
の

基
本
原
理
は
、
そ
の
憲
法
の
生
命
で
あ
り
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
憲
法
自
身
の
自
殺
行
為
で
あ
り
、
革
命
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い

日
本
国
憲
法
第
九
六
条
に
定
め
ら
れ
た
憲
法
改
正
手
続
は
、
極
め
て
鄭
重
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
、
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
は

相
当
困
難
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
る
に
現
実
国
家
社
会
に
お
い
て
は
、
憲
法
規
範
と
異
る
実
例
（
フ
ラ
ン
ス
で
は
憲
法
慣

習
と
い
わ
れ
て
い
る
）
が
実
効
性
を
も
っ
て
存
在
し
、
そ
の
か
ぎ
り
で
憲
法
規
範
の
実
効
性
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
客
観
的
事
実
と
し

捉
ら
え
、
こ
れ
を
ば
社
会
学
的
意
味
で
の
憲
法
の
変
遷
と
称
す
る
説
が
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
右
の
憲
法
改
正
の
困
難
性
を
相
当
程
度

カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
賛
否
両
論
が
あ
る
。

か
ら
で
あ
る
。

ら
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
（
但
し
、

一
般
の
法
律
の
改
正
手
続
よ
り
一
層
鄭
重
な
手
続

(11硬
性
手
続
）

一
八
一
四
年
制
定
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
、

一
八
四
八
年
制
定
の
イ
ク
リ
ヤ
憲
法
な
ど
は
改
正
手
続
を
定

定
す
る
も
の
で
あ
り
、
認
め
ら
れ
な
い
。

関
法

四
七
〇

(
1
0
0
0
)
 



こ
の
発
案
権
者
が
誰
か
に
つ
い
て
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、
主
権
者
で
あ
り
、
実
質
的
な
憲
法
改
正
の
決
定
権
者
で
あ
る

国
民
に
発
案
権
が
認
め
ら
れ
て
も
決
し
て
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
主
権
者
た
る
国
民
は
国
民
の
全
体
で
あ
り
、
国
民
に
発
案
権

を
認
め
る
制
度
を
有
し
な
い
我
が
国
に
お
い
て
は
、
国
民
は
発
案
権
者
た
り
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
国
会
議
員
が
発
案
権
を
有
す
る
こ

①
 

「
こ
の
憲
法
の
改
正
は
、
各
議
院
の
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
で
、
国
会
が
、
こ
れ
を
発
議

し
、
国
民
に
提
案
し
て
そ
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
」
と
規
定
し
て
い
る
。

国
会
が
議
決
し
て
憲
法
の
改
正
を
発
議
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
改
正
原
案
が
議
院
に
提
出
（
発
案
）
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

日
本
国
憲
法
の
改
正

日
本
国
憲
法
第
九
六
条
一
項
は
、

以
下
改
正
手
続
に
関
し
て
若
千
の
問
題
点
を
あ
げ
卑
見
を
述
べ
る
。

‘
l
l
 

ー
，
ー
、 本

稿
で
は
、

日
本
国
憲
法
の
改
正
と
、
そ
れ
に
関
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
卑
見
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
憲
法
の
変
遷
に
関
し
若
千
の
考

察
を
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

法
で
あ
る
。国

会
の
発
議

憲
法
改
正
手
続

四
七

憲
法
改
正
手
続
は
、
そ
の
類
型
が
数
種
に
及
ぶ
よ
う
で
あ
る
が
、
改
正
の
難
易
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
硬
性
手
続
と
軟
性
手
続
と
に
分
か

(
1
)
 

れ
て
お
り
、
成
文
憲
法
の
殆
ん
ど
は
硬
性
手
続
を
規
定
し
て
い
る
。
軟
性
手
続
は
、
通
常
の
立
法
手
続
と
同
じ
手
続
で
も
っ
て
容
易
に
憲

法
を
改
正
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
硬
性
手
続
は
、
憲
法
の
改
正
手
続
が
、
通
常
の
立
法
手
続
と
比
較
し
て
一
層
鄭
重
な
手
続
、
換
言
す

れ
ば
困
難
な
、
容
易
に
改
正
し
難
い
手
続
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、
第
九
六
条
に
硬
性
手
続
を
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
硬
性
憲

(
1
0
0
1
)
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と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
異
論
は
な
い
。
国
会
が
「
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
」
で
あ
り
（
第
四
一
条
）
、
憲
法
改
正
の
発
議
権
を
有
す
る
以

上
、
国
会
議
員
が
発
案
権
を
有
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
（
国
会
法
第
五
六
条
一
項
参
照
）
。

問
題
は
、
内
閣
に
も
憲
法
改
正
の
発
案
権
、
す
な
わ
ち
国
会
へ
の
憲
法
改
正
案
提
出
権
が
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
肯

a
、
肯
定
説

べ
き
理
由
は
な
い
、

(
1
0
0
二）

内
閣
に
法
律
案
提
出
権
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
憲
法
改
正
案
提
出
権
も
当
然
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
否
定
す

(

2

)

 

と
す
る
。

b
、
否
定
説
こ
の
説
に
は
、
内
閣
に
法
律
案
の
提
出
権
を
認
め
な
い
立
場
か
ら
、
憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
も
そ
の
提
出
権
を
否
定

(
3
)

（

4
)
 

す
る
見
解
と
、
法
律
案
に
つ
い
て
は
内
閣
に
そ
の
提
出
権
を
認
め
る
が
、
憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
否
定
す
る
見
解
と
が
あ
り
、

更
に
、
憲
法
改
正
案
の
提
出
は
、
憲
法
改
正
の
発
議
の
き
わ
め
て
重
要
な
段
階
に
あ
る
と
と
も
に
、
実
質
的
に
発
議
さ
れ
る
改
正
案
の
内

(
5
)
 

容
を
決
定
す
る
が
故
に
、
そ
の
提
出
権
も
当
然
議
員
に
独
占
せ
し
め
る
の
が
憲
法
の
趣
旨
で
あ
る
、
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
否
定
説
は
す
べ
て
、
改
正
案
の
提
出
権
は
議
員
に
の
み
認
め
ら
れ
、
内
閣
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
改
正
案
の
提
出
権
が
内
閣
に
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
法
律
案
の
提
出
権
が
法
的
に
も

認
め
ら
れ
て
お
り
（
内
閣
法
第
五
条
）
、
又
現
実
に
提
出
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
更
に
は
議
院
内
閣
と
い
っ
た
点
か
ら
み
て

も
、
内
閣
に
提
出
権
を
認
め
て
も
な
ん
ら
差
支
え
が
な
い
ば
か
り
か
、
実
際
的
で
も
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

憲
法
の
改
正
は
国
会
が
発
議
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
発
議
と
は
、
提
出
さ
れ
た
改
正
案
を
国
会
で
議
決
す
る
こ
と
で

あ
る
。
国
会
が
発
議
す
る
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
と
参
議
院
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
そ
の
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
で
可
決
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
「
総
議
員
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
各
議
院
の
議
員

定
説
と
否
定
説
と
が
あ
る
。

関
法

四
七
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附
則
第
二
項
）
、

定
数
、
す
な
わ
ち
衆
議
院
の
議
員
定
数
五
―
一
名
、
参
議
院
の
議
員
定
数
二
五
二
名
を
指
す
（
公
職
選
挙
法
第
四
条
一
項
、
二
項
お
よ
び

と
解
す
る
説
と
、
現
在
議
員
の
総
数
、
す
な
わ
ち
議
員
の
定
数
か
ら
欠
員
数
を
除
い
た
数
と
解
す
る
説
と
が
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
、

(
6
)
 

る
」
と
い
う
意
見
が
あ
る
が
、
後
説
を
と
れ
ば
、
時
に
お
い
て
欠
員
数
が
異
り
、
従
っ
て
「
総
議
員
」
数
が
一
定
し
な
い
と
い
う
不
合
理

が
考
え
ら
れ
る
し
、
欠
員
数
す
な
わ
ち
欠
員
の
も
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
国
会
に
お
け
る
憲
法
改
正
の
議
決
権
を
有
し
て
い
る
の
で

「
前
説
に
よ
る
と
、
欠
員
数
だ
け
反
対
投
票
に
数
え
ら
れ
る
と
い
う
不
合
理
を
生
ず
る
か
ら
、
後
説
が
妥
当
と
思
わ
れ

も
な
け
れ
ば
、
又
積
極
的
に
憲
法
の
改
正
を
望
ん
で
い
る
訳
で
も
な
い
し
、
更
に
憲
法
が
厳
し
い
硬
性
手
続
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら

み
れ
ば
、
前
説
の
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

衆
議
院
と
参
議
院
の
そ
れ
ぞ
れ
の
議
院
に
お
い
て
そ
の
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
が
得
ら
れ
た
場
合
、
国
会
の
発
議
が
成
立
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
両
議
院
の
完
全
な
意
思
の
一
致
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
参
議
院
の
修
正
可
決
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な

、し、

l
>
 

又
参
議
院
の
緊
急
集
会
で
憲
法
改
正
の
発
議
を
行
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
法
律
案
の
議
決
（
第
五
九
条
）
、
予
算
の

議
決
（
第
六

0
条
）
、
条
約
承
認
の
議
決
（
第
六
一
条
）
お
よ
び
内
閣
総
理
大
臣
指
名
の
議
決
（
第
六
七
条
）
な
ど
の
場
合
に
認
め
ら
れ

る
衆
議
院
の
優
越
は
、
こ
の
場
合
認
め
ら
れ
ず
、
衆
議
院
と
参
議
院
と
は
対
等
の
地
位
に
あ
る
。

憲
法
改
正
権
者
は
、
国
民
で
あ
る
が
故
に
、
国
会
は
議
決
し
た
改
正
案
の
承
認
を
得
る
た
め
に
国
民
に
提
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
国
会
の
発
議
と
こ
の
国
民
へ
の
提
案
と
は
、
憲
法
改
正
手
続
上
、
別
個
の
行
為
で
あ
る
。
学
説
の
な
か
に
は
、

「
国
会
に
お
け
る
憲

(
7
)
 

法
改
正
の
可
決
は
、
国
民
に
対
す
る
『
発
議
』
を
意
味
し
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
国
民
に
対
す
る
『
提
案
』
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
」
と
す

る
も
の
も
あ
る
が
、
国
民
へ
の
提
案
に
次
に
述
べ
る
よ
う
な
二
通
り
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
「
発
議
」
と
「
提
案
」
と

は
別
個
の
行
為
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
へ
の
提
案
で
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

日
本
国
憲
法
の
改
正

四
七
三

(
1
0
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憲
法
の
改
正
は
、

民
投
票
又
は
国
会
の
定
め
る
選
挙
の
際
行
わ
れ
る
投
票
に
お
い
て
、
そ
の
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
」

国
会
に
よ
っ
て
発
議
・
提
案
せ
ら
れ
た
憲
法
改
正
案
は
、
国
民
の
承
認
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
改
正
憲
法
と
し
て
成
立
す
る
。

従
っ
て
国
民
の
承
認
は
、
憲
法
の
改
正
を
決
定
す
る
行
為
で
あ
り
、
国
民
が
憲
法
改
正
権
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。
こ
の

憲
法
改
正
権
者
た
る
国
民
が
、
国
会
に
よ
っ
て
提
案
せ
ら
れ
た
改
正
案
を
そ
の
内
容
と
し
て
、
憲
法
の
改
正
を
決
定
す
る
こ
と
が
承
認
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
特
別
の
国
民
投
票
に
お
い
て
、
ま
た
は
国
会
の
定
め
る
選
挙
の
際
に
行
わ
れ
る
投
票
に
お
い
て
、
国
民
が
直
接
賛
成
の

(2) 
の
意
思
決
定
を
な
す
こ
と
が
出
来
、

も
の
で
あ
る
が
故
に
、

一
括
し
て
国
民
に
承
認
を
求
め
る
と
い
う
の
が
、

（
第
九
六
条
一
項
）
。

一
括
提
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
個
別
的
提
案
は
、
承
認
を

関
法

第
三
五
巻
第
三
・
四
•
五
号

括
し
て
提
案
す
る
の
か
、
個
別
的
に
提
案
す
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
1
0
0
四）

一
括
提
案
は
、
国
民
の
代
表
機
関
で
あ
り
、
国
の
唯
一
の

立
法
機
関
で
も
あ
る
国
会
が
、
憲
法
の
ど
の
条
項
を
ど
の
よ
う
に
改
正
す
る
か
に
つ
い
て
、
十
分
に
審
議
し
た
上
で
改
正
の
発
議
を
し
た

求
め
る
憲
法
の
改
正
案
に
つ
い
て
、
各
条
項
毎
に
こ
の
規
定
を
こ
の
よ
う
に
改
正
し
た
い
の
で
承
認
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
個
別
的

に
承
認
を
求
め
る
た
め
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
個
別
的
提
案
に
よ
れ
ば
、
国
民
は
改
正
案
に
つ
い
て
個
別
的
に
承
認
す
る
か
否
か

国
民
の
承
認

一
括
提
案
に
よ
る
所
謂
「
抱
き
合
わ
せ
提
案
」
、
す
な
わ
ち
、
改
正
し
た
い
も
の
と
改
正
し
た
く
な

い
も
の
と
を
一
括
し
て
、
賛
否
い
ず
れ
か
の
意
思
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

い
う
理
由
で
、
国
会
は
一
括
し
て
提
案
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
不
合
理
さ
が
避
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
理
論
的

に
は
個
別
的
提
案
の
方
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
問
題
と
し
て
は
煩
雑
さ
が
避
け
ら
れ
な
い
し
、
又
前
に
述
ぺ
た
よ
う
な
理
由
、
す

な
わ
ち
、
国
民
の
代
表
機
関
で
あ
り
、
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
た
る
国
会
が
、
．
十
分
に
審
議
し
た
上
で
発
議
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

と

「
国
会
が
こ
れ
を
発
議
し
、
国
民
に
提
案
し
て
そ
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
承
認
に
は
、
特
別
の
国

四
七
四



な
お
国
民
投
票
の
方
法
と
か
手
続
に
つ
い
て
は
、
現
在
な
ん
ら
の
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
る

か
に
よ
っ
て
、
憲
法
改
正
国
民
投
票
の
結
果
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
と
言
い
得
よ
う
。

天
皇
に
よ
る
公
布

「
憲
法
改
正
に
つ
い
て
前
提
の
承
認
を
経
た
と
き
は
、
天
皇
は
、
国
民
の
名
で
、
こ
の
憲
法
と
一
体
を
な
す
も
の
と
し
て
、
直
ち
に
こ

(3) 

日
本
国
憲
法
の
改
正

こ
と
だ
け
は
明
ら
か
で
あ
る
。

意
思
決
定
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
承
認
が
成
立
せ
ん
が
た
め
に
は
、

過
半
数
、
③
有
権
者
数
の
過
半
数
、

四
七
五

過
半
数
」
が
具
体
的
に
な
に
を
指
す
か
に
つ
い
て
、
三
通
り
の
意
見
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
有
効
投
票
数
の
過
半
数
、
R
総
投
票
数
の

で
あ
る
。
多
数
説
は
、
有
効
投
票
数
の
過
半
数
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
総
投
票
数
の
過
半
数
と

解
す
れ
ば
、
無
効
投
票
を
ば
す
べ
て
反
対
投
票
と
み
な
す
こ
と
に
な
り
妥
当
で
は
な
い
、
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
総

投
票
数
の
過
半
数
と
解
す
る
説
は
、
第
九
六
条
一
項
の
規
定
の
う
ち
「
：
：
•
•
特
別
の
国
民
投
票
又
は
国
会
の
定
め
る
選
挙
の
際
行
は
れ
る

投
票
に
お
い
て
、
そ
の
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
総
投
票
数
の
過
半
数
と
解
す
る
こ
と
の
方
が
自
然
で
あ
る

と
い
う
こ
と
、
又
無
効
投
票
を
し
た
者
は
、
憲
法
の
改
正
を
欲
し
て
い
な
か
っ
た
者
と
解
し
う
る
こ
と
、
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
有
権
者

数
の
過
半
数
と
解
す
る
説
は
、
国
民
の
承
認
と
い
う
の
は
、
国
民
全
体
と
し
て
の
承
認
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
成
る
可
く
多
く
の
有
権
者

の
承
認
投
票
を
必
要
と
す
べ
き
で
あ
り
、
無
効
投
票
を
し
た
者
は
も
と
よ
り
、
棄
権
し
た
者
も
憲
法
の
改
正
を
欲
し
な
い
者
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
又
有
効
投
票
数
の
過
半
数
と
解
し
た
場
合
、
有
効
投
票
数
が
極
端
に
少
な
い
と
余
り
に
も
不
合
理
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
更
に

は
、
憲
法
の
最
高
法
規
性
と
憲
法
改
正
の
重
要
性
お
よ
び
改
正
の
硬
性
手
続
等
か
ら
み
て
も
、

「
そ
の
過
半
数
」
を
ば
、
有
権
者
数
の
過

半
数
と
解
す
る
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
②
③
説
に
従
え
ば
、
①
説
よ
り
憲
法
の
改
正
が
一
段
と
困
難
さ
を
増
す

(
1
0
0五）

「
そ
の
過
半
数
の
賛
成
が
必
要
」

で
あ
る
が
、

「
そ
の



う
こ
と
を
も
含
め
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

意
味
す
る
、

と
解
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
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三
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巻
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れ
を
公
布
す
る
」

「
い
ず
れ
の
場
合
で
も
改
正
は
…
•
•
•
あ
ら
ゆ

憲
法
改
正
は
、
国
民
の
承
認
に
よ
っ
て
確
定
的
に
成
立
す
る
が
、
そ
れ
が
改
正
憲
法
と
し
て
効
力
を
発
せ
ん
が
た
め
に
は
、
天
皇
に
よ

っ
て
公
布
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
皇
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
改
正
憲
法
を
公
布
せ
ら
れ
る
が
（
第
九
六
条
二
項
お
よ
び

第
七
条
一
号
）
、
こ
の
際
「
国
民
の
名
で
」
公
布
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
最
高
法
規
た
る
憲
法
の
改
正
は
、
憲
法
改
正
権
者
た
る

国
民
の
意
思
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
端
的
に
あ
ら
わ
す
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
改
正
せ
ら
れ
た
憲
法
を
「
こ
の
憲
法

(
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と
一
体
を
な
す
も
の
と
し
て
」
公
布
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
語
句
に
つ
い
て
、
有
力
説
は
、
こ
れ
は
改
正
憲
法
が
日

本
国
憲
法
と
別
個
の
も
の
で
は
な
く
、

日
本
国
憲
法
と
結
合
し
て
そ
の
一
部
を
構
成
し
、
こ
れ
と
同
一
の
形
式
的
効
力
を
有
す
る
こ
と
を

「
こ
の
憲
法
と
一
体
を
な
す
も
の
と
し
て
」
の
語
句
は
、
既
存
の
あ
る
条
項
に
、
修

正
・
削
除
又
は
追
加
な
ど
の
意
識
的
変
改
を
加
わ
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
程
の
意
味
を
持
た
な
い
。
こ
の
語
句
が
意
味
を
持
つ
の
は
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
修
正
の
よ
う
に
、
既
存
の
条
項
に
な
ん
ら
の
変
改
を
加
わ
え
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
改
正
条
項
を
既
存
の
憲
法

典
に
増
補
す
る
場
合
に
特
に
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
因
み
に
合
衆
国
憲
法
第
五
条
は
、

る
意
味
に
お
い
て
完
全
に
、
こ
の
憲
法
の
一
部
と
し
て
効
力
を
有
す
る
」

Article
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.
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"
と
岨
況
中
心
、
し
て
い
る
。

「
こ
の
憲
法
と
一
体
を
な
す
も
の
と
し
て
」
の
語
句
は
、
改
正
憲
法
が
既
存
の
日
本
国
憲
法
の
一
部
を
構
成
し
、
こ
れ
と
同
一
の
形
式

的
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
全
く
同
意
見
で
あ
る
が
、
卑
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
句
は
更
に
改
正
憲
法

は
既
存
の
日
本
国
憲
法
と
同
じ
基
本
原
理
の
上
に
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
基
本
原
理
を
変
え
て
は
な
ら
な
い
、

（
第
九
六
条

1

一項）。

関
法

と
い

「
こ
の
憲
法
と
一
体
を
な
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
改
正
憲
法
が
日
本

四
七
六
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る。 国
憲
法
の
一
部
を
構
成
し
、
形
式
的
効
力
が
同
一
で
あ
っ
て
も
、
基
本
原
理
が
変
っ
て
お
れ
ば
、
憲
法
の
改
正
で
は
な
く
、
新
憲
法
の
制

衆
国
憲
法
の
改
正
と
同
様
に
、
既
存
の
条
項
に
な
ん
ら
の
変
改
を
加
わ
え
る
こ
と
な
し
に
、
別
に
改
正
条
項
を
付
加
す
る
と
い
う
形
式
を

採
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
意
見
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
に
は
賛
成
し
難
い
。

占
領
軍
総
司
令
部
が
、

の
憲
法
と
一
体
を
成
す
も
の
と
し
て
」
と
い
う
語
句
を
挿
入
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
第
九
〇
帝
国

議
会
に
お
い
て
審
議
す
る
際
、
多
く
の
議
員
の
な
か
に
は
、
占
領
軍
の
圧
力
の
も
と
に
帝
国
憲
法
を
改
め
日
本
国
憲
法
を
制
定
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
帝
国
憲
法
第
七
三
条
の
改
正
手
続
に
従
っ
て
改
正
の
形
式
を
と
り
つ
つ
も
、
実
体
は
天
皇
主
権
か
ら
国
民
主
権
へ
と
い

う
基
本
原
理
の
変
更
で
あ
り
帝
国
憲
法
の
改
正
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
日
本
国
憲
法
は
帝
国
憲
法
と
は
別
個
の
憲
法
で
あ
り
、

帝
国
憲
法
と
一
体
を
な
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
将
来
日
本
国
憲
法
を
ば
、

改
正
す
る
と
き
は
、

を
持
た
な
い
、

四
七
七

一
部
の
学
説
で
は
、
こ
の
語
旬
は
さ
し
た
る
意
義

「
こ
の
憲
法
と
一
体
を
成
す
も
の
と
し
て
」
と
い
う
語
句
が
あ
る
の
で
、

日
本
国
憲
法
の
改
正
も
、

ア
メ
リ
カ
合

い
わ
ゆ
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
憲
法
草
案
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
単
純
に
合
衆
国
憲
法
第
五
条
に
倣
っ
て
「
こ

日
本
国
憲
法
が
定
め
る
改
正
手
続
に
従
っ
て

日
本
国
憲
法
の
基
本
原
理
を
変
更
し
な
い
、
す
な
わ
ち
日
本
国
憲
法
と
同
一
性
を
保
っ
た
改
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
意
識
が
、
多
少
な
り
と
も
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
う
る
。

と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
語
句
は
、

日
本
国
憲
法
の
改
正

学
説
の
な
か
に
は
、

日
本
国
憲
法
改
正
の
限
界
に
つ
い
て
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ

定
と
な
り
、
現
行
憲
法
と
一
体
を
な
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
1
0
0七）



こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、

い
る
。
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憲
法
改
正
の
限
界

憲
法
の
改
正
は
、
憲
法
に
改
正
手
続
規
定
が
あ
る
場
合
、
そ
の
手
続
に
従
っ
て
、
現
行
憲
法
に
意
識
的
変
改
を
加
わ
え
る
行
為
で
あ
る

が
、
手
続
さ
え
踏
め
ば
、
憲
法
の
改
正
を
無
制
限
に
な
し
得
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
が
憲
法
改
正
の
限
界
の
問
題
で
あ
る
。

成
文
憲
法
の
な
か
に
は
、
改
正
に
つ
い
て
全
く
規
定
を
設
け
て
い
な
い
も
の
も
無
い
で
は
な
い
が
、
通
常
な
ん
ら
か
の
規
定
を
設
け
て

い
る
。
そ
れ
に
は
改
正
手
続
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と
、
改
正
行
為
の
内
容
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と
の
二
種
が
あ
る
。
改
正
手
続

規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
改
正
行
為
が
そ
の
手
続
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
改
正
行
為
の
内
容
に
つ
い
．

て
制
限
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
以
外
の
内
容
に
つ
い
て
は
無
制
限
に
改
正
し
得
る
の
か
、
或
い
は
改
正
行
為
の
内
容
に
つ

い
て
な
ん
ら
の
制
限
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
無
制
限
に
改
正
出
来
る
の
か
、
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
が
国
で

は
、
ド
イ
ッ
憲
法
学
の
影
響
の
も
と
、
帝
国
憲
法
の
時
代
か
ら
今
日
に
到
る
ま
で
、
改
正
に
限
界
が
あ
る
、
と
す
る
説
が
通
説
と
な
っ
て

一
九
五
八
年
制
定
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
憲
法
が
、
前
憲
法
の
第
九
四
条
お
よ
び
第
九
五
条
を
踏
襲
し
て
、
そ
の
第
八
九
条
に
、
「
領
土

が
侵
さ
れ
て
い
る
場
合
、
改
正
手
続
に
着
手
し
ま
た
は
こ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
共
和
政
体
は
こ
れ
を
改
正
の
対
象
と
す
る

て
制
限
を
設
け
て
い
る
憲
法
は
、
他
に
も
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
憲
法
(
-
九
四
九
•
五
・
ニ
―

1一
）

第
七
九
条
（
三
項
）
は
、

関
法

一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
改
正
行
為
の
内
容
に
つ
い

「
こ
の
甚
本
法
の
改
正
は
、
そ
れ
が
支
分
邦
に
よ
る
連
邦
の
構
成
、
連
邦
立
法
へ
の
支
分
邦
の
基
本
的
協
力
、

ま
た
は
第
一
条
お
よ
び
第
二

0
条
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
基
本
原
則
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
き
は
、
許
さ
れ
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の

四
七
八

(
1
0
0八）



＠

有

限

説

迄
で
も
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ど
で
あ
る
。

規
定
の
趣
旨
は
、
憲
法
の
基
本
原
則
に
反
す
る
改
正
は
認
め
な
い
、

人
間
の
尊
厳
の
不
可
侵
、
②
基
本
的
人
権
の
保
障
、
③
立
法
権
、
行
政
権
お
よ
び
司
法
権
に
対
す
る
基
本
権
の
拘
束
、

法
律
に
よ
る
行
政
権
お
よ
び
司
法
権
の
拘
束
、

憲
法
改
正
に
限
界
が
な
い
、

四
七
九

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
第
一
条
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
原
則
は
、
①

で
あ
り
、
第
二
〇

条
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
原
則
は
、
①
民
主
的
か
つ
社
会
的
連
邦
国
家
、
②
国
民
主
権
、
⑤
憲
法
的
秩
序
に
よ
る
立
法
の
拘
束
、
な
ら
び
に

(
9
)
 

で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
以
外
に
、
例
え
ば
、

一
九
四
七
年
の
イ
タ
リ
ヤ
共
和
国
憲
法
第
一

と
す
る
学
説
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。
①
す
べ
て
法
は
、
そ
れ
自
体
目
的
で
は
な
く
、
社

会
に
お
け
る
人
間
目
的
を
達
成
せ
ん
が
た
め
の
手
段
、
方
法
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
社
会
事
情
な
り
社
会
生
活
の
条
件
に
変
化

が
生
じ
た
り
、
人
間
の
法
意
識
が
変
れ
ば
、
当
然
変
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
と
雖
も
同
じ
で
あ
る
。
②
憲
法
制
定
権
者
が
憲
法

を
制
定
し
て
、
そ
れ
で
も
っ
て
後
の
世
代
の
国
民
の
意
思
を
拘
束
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
③
憲
法
改
正
権
者
た
る
国
民
は
、
主
権
者

で
あ
り
最
高
の
意
思
決
定
を
な
し
得
る
。
④
有
限
説
が
根
拠
と
し
て
あ
げ
る
憲
法
改
正
を
限
界
づ
け
て
い
る
と
解
さ
れ
る
規
定
（
例
え
ば

前
文
第
一
段
、
第
九
八
条
一
項
、
第
九
六
条
、
第
九
九
条
な
ど
）
を
、
改
正
手
続
を
踏
ん
で
先
に
改
廃
し
て
し
ま
え
ば
、
段
階
的
に
ど
こ

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
憲
法
の
改
正
に
限
界
が
あ
る
と
す
る
有
限
説
が
多
数
説
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
と
か
範
囲
な
ど
に
つ
い
て
は
意

見
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
有
限
説
は
、
憲
法
制
定
権
と
憲
法
改
正
権
と
を
区
別
し
、
憲
法
改
正
権
者
は
、
現
行
憲
法
の
も
と
で
、
憲
法

の
拘
束
を
受
け
つ
つ
憲
法
を
改
正
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
が
故
に
、
憲
法
改
正
権
を
定
め
る
憲
法
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、

日
本
国
憲
法
の
改
正

①

無

限

説

九
条
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
五
条
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
1
0
0九）



を
含
ま
な
い
、

四
第
一
一
一
五
巻
第
三
•
四
•
五
号

有
限
説
の
う
ち
の
多
く
は
、
日
本
国
憲
法
の
基
本
体
制
を
基
礎
づ
け
る
基
本
原
理
、
す
な
わ
ち
国
民
主
権
主
義
、
平
和
主
義
、
某
本
的

人
権
尊
重
主
義
な
ど
の
原
理
を
変
更
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
、

の
な
か
で
、
憲
法
変
遷
の
事
例
を
挙
げ
つ
つ
両
者
を
区

(
1
0
1
0
)
 

と
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
本
質
的
な
基
本
原
理
を
変
更
す
る
こ

と
は
、
憲
法
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
と
同
じ
結
果
に
な
る
し
、
前
文
第
一
段
の
「
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
憲
法
、
法
令
及
び
詔
勅
を

排
除
す
る
」
と
か
、
第
九
条
一
項
の
「
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
」
、
第
―
一
条
お
よ
び
第
九
七
条
の
「
永
久
の
権
利
」
と
い
っ
た
憲
法

(10) 

上
の
文
言
を
根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
有
限
説
の
な
か
に
は
、
憲
法
の
改
正
は
、
憲
法
を
正
し
く
改
め
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
改
悪
す
る
こ
と

(ll) 

と
す
る
説
も
あ
る
。

憲
法
の
変
遷
と
憲
法
の
柔
軟
性

「
憲
法
の
変
遷
」

(
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
w
a
n
d
l
 u
n
g
)

と
い
う
言
葉
は
、
特
に
「
憲
法
の
改
正
」

(
V
erfassungsiinderung)

と
区
別
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
代
表
的
公
法
学
者
ゲ
ォ
ル
グ
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
は
、
有
名
な
「
憲
法
の
改
正
と
憲
法
の
変
遷
」

(
G
e
o
r
g
Jel ,
 

linek: 
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
i
i
n
d
e
r
u
n
g
 u
n
d
 V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
w
a
n
d
l
u
n
g
 ", 
1
9
0
6
)
 

別
し
、
憲
法
の
改
正
と
は
、
変
更
す
る
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
成
文
憲
法
の
規
定
を
変
え
る
こ
と
で
あ
り
、
憲
法
の
変
遷
は
、
成
文
憲
法

の
規
定
を
形
式
的
に
は
変
え
な
い
で
、
事
実
上
憲
法
を
変
え
る
こ
と
を
い
う
、

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
憲
法
の
改
正
は
、
憲
法
を
変

更
す
る
意
図
の
も
と
に
、
憲
法
改
正
手
続
を
踏
ん
で
な
さ
れ
る
憲
法
規
範
の
変
改
で
あ
る
の
に
対
し
、
憲
法
の
変
遷
は
、
憲
法
改
正
手
続

を
踏
ま
ず
に
、
憲
法
規
範
を
そ
れ
に
矛
盾
抵
触
す
る
国
家
機
関
の
解
釈
と
運
用
に
よ
っ
て
、
事
実
上
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
憲
法
の
改
正
に
は
自
ら
限
界
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

関
法

い
ず
れ
も

四
八
〇



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
規
定
し
て
お
り
、
更
に
第
九
六
条
に
お
い
て
改
正

に
関
し
、

い
わ
ゆ
る
硬
性
手
続
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
憲
法
の
本
質
を
め
ぐ
る
原
理
と
し
て
、

日
本
国
憲
法
の
改
正

日
本
国
憲
法
は
、
第
九
八
条
一
項
に
、

四
八

一
般
に
「
安
定
性
」
と
「
可

憲
法
規
範
を
国
家
生
活
に
お
け
る
現
実
に
一
致
さ
せ
る
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
憲
法
の
変
遷
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て

憲
法
の
条
項
と
矛
盾
抵
触
す
る
国
家
行
為
が
、
反
覆
・
継
続
し
て
存
在
し
、
そ
の
行
為
が
国
民
の
法
的
確
信
に
よ
っ

て
、
明
示
的
又
は
黙
示
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
慣
習
法
的
性
格
を
帯
び
、
当
該
憲
法
の
条
項
を
事
実
上
改
廃
し
、
憲
法

の
変
遷
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
基
本
的
に
は
、
法
規
範
は
実
効
性
を
有
し
て
こ
そ
法
規
範
た
り
う
る
と
い

う
考
え
方
の
も
と
に
、
実
効
性
を
有
し
な
い
法
規
範
は
、
成
文
憲
法
と
い
え
ど
も
法
規
範
で
は
な
い
、

法
の
変
遷
を
認
め
る
立
場
に
は
、

と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
憲

G
・
イ
ニ
リ
ネ
ク
を
は
じ
め
多
く
の
学
者
が
い
る
が
、
イ
エ
リ
ネ
ク
に
よ
れ
ば
、
憲
法
の
変
遷
が
生
ず

「
①
議
会
・
政
府
・
裁
判
所
な
ど
の
解
釈
に
よ
る
場
合
、
③
政
治
上
の
必
要
に
も
と
づ
く
場
合
、
⑥
憲
法
上
の
慣
習
に
よ
る
場

(12) 

合
、
④
国
家
権
力
の
不
行
使
に
よ
る
場
合
、
⑮
憲
法
の
精
神
に
お
け
る
根
本
的
変
化
に
よ
る
場
合
」
で
あ
る
。

③
憲
法
の
条
項
と
矛
盾
抵
触
す
る
国
家
行
為
が
、
い
か
に
長
期
間
、
反
覆
・
継
続
し
て
存
在
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
違

憲
な
も
の
で
あ
っ
て
法
と
し
て
の
効
力
を
有
せ
ず
、
単
な
る
事
実
た
る
慣
習
に
す
ぎ
な
い
、

ル
ゼ
ン
を
は
じ
め
こ
の
立
場
を
と
る
学
者
は
、
現
実
に
違
憲
の
事
実
が
存
在
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
り
ふ
れ
た
社
会
現
象
に
す
ぎ
ず
、
違
憲

の
行
為
が
存
在
す
る
が
故
に
憲
法
が
変
遷
し
た
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。

、̀
l3
 

,
|
,
 

憲
法
の
変
遷
と
憲
法
の
柔
軟
性

否
定
説

る
の
は
、

切

肯

定

説

は
、
学
説
が
大
き
く
対
立
し
て
い
る
。

「
こ
の
憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ
っ
て
、

と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

H
・
ケ

そ
の
条
規
に
反
す
る
法
律
、
命
令
、
詔
勅
お
よ

(
1
0
―

-

）
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変
性
」
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、
わ
が
国
の
国
内
法
体
系
に
お
い
て
最
高
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
法
で
あ
り
、

又
一
般
に
憲
法
自
身
が
改
正
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
規
定
を
設
け
て
い
る
こ
と
は
、

不
断
に
起
っ
て
い
る
社
会
生
活
と
か
国
民
意
識
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、

な
ん
ら
の
改
正
手
続
を
踏
む
こ
と
な
し
に
、
事
実
的
行
為
に
よ
っ
て
も
変
え
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
問
題
で
あ
る
。

用
語
と
い
う
か
、

(
1
0
―
二
）

一
国
の
政
治

的
根
本
原
理
を
確
定
す
る
と
こ
ろ
の
根
本
規
範
で
も
あ
る
。
従
っ
て
法
律
な
ど
と
は
異
り
、
し
ば
し
ば
変
更
さ
れ
る
こ
と
を
好
ま
な
い
と

い
う
「
安
定
性
」
の
原
理
を
本
質
的
に
具
有
し
て
い
る
。
最
高
法
規
で
あ
り
根
本
法
規
で
あ
る
一
国
の
憲
法
が
、
頻
繁
に
且
つ
安
易
に
変

一
国
の
社
会
秩
序
維
持
に
と
っ
て
不
可
欠
の
法
的
安
定
性
が
損
な
わ
れ
、
人
権
侵
害
等
の
問
題
も
起
り
易
く
、

円
滑
な
社
会
生
活
を
確
保
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
成
文
憲
法
の
殆
ん
ど
は
憲
法
の
改
正
に
つ
い
て
硬
性
手
続
を
規
定
し
、

い
ず
れ
の
国
家
の
憲
法
も
、
全
く
改
正
を
必
要
と

し
な
い
完
全
無
欠
の
も
の
は
あ
り
得
な
い
こ
と
の
証
明
で
も
あ
る
。
仮
り
に
制
定
せ
ら
れ
た
時
点
で
完
全
な
憲
法
が
あ
り
得
た
と
し
て
も
、

い
つ
か
は
な
ん
ら
か
の
改
正
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
憲
法
は
本
質
的
に
そ
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
憲
法
の
「
可
変
性
」
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
「
可
変
性
」
が
、

日
本
国
憲
法
の
規
定
の
な
か
に
は
、
に
わ
か
に
理
解
さ
れ
に
く
い
よ
う
な
不
明
確
な
個
所
が
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
多
義
的

い
く
つ
か
の
意
味
を
も
っ
た
用
語
が
使
わ
れ
て
い
た
り
、
文
章
が
不
完
全
で
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

多
く
の
学
者
、
法
律
家
は
も
と
よ
り
政
治
家
と
か
一
般
国
民
な
ど
に
お
い
て
も
、
そ
の
解
釈
な
り
受
け
取
め
方
が
多
岐
多
様
に
わ
た
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
事
の
善
し
悪
し
は
別
と
し
て
日
本
国
憲
法
が
「
柔
軟
性
」
に
富
ん
で
お
り
、
幾
通
り
に
で

も
解
釈
の
で
き
る
規
範
内
容
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
元
来
、
成
文
法
は
文
章
に
表
現
せ
ら
れ
た
規
範
意
識
で
あ
る
が
故
に
、
人
間

の
作
成
す
る
文
章
の
不
完
全
な
結
果
と
し
て
、
我
々
を
し
て
し
ば
し
ば
法
規
の
真
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
を
困
難
な
ら
し
め
る
と
同
時

改
正
を
困
難
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

関
法
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ー
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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に
、
法
の
内
容
に
固
定
性
を
帯
び
さ
せ
る
が
故
に
、
流
動
し
て
や
ま
な
い
現
実
の
社
会
生
活
の
実
際
に
応
じ
き
れ
な
い
恨
み
を
も
つ
も
の

で
あ
る
。
こ
の
点
、
成
文
憲
法
た
る
日
本
国
憲
法
も
例
外
で
は
な
い
。
た
だ
日
本
国
憲
法
は
、
こ
の
欠
点
を
「
柔
軟
性
」
で
も
っ
て
カ
バ

今
こ
こ
に
、
憲
法
の
あ
る
条
項
に
つ
い
て
の
解
釈
が
、

A
説、

B
説、

C
説
と
分
か
れ
て
お
り
、

釈
で
、

A
説
と

C
説
と
は
全
く
対
立
す
る
解

C
説
は
そ
の
折
衷
説
又
は
中
間
説
と
す
る
。
勿
論
ど
の
解
釈
も
、
社
会
に
お
い
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
判
断
基
準
に
基
き
、
論

理
的
法
則
に
従
っ
て
理
論
が
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
限
り
、
ど
の
解
釈
が
正
し
く
、
ど
の
解
釈
が
間
違
っ
て
い
る
と
一
概
に
断
定
で
き
な
い
。

も
と
よ
り
単
に
多
数
意
見
な
る
が
故
に
正
し
い
と
も
断
定
で
き
な
い
。
こ
れ
は
憲
法
が
多
義
的
用
語
を
使
っ
て
い
た
り
、

い
ろ
い
ろ
に
解

釈
で
き
る
不
明
確
な
規
範
内
容
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
憲
法
解
釈
が
い
ろ
い
ろ
と
分
か
れ
る
場
合
、
制
度
的
に
は
、

権
限
あ
る
国
家
機
関
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
有
権
解
釈
が
拘
束
力
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
有
権
解
釈
も
社
会
生
活
と
か
国
民
意
識
の
変

化
、
或
い
は
国
際
情
勢
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
を
一
部
の
学
者
は
憲
法
の
変
遷
と
し
て
捉

え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
憲
法
の
変
遷
で
は
な
く
憲
法
解
釈
の
変
更
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
国
憲
法
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
変
更
を
容
認

す
る
だ
け
の
包
容
力
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
日
本
国
憲
法
の
柔
軟
性
を
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
学
説
の
な
か
に
は
、
国
際

情
勢
と
か
国
民
意
識
の
変
化
を
理
由
と
し
て
、
例
え
ば
憲
法
第
九
条
の
「
変
遷
」
を
認
め
、
自
衛
隊
違
憲
論
か
ら
合
憲
論
に
説
を
改
め
ら

た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
憲
法
が
変
遷
し
た
の
で
は
な
く
、
憲
法
解
釈
が
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
日

本
国
憲
法
が
幅
広
い
規
範
内
容
を
も
っ
て
お
り
、
違
憲
の
解
釈
も
合
憲
の
解
釈
も
な
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
国
際
情
勢
と
か
国
民

意
識
に
変
化
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
合
致
す
る
よ
う
に
憲
法
解
釈
に
変
化
が
み
ら
れ
て
も
、
な
ん
ら
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
憲
法
規

範
に
多
義
的
な
用
語
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
り
、
不
明
確
な
、

日
本
国
憲
法
の
改
正

い
ず
れ
に
も
解
し
得
る
よ
う
な
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
の
解
釈

(
1
0
1
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一
見
憲
法
規
範
と
異
る
が
如
く
に

に
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
し
、
又
憲
法
解
釈
が
度
た
び
変
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
法
的
安
定
性
の
面
か
ら
み
て
も
好
ま
し
く
な

い
こ
と
は
極
め
て
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
憲
法
の
意
味
内
容
を
明
確
な
も
の
に
変
え
た
り
、
現
実
の
社
会
生
活
と
か
国
民
意

識
に
裁
然
と
合
致
す
る
よ
う
に
、
憲
法
の
改
正
が
行
な
わ
れ
得
る
し
、
又
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

国
家
機
関
な
り
が
、
党
利
党
略
な
ど
の
た
め
自
分
達
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
、
手
前
勝
手
な
判
断
で
憲
法
解
釈
を
変
え
る
こ
と
は
許
さ
れ

憲
法
慣
習
で
は
な
い
が
、
道
路
交
通
法
第
二
二
条
に
よ
り
、
最
高
速
度
が
時
速
四

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
定
め
ら
れ
て
い
る
道
路
を
、
実

際
に
は
、
殆
ん
ど
の
自
動
車
が
車
の
流
れ
に
従
っ
て
時
速
四
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
位
で
走
行
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
道
路
交
通
法

の
規
定
は
、
実
質
的
に
変
更
さ
れ
て
お
り
、
な
ん
ら
実
効
性
を
も
た
な
い
、

と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
が
国
の
法
例
第
二
条
に
は
、

「
公
ノ
秩
序
又
ハ
善
良
ノ
風
俗
二
反
セ
サ
ル
慣
習
ハ
法
令
ノ
規
定
二
依
リ
テ
認
メ
タ
ル
モ
ノ
及
ヒ
法
令
二
規
定
ナ
キ
事
項
二
関
ス
ル
モ
ノ

ニ
限
リ
法
律
卜
同
一
ノ
効
カ
ヲ
有
ス
」
と
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
知
り
得
る
ご
と
く
、

思
わ
れ
る
実
例
が
存
在
し
、

る
も
の
で
は
な
い
。

関
法
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一
部
の
為
政
者
な
り
、

い
か
に
事
実
た
る
慣
習
が
、
反

「
公
ノ
秩
序
」
に
反
す
る
場
合
は
、
法
律
と
同
一
の
効
力
な
ど
と
て
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
従
っ
て
個
々
の
憲
法
規
範
に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
慣
習
な
ど
が
実
例
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
憲
法
の
条

規
に
反
す
る
場
合
は
当
然
に
違
憲
無
効
で
あ
る
（
憲
法
第
九
八
条
一
項
、
法
例
第

1

一
条
な
ど
参
照
）
。

そ
れ
が
実
効
性
を
有
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
、
憲
法
の
条
規
に
反
し
従
っ
て
無
効
の
実
例
が
、
憲
法
規
範

を
事
実
上
改
廃
し
実
効
性
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
憲
法
が
そ
の
存
在
な
ら
び
に
効
力
を
容
認
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
実
効
性

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
憲
法
の
柔
軟
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
は
、
憲
法
法
典
の
形
式
を
と
っ
て
制
定
せ
ら
れ
た
成
文
憲
法
で
あ
り
、
形
式
憲
法
で
あ
る
が
、
同
時
に
又
そ
れ
は
実
質
憲

四
八
四



も
あ
れ
ば
違
憲
論
も
あ
る
。

衛
戦
争
も
許
さ
れ
る
）
と
三
つ
の
大
き
な
学
説
が
あ
る
。

も
っ
て
存
在
し
て
お
れ
ば
、

四
八
五

一
切
の
戦
争
が
で
き
な
い
。
従
っ

法
で
も
あ
る
。
し
か
る
に
日
本
国
憲
法
は
形
式
憲
法
で
あ
り
、
現
実
に
は
そ
の
規
範
内
容
と
異
る
（
と
思
わ
れ
る
）
実
例
が
、
実
効
性
を

そ
れ
を
ば
日
本
国
憲
法
と
は
別
個
の
実
質
憲
法
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
が
憲
法
の
変
遷
を
認

め
る
考
え
方
で
あ
っ
て
、
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
成
文
憲
法
の
条
項
に
形
式
上
な
ん
ら
の
変
更
が
加
わ
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
規

憲
法
の
変
遷
を
認
め
る
学
者
の
な
か
に
は
、
憲
法
第
九
条
の
戦
争
放
棄
の
規
定
を
引
用
さ
れ
、

日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
当
時
の
憲

法
解
釈
（
全
面
放
棄
説
）
と
、
現
在
に
お
け
る
憲
法
解
釈
（
一
部
放
棄
説
）
と
は
異
っ
て
来
て
い
る
。
こ
こ
に
憲
法
の
変
遷
が
あ
る
と
唱

え
て
お
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
第
九
条
の
解
釈
を
参
考
に
し
つ
つ
卑
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

憲
法
第
九
条
の
解
釈
に
は
、
大
別
し
て
①
全
面
放
棄
説
A

（
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
第
九
条
一
項
で
あ
ら
ゆ
る
戦
争
を
放
棄
し
て
お
り
、

一
切
の
戦
力
を
保
持
し
な
い
）
、
②
全
面
放
棄
説
B

（
こ
の
説
に
よ
れ
ば
第
九
条
一
項
で
放
棄
し
て
い
る
の
は
侵
略
戦
争
だ
け
で
あ
っ
て
、

自
衛
戦
争
は
放
棄
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
同
条
二
項
前
段
で
保
持
し
な
い
戦
力
は
、
侵
略
の
た
め
の
戦
力
で
あ
っ
て
、
自
衛
の
た
め
の
戦

力
は
こ
れ
を
保
存
で
き
る
。

日
本
国
憲
法
の
改
正

し
か
し
な
が
ら
、
同
条
二
項
後
段
で
交
戦
権
を
否
認
し
て
い
る
が
故
に
、

て
結
果
的
に
は
一
切
の
戦
争
を
放
棄
し
て
い
る
）
、

お
よ
び
R
一
部
放
棄
説
（
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
第
九
条
で
放
棄
し
て
い
る
戦
争
は
、

侵
略
戦
争
だ
け
で
あ
っ
て
、
自
衛
戦
争
ま
で
を
も
放
棄
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
自
衛
の
た
め
の
戦
力
は
保
持
で
き
る
し
、
自

こ
の
よ
う
に
憲
法
第
九
条
の
規
定
―
つ
み
て
も
、
学
説
と
か
見
解
が
幾
通
り
に
も
分
か
れ
て
お
り
、
自
衛
隊
問
題
に
し
て
も
、
合
憲
論

―
つ
の
規
定
に
お
い
て
幾
通
り
も
の
憲
法
解
釈
が
存
在
し
、
そ
の
い
ず
れ
を
み
て
も
、
直
ち
に
ど
の
説
が
正

し
く
ど
の
説
が
間
違
っ
て
い
る
と
は
に
わ
か
に
断
定
で
き
な
い
。
こ
れ
は
日
本
国
憲
法
が
規
定
に
柔
軟
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

範
内
容
に
変
更
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

(
1
0
一五）



柔
軟
性
の
限
界
を
超
え
る
と
き
、
憲
法
改
正
の
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

五

む

す

び

そ
の
こ
と
が
安
定
性
を
保
持
す
る
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

っ
て
安
定
性
を
保
持
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
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―
つ
の
規
定
が
幾
通
り
に
も
解
釈
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
述
の
ご
と
く
法
的
安
定
性
の
面
か
ら
み
れ
ば
決
し
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は

な
い
が
、
反
面
幾
通
り
に
も
解
釈
で
き
る
と
い
う
柔
軟
性
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
生
活
と
か
国
民
意
識
の
変
化
に
順
応
で
き
、
従

本
来
固
定
性
を
有
す
る
成
文
憲
法
に
、
右
の
よ
う
な
柔
軟
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
矛
盾
し
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

こ
こ
に
鉄
鋼
が
あ
る
。
我
々
は
即
座
に
固
い
金
属
、
融
通
の
効
か
な
い
不
動
の
金
属
の
よ
う
に
思
い
勝
ち
で
あ
る
が
、
鉄
鋼
で
造
ら
れ
た

お
寺
の
釣
鐘
は
、
撞
木
で
叩
け
ば
微
妙
な
振
動
を
起
こ
し
妙
な
る
音
色
を
長
く
出
す
し
、
電
車
の
線
路
で
も
、
夏
は
伸
長
し
冬
は
縮
小
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
固
い
、
融
通
の
効
か
な
い
よ
う
に
思
え
る
鉄
鋼
で
も
振
幅
性
を
有
す
る
と
い
う
か
、
そ
れ
な
り
に
柔
軟
性

を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
成
文
法
た
る
形
成
憲
法
も
、
文
章
自
体
は
改
正
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
固
定
し
て
い
て
も
、
そ
の
規
範
内
容
は
決

し
て
固
定
化
し
た
融
通
の
効
か
な
い
も
の
で
は
な
く
、
幾
通
り
に
で
も
解
釈
で
き
る
と
い
う
柔
軟
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
も
知
り
得
る
ご
と
く
、
国
家
の
根
本
法
で
あ
り
最
高
法
規
で
も
あ
る
日
本
国
憲
法
は
、
法
的
安
定
性
の

面
か
ら
み
て
も
濫
り
に
改
正
せ
ら
れ
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
可
変
性
か
ら
み
て
、

ず
れ
な
ん
ら
か
の
改
正
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

憲
法
解
釈
に
か
ぎ
ら
ず
、

よ
く
歴
史
の
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
右
に
述
べ
た
成
文
憲
法
の

お
よ
そ
法
解
釈
に
お
い
て
、
最
も
重
要
で
且
つ
制
度
的
に
拘
束
力
を
も
つ
の
は
、
権
限
を
有
す
る
国
家
機
関

関
法
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が
行
な
う
と
こ
ろ
の
有
権
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
立
法
解
釈
、
司
法
解
釈
お
よ
び
行
政
解
釈
が
あ
る
が
、
憲
法
解
釈
に
お
い
て
は
、
憲

法
の
番
人
と
い
わ
れ
る
最
高
裁
判
所
に
よ
る
司
法
解
釈
が
、
制
度
的
に
も
又
現
実
的
に
も
最
も
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
言
い
得
る
が
、
そ
れ

と
て
も
判
事
間
に
、
多
数
意
見
、
少
数
意
見
、
反
対
意
見
お
よ
び
補
足
意
見
な
ど
あ
っ
て
、
憲
法
解
釈
が
一
致
し
な
い
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
そ
れ
も
日
本
国
憲
法
に
柔
軟
性
が
あ
り
、
幾
通
り
に
も
解
釈
で
き
る
場
合
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
な
に
よ
り
も
肝
要
な
こ

ま、＇ 
と

日
本
国
憲
法
が
国
の
根
本
法
で
あ
り
、
最
高
法
規
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
憲
法
に
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
憲
法

改
正
手
続
を
踏
ん
で
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
改
正
権
者
は
主
権
者
た
る
国
民
で
あ
る
、

し
て
、

四
八
七

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
無
視

た
ま
た
ま
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
的
事
実
（
憲
法
慣
習
）
を
過
度
に
重
視
し
、
憲
法
に
定
め
る
改
正
手
続
を
踏
ま
ず
、
主
権
者

た
る
国
民
の
投
票
に
よ
る
承
認
を
も
得
る
こ
と
な
し
に
、
事
実
上
の
憲
法
の
変
更
を
認
め
る
こ
と
は
、
法
論
理
的
に
は
到
底
承
認
で
き
難

い
も
の
で
あ
る
。
憲
法
の
変
遷
を
認
め
る
学
説
は
、
国
家
機
関
の
有
権
解
釈
や
慣
行
と
い
っ
た
憲
法
実
例
の
反
覆
・
継
続
と
い
う
事
実
と
、

そ
れ
に
対
す
る
学
説
と
か
世
論
の
承
認
が
あ
れ
ば
、
憲
法
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
卒
直
に
い
っ
て
、
学

説
と
か
世
論
が
い
か
に
多
く
と
も
、
憲
法
第
九
六
条
一
項
に
い
う
投
票
に
よ
る
国
民
の
承
認
に
代
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し

か
も
憲
法
の
条
規
に
反
す
る
憲
法
上
の
慣
行
（
憲
法
慣
習
）
が
論
理
的
に
法
的
効
力
を
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
本
文
で
述
べ
た
通
り
で
あ

っ
て
、
現
実
に
効
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

日
本
国
憲
法
の
改
正

日
本
国
憲
法
が
柔
軟
性
を
も
っ
て
容
認
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

法
社
会
学
的
意
味
に
お
け
る
憲
法
の
変
遷
を
認
め
る
学
者
は
、
憲
法
規
範
に
反
す
る
憲
法
実
例
が
実
効
性
を
も
っ
て
存
在
し
、
そ
の
か

ぎ
り
で
憲
法
規
範
の
実
効
性
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
客
観
的
事
実
と
し
て
指
摘
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
現
象
の
存
在
す
る
こ
と
は

否
定
し
得
な
い
。
た
だ
憲
法
規
範
と
異
る
憲
法
実
例
が
実
効
性
を
も
っ
て
存
在
す
る
の
は
、
憲
法
規
範
の
柔
軟
性
か
ら
憲
法
が
そ
の
存
在

並
び
に
効
力
を
容
認
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
憲
法
に
反
す
る
憲
法
実
例
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
寵
ち
に
憲
法

(
1
0
一七）



(
1
)
 

(

2

)

 

る。
最
後
に
、

な
い
。
憲
法
の
変
遷
を
、

(13) 

規
範
の
実
効
性
が
失
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
ぺ
き
で
は
な
い
。
有
名
な
マ
ー
ベ
リ
ー
事
件
で
、

の
条
項
は
、

ど
の
条
項
で
も
こ
れ
を
効
力
の
な
い
も
の
と
推
定
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

に
反
す
る
（
と
思
わ
れ
る
）
憲
法
実
例
が
実
効
性
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
事
実
上
憲
法
の
条
項

が
効
力
を
失
っ
て
い
る
と
か
、
憲
法
規
範
が
変
遷
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
橋
本
教
授
が
、

と
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
成
文
憲
法
の
条
項
が
そ
の
文
言
を
変
え
る
こ
と
な
く
そ
の
客
観
的
意
味
が
変
遷
し
た
こ
と
を
い
う
」
と
明
確
に

定
義
づ
け
ら
れ
、

実
と
の
問
に
不
一
致
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
は
違
憲
の
状
態
で
あ
っ
て
、

の
も
つ
客
観
的
意
味
が
変
わ
っ
た
と
き
、

法
規
範
が
そ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
客
観
的
意
味
を
も
つ
の
も
、
憲
法
に
柔
軟
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

コ
ン
ラ
ー
ト
・
ヘ
ッ
セ
教
授
が
、
憲
法
の
改
正
と
憲
法
の
変
遷
と
を
区
別
し
つ
つ
、

く
に
多
く
の
憲
法
規
定
の
広
範
性
と
開
放
性
の
た
め
に
、
前
提
条
件
の
変
化
に
応
じ
て
様
々
の
帰
結
を
濁
き
、
そ
の
限
り
で
《
変
遷
》
を

(15) 

生
ぜ
し
め
る
。
憲
法
改
正
の
問
題
は
、
憲
法
変
遷
の
可
能
性
の
尽
き
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
」
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
前
提
条
件

の
変
化
に
応
じ
て
様
々
な
帰
結
が
生
ま
れ
う
る
と
こ
ろ
の
、
憲
法
規
範
の
広
範
性
と
開
放
性
こ
そ
、
憲
法
が
も
つ
と
こ
ろ
の
柔
軟
性
で
あ

現
行
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
は
、
軟
性
憲
法
で
あ
る
（
和
田
英
夫
・
「
憲
法
演
習
」
三
一
四
頁
）
。

宮
沢
俊
義
「
憲
法
」
三
八
六
頁
。
清
宮
四
郎
「
全
訂
憲
法
要
論
」
七
三
頁
他
。

関
法

第
三
五
巻
第
一
―
-
•
四
•
五
号

「
憲
法
規
範
の
内
容
の
具
体
化
は
、

た
ま
た
ま
一
時
的
に
憲
法

「
固
有
の
意
味
の
憲
法
の
変
遷

「
憲
法
の
条
項
す
な
わ
ち
法
規
範
と
相
反
す
る
事
実
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
憲
法
の
変
遷
が
生
ず
る
わ
け
で
は

『
憲
法
規
範
と
憲
法
の
現
実
と
の
間
に
存
す
る
不
一
致
』
と
定
義
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
…
…
憲
法
規
範
と
現

ま
だ
憲
法
の
変
遷
を
も
っ
て
論
ず
べ
き
で
は
な
い
。
憲
法
規
範

(14) 

は
じ
め
て
、
憲
法
の
変
遷
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
憲

マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
長
が
、

四
八
八

(
1
0
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と

「
憲
法
の
な
か



（
法
律
学
基
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講
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I
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(
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)

田
畑
忍
「
憲
法
九
六
条
の
解
釈
」
（
同
志
社
法
学
一
六
巻
所
収
六
二
頁
。
佐
々
木
惣
一

(

4

)

俵
静
夫
「
改
訂
日
本
国
憲
法
概
論
」
一
八
頁
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原
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之
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「
憲
法
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説
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頁
。
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木
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法
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論
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四
九
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ニ
五
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宮
四
郎
「
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法
I
」
（
有
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閣
法
律
学
全
集
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一
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頁
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同
右
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右
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9
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四
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。
阿
部
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政
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編
「
新
版
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頁
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(
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)

橋
本
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亘
「
日
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国
憲
法
」
四
八
ー
四
九
頁
。

(
1
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)
K
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 Gr
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①
）

右
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文
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竹
花
光
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「
憲
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の
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理
と
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続
」
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尾
吹
善
人
「
憲
法
」
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判
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事
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)。
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沢
俊
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「
日
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国
憲
法
」
（
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メ
ン
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ー
ル
編
）
。

芦
部
信
義
「
憲
法
制
定
権
力
」

靡
珊
誓
「
憲
法
」

小
林
孝
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「
憲
法
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日
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憲
法
の
改
正
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「
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」

関
法

第
三
五
巻
第
三
•
四
•
五
号

（
憲
法
判
例
研
究
会
編
）

（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
号
「
憲
法
の
争
点
」
•
新
版
所
収
）

四
九
〇

(
1
0二
0
)




