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日
本
国
憲
法
は
第
九
八
条
二
項
に
於
い
て
、

の
一
っ
と
云
い
得
る
で
あ
ら
う
。

二
五

「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」
と
は
如

日
本
国
憲
法
が
国
際
協
調
主
義
を
採
っ
て
い
る
こ
と
は
、
前
文
及
び
本
文
の
規
定
か
ら
み
て
極
め
て
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

の
極
め
て
明
ら
か
な
こ
と
の
故
に
却
っ
て
日
本
国
憲
法
と
、
条
約
を
も
含
め
た
所
謂
国
際
法
と
の
関
係
が
理
解
さ
れ
難
い
も
の
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

憲
法
と
条
約
と
の
問
題
は
、
本
質
的
に
は
「
国
際
法
と
国
内
法
」
の
問
題
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
多
く
の
学
者
に
よ
り
或
い

は
実
定
法
上
の
問
題
と
し
て
、
或
い
は
法
哲
学
上
の
問
題
と
し
て
、
所
謂
国
内
法
（
憲
法
）
優
位
論
、
国
際
法
（
条
約
）
優
位
論
、
将
又

二
元
論
と
学
説
が
分
か
れ
て
種
々
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
未
だ
統
一
し
た
解
決
は
見
出
さ
れ
て
居
ら
ず
、
極
め
て
困
難
な
問
題

こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
」
と
か
、

何
な
る
も
の
を
い
う
の
か
、
又
「
こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る
」
と
は
ど
の
よ
う
に
理
解
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
、
更
に
は
又
日
本
国
憲
法

と
条
約
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
等
、
主
と
し
て
日
本
国
憲
法
と
条
約
と
の
関
係
を
、
牢
厄
法
第
九
八
条
二
項
を
中
心

に
実
定
法
上
の
問
題
と
し
て
、
紙
数
の
許
さ
れ
た
範
囲
内
で
論
じ
て
み
よ
う
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

一

条

約

の

意

義

ノヽ（
 

条
約
と
は
文
書
に
よ
る
国
家
間
の
明
示
的
合
意
で
あ
る
。
従
っ
て
代
表
者
が
文
書
に
よ
ら
ず
口
頭
で
な
し
た
よ
う
な
合
意
は
、
仮
令
そ

れ
が
国
家
間
の
合
意
と
し
て
有
効
な
も
の
で
あ
っ
て
も
条
約
と
は
云
え
な
い
。
而
し
て
条
約
締
結
の
衝
に
当
る
者
は
、
国
家
を
代
表
す
る

日
本
国
憲
法
と
条
約

一
、
序

合
血

1
1

＝ーロ

「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、
こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る
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R
調
印
の
外
必
要
あ
る
場
合
に
は
条
約
の
批
准
が
あ
る
こ
と
。

国
目
的
が
適
法
に
し
て
可
能
な
る
こ
と
。

R
条
約
の
締
結
が
真
の
合
意
に
甚
く
こ
と
。

日
本
国
憲
法
と
条
約

そ
の
資
格
を
相
手
国
に
明
示
し
て
署
名
又
は
署
名
調
印
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
文
書
と
し
て
は
、

程
、
憲
章
、
取
極
、
決
定
書
、
議
定
書
、
宣
言
、
声
明
、
覚
書
、
交
換
公
文
等
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
国
家
間
の
明
示
的

な
合
意
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
広
義
に
於
け
る
条
約
の
概
念
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
ら
の
条
約
は
、
効
力
の
点
に
於

い
て
は
等
し
く
締
結
当
事
国
を
ば
法
律
的
に
拘
束
し
、
当
事
国
間
に
法
律
上
の
権
利
義
務
関
係
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
国
家
間

に
合
意
が
あ
り
名
称
が
右
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
国
家
間
に
法
律
上
の
権
利
義
務
関
係
を
生
ぜ
し
め
な
い
と
こ
ろ
の
、
例
え

ば
共
同
声
明
の
如
き
場
合
は
条
約
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ノヽ二
条
約
の
成
立
要
件

（
 

右
に
述
べ
た
如
く
条
約
は
国
家
間
の
明
示
的
合
意
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
有
効
に
成
立
せ
ん
が
為
に
は
、

e締
結
国
が
条
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
、
且
つ
合
意
の
自
由
が
あ
る
こ
と
。

c
締
結
調
印
の
任
に
当
る
者
が
正
式
に
国
家
を
代
表
し
適
当
な
権
限
を
有
す
る
こ
と
。

条
約
の
他
に
、

と
い
っ
た
条
件
を
必
要
と
す
る
（
国
際
聯
盟
規
約
第
一
八
条
に
よ
れ
ば
、
更
に
条
約
の
登
録
が
効
力
発
生
要
件
と
さ
れ
て
い
た
）
。

し
て
条
約
が
こ
れ
ら
の
要
件
を
具
備
し
て
成
立
し
た
場
合
、
そ
れ
は
有
効
な
も
の
と
し
て
締
結
当
事
国
を
拘
束
す
る
の
で
あ
る
。

条
約
の
締
結
は
国
家
間
の
合
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
合
意
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
一
国
の
条
約
締
結
意
思
は
、
そ
の
国
の

国
内
法
（
憲
法
）
に
基
い
て
形
成
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
又
そ
の
締
結
手
続
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
憲
法
に
規
定
せ
ら
れ
て

二
六

而

協
約
、
協
定
、
規
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二、

日
本
国
憲
法
に
於
け
る
条
約
締
結
手
続

二
七

（
第
二
七
条
一
項
）
と
規
定
し
、
更
に
一
九
四
九
年
の

387

一
般
的
に
、
君
主
国
に
於
い
て
は
君
主

「
国
際
法
が
不
完

い
る
の
で
あ
っ
て
、
国
際
法
は
こ
れ
に
関
し
て
所
謂
戦
時
規
約
を
除
い
て
は
な
ん
ら
の
規
定
を
も
設
け
て
居
ら
な
い
。
従
っ
て
条
約
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
憲
法
上
適
法
に
形
成
せ
ら
れ
た
国
家
の
条
約
締
結
意
思
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
国
家
の
条

約
締
結
意
思
が
そ
の
国
家
の
憲
法
上
適
法
に
形
成
さ
れ
な
い
と
き
は
、
条
約
そ
の
も
の
が
有
効
に
成
立
し
得
な
い
こ
と
に
な
oQl
わ
け
で
あ

る
。
国
際
法
が
当
事
国
の
条
約
締
結
意
思
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
な
ん
ら
規
定
を
設
け
て
居
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

全
な
法
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
畢
党
現
今
国
際
社
会
に
は
未
だ
超
国
家
主
権
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
、

国
際
社
会
の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
は
や
は
り
独
立
主
権
国
家
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

が
大
権
の
一
と
し
て
条
約
締
結
権
を
有
し
、

そ
れ
故

条
約
締
結
手
続
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
憲
法
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、

又
共
和
国
に
於
い
て
は
大
統
領
が
そ
れ
を
有
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
一
七
八

九
年
の
フ
ラ
ソ
ス
革
命
以
後
は
、
民
主
々
義
の
発
達
、
議
会
制
度
の
確
立
等
に
よ
り
、
条
約
の
締
結
は
必
ら
ず
し
も
行
政
府
の
専
属
的
権

限
と
し
な
い
で
、
立
法
府
の
同
意
の
下
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
但
し
立
法
府
の
同
意
と
い
っ
て
も
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

憲
法
で
は
、
「
大
統
領
は
、
上
院
の
助
言
と
同
意
を
得
て
、
条
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
。
但
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
上
院
の
出
席
議

員
の
三
分
の
二
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
」
（
第
二
条
二
項
）
と
し
て
、
上
院
の
み
の
同
意
で
条
約
が
締
結
さ
れ
得
る
し
、
又
一
九
四
六
年
の

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
憲
法
で
は
、
「
国
際
組
織
に
関
す
る
条
約
、
平
和
条
約
、
通
商
条
約
、
国
家
組
織
に
負
担
を
負
わ
せ
る
条
約
、
外
国
に
於

け
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
身
分
及
び
財
政
権
に
関
す
る
条
約
、
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
国
内
法
を
変
更
し
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
領
土
の
譲
渡
、
交
換
、

派
加
を
内
容
と
す
る
条
約
は
、
法
律
に
基
い
て
批
准
さ
れ
な
け
れ
ば
確
定
し
な
い
」

日
本
国
憲
法
と
条
約



勿
論
条
約
の
締
結
に
あ
た
っ
て
例
外
的
に
批

ド
イ
ツ
民
主
々
義
共
和
国
憲
法
に
於
い
て
は
、

る
。
右
の
条
約
は
、
人
民
議
会
の
同
意
を
必
要
と
す
る
」
（
第
一
―
七
条
）
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
各
国
で
必
ら
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。

「
州
は
州
立
法
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
関
し
て
、
外
国
と
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
得

日
本
国
憲
法
が
規
定
し
て
い
る
条
約
締
結
手
続
は
、
日
内
閣
の
締
結
（
第
七
三
条
三
号
）
、

⇔
国
会
の
承
認
（
第
七
三
条
三
号
但
書
、

第
六
一
条
）
で
あ
る
が
、
次
に
こ
れ
に
つ
い
て
眺
め
て
み
よ
う
。

ー

内

閣

の

締

結

条
約
は
外
国
と
の
合
意
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
国
憲
法
の
下
に
於
い
て
条
約
締
結
の
権
限
を
有
す
る
の
は
内
閣
で

勿
論
そ
の
権
限
は
無
条
件
的
な
も
の
で
は
な
く
、
次
に
述
べ
る
如
く
国
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
条
約
締
結
権
が
内
閣
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
条
約
締
結
行
為
が
外
交
関
係
処
理
（
第
七
三
条
二
号
）
な
ど
と
表
裏
一
体

を
な
す
関
係
に
あ
る
国
家
行
為
の
―
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
当
然
の
事
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

内
閣
が
条
約
を
締
結
す
る
に
つ
い
て
は
、
通
常
内
閣
の
委
任
に
基
く
全
権
委
員
が
調
印
（
又
は
署
名
）
し
、
そ
れ
を
内
閣
が
批
准
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
確
定
し
、
批
准
書
の
交
換
（
又
は
寄
託
）
に
よ
っ
て
国
際
的
な
効
力
を
生
ず
る
。
批
准
と
は
一
応
成
立
し
た
と
こ
ろ
の
条

約
を
更
に
審
査
確
認
し
、
同
意
を
与
え
そ
の
効
力
を
確
定
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
場
合
批
准
は
文
書
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
そ
の

文
書
が
批
准
書
で
あ
り
天
皇
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
七
条
八
号
）
。

准
を
留
保
す
る
こ
と
な
く
、
全
権
委
員
の
調
印
（
又
は
署
名
）
の
み
に
よ
っ
て
直
ち
に
条
約
が
確
定
す
る
場
合
も
あ
る
。

二

国

会

の

承

認

帝
国
憲
法
の
下
に
於
い
て
は
「
諸
般
の
条
約
を
締
結
す
」
る
権
限
は
、
無
条
件
に
天
皇
の
専
権
と
さ
れ
帝
国
議
会
の
承
認
は
な
ん
ら
必

要
と
し
な
か
っ
た
（
帝
国
憲
法
第
一
三
条
）
。

あ
る
（
第
七
三
条
―
―
一
号
）
。

日
本
国
憲
法
と
条
約

換
言
す
る
な
ら
ば
当
時
に
於
い
て
は
外
交
関
係
の
処
理
や
条
約
の
締
結
は
天
皇
の
専
権
事

＼
 

ニー
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而
し
て
か
か
る
条
約
の
締
結
に
対
す
る
国
会
の
承
認
に
つ
い
て
は
、

の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

項
と
し
て
認
め
ら
れ
、
従
っ
て
議
会
を
し
て
な
ん
ら
参
与
せ
し
め
る
必
要
の
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
日
本
国
憲
法
の
下
に

於
い
て
は
天
皇
は
統
治
権
の
総
攪
者
で
は
な
く
な
り
、
且
又
国
政
に
関
す
る
一
切
の
行
為
を
行
な
わ
せ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
（
第
四
条

後
段
）
、
条
約
締
結
権
は
内
閣
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
日
本
国
憲
法
の
下
に
於
い
て
内
閣
が
有
す
る
条
約
締
結
権
は
、

帝
国
憲
法
の
下
に
於
い
て
天
皇
が
有
せ
ら
れ
た
よ
う
な
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
な
り
、
民
主
化
せ
ら
れ
て
国
会
と
の
共
同
の
責
任
に
基

く
意
思
の
合
致
に
よ
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
日
本
国
憲
法
は
、
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
内
閣
の
意
思
だ
け
で
も
っ

て
締
結
す
る
こ
と
を
認
め
ず
、

二
九

「
事
前
に
時
宜
に
よ
っ
て
は
事
後
に
国
会
の
承
認
を
経
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
（
第
七
三
条
三
号
但
書
）

と
規
定
し
て
、
国
会
の
意
思
の
参
与
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
行
政
機
関
に
対
す
る
立
法
機
関
の
干
渉
、

ひ
い
て
は
権

力
分
立
主
義
に
反
す
る
も
の
だ
と
い
う
よ
う
に
解
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
条
約
と
い
う
も
の
が
単
に
国
家
間
に
権
利
義
務
関
係
を
生
ぜ

し
め
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
往
々
に
し
て
国
民
の
権
益
に
も
重
大
な
影
響
を
与
え
る
と
い
う
性
質
か
ら
、
人
権
思
想
の
特
に
発
達
し
た
近

代
民
主
国
家
に
於
い
て
、
当
然
の
成
行
と
し
て
生
じ
た
と
こ
ろ
の
も
の
な
り
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
内
閣
が
締
結
す
る
条
約
に
つ
い
て
は
、
条
約
の
成
立
の
時
が
基
準
と
な
る
が
故
に
、
全
権
委
員
の
調
印
の
み
で
成
立
す
る

場
合
は
そ
の
調
印
の
時
が
基
準
と
な
り
、
又
内
閣
の
批
准
に
よ
っ
て
成
立
す
る
場
合
に
は
批
准
の
時
が
基
準
と
な
っ
て
、
事
前
に
時
宜
に

よ
っ
て
は
事
後
に
国
会
の
承
認
を
経
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
国
会
の
承
認
は
、
予
備
費
の
支
出
に
対
す
る
国

会
の
承
認
（
第
八
七
条
二
項
）
が
事
柄
の
性
質
上
当
然
に
事
後
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
原
則
と
し
て
事
前
に
な
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
り
、
特
別
な
事
情
の
存
す
る
場
合
（
例
え
ば
緊
急
を
要
す
る
場
合
）
に
限
っ
て
事
後
に
内
閣
が
国
会
の
承
認
を
求
め
う
る
も

日
本
国
憲
法
と
条
約

「
参
議
院
で
衆
議
院
と
異
っ
た
議
決
を
し
た
場
合
に
、
法
律
の
定
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・
日
本
国
憲
法
と
条
約

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
両
議
院
の
協
議
会
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
、
又
は
参
議
院
が
衆
議
院
の
可
決
し
た
予
算
を
受
け
取
っ

た
後
、
国
会
休
会
中
の
期
間
を
除
い
て
三
十
日
以
内
に
議
決
し
な
い
と
き
は
、
衆
議
院
の
議
決
を
国
会
の
議
決
と
す
る
」
と
い
う
憲
法
第

六
0
条
二
項
の
規
定
が
準
用
せ
ら
れ
（
第
六
一
条
、
第
六

0
条
及
び
国
会
法
第
八
五
条
）
、
衆
議
院
の
優
越
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

次
に
国
会
が
条
約
の
締
結
を
承
認
す
る
場
合
に
於
い
て
修
正
変
更
が
許
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
り
得
る
が
、
日
本
国
憲
法
の
下
で

は
条
約
は
内
閣
の
締
結
と
国
会
の
承
認
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
内
閣
が
条
約
締
結
前
に
国
会
の
承
認
を
求
め
た
場

合
に
於
い
て
は
、
内
閣
の
了
解
が
あ
る
限
り
修
正
変
更
は
許
さ
れ
得
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
少
く
と
も
事
後
に
於
い
て
は
条
約
の
内
容

に
修
正
を
加
え
た
り
、
又
は
変
更
し
た
り
す
る
こ
と
は
相
手
国
と
の
関
係
も
あ
り
許
さ
れ
得
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
事
＇

後
の
承
認
に
於
い
て
国
会
が
修
正
変
更
を
な
し
た
場
合
は
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
限
り
に
於
い
て
不
承
認
と
い
う
意
思
表
示
が

な
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
と
関
連
し
て
国
会
が
部
分
的
な
承
認
を
与
え
得
る
や
否
や
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

が
、
条
約
が
可
分
性
を
も
っ
た
も
の
で
、
国
会
が
承
認
を
与
え
た
範
囲
内
に
於
い
て
条
約
が
締
結
さ
れ
得
る
場
合
に
於
い
て
は
、
勿
論
そ

の
条
約
は
問
題
な
く
効
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
条
約
が
不
可
分
性
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
国
会
が
殊
更
限
定
承
認
を

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
国
会
の
不
承
認
を
意
味
す
る
も
の
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
可
分
性
を
も
っ
た
条
約
が
限

定
承
認
せ
ら
れ
た
場
合
、
内
閣
は
そ
れ
が
事
前
の
承
認
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
承
認
の
行
な
わ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
の
み
調
印
又
は
批
准

を
な
し
得
る
権
限
を
有
す
る
訳
で
問
題
は
な
い
が
、
そ
れ
が
事
後
の
承
認
で
あ
る
な
ら
ば
条
約
は
国
会
の
承
認
を
与
え
ら
れ
た
部
分
に
つ

い
て
の
み
効
力
を
も
ち
得
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

一
般
に
国
会
の
承
認
と
条
約
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
は
国
会
の
承
認
が
な
け
れ
ば
そ
の
条
約
は
無
効
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
故
事
前
に
於
い
て
承
認
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
，
た
条
約
に
つ
い
て
は
、
内
閣
は
批
准
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
故
に
効
力
を
有
し
得
な
い
。

10 
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こ
れ
に
対
し
て
事
後
に
於
い
て
承
認
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
条
約
に
つ
い
て
は
、
効
力
を
有
し
得
な
い
と
す
る
説
と
、
而
か
つ
効
力
を
有

し
得
る
も
の
で
、
単
に
内
閣
の
政
治
的
責
任
を
残
す
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
説
と
が
あ
る
が
、
前
者
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
何
と

な
れ
ば
後
者
の
云
う
如
く
国
際
間
の
信
義
誠
実
の
原
則
か
ら
み
れ
ば
、
国
会
の
承
認
が
な
く
て
も
条
約
は
効
力
を
有
し
、
内
閣
の
政
治
的

責
任
の
み
が
残
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
が
、
仮
に
そ
の
事
を
認
め
る
な
ら
ば
、
極
端
に
云
っ
て
内
閣
は
政
治
的

責
任
さ
え
と
れ
ば
国
会
の
意
思
を
無
視
し
て
で
も
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、

、、

「
事
前
に
時
宜
に
よ
っ
て
は
事
後
に
、
国
会
の
承
認
を
経
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と

規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
到
底
賛
成
し
難
い
。

し
か
も
こ
の
規
定
の
文
言
か
ら
み
て
も
、

と
い
う
こ
と
と
の
間
に
法
の
効
力
の
有
無
に
関
す
る
差
異
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
「
事
前
に
」
承
認
が
な
け
れ
ば
当
然
に

「
事
後
に
」
承
認
が
な
い
場
合
に
於
い
て
効
力
を
有
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
論
理
が
矛
盾
し
て
い
る
も
の
と

云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
「
事
後
に
」
国
会
の
承
認
が
な
く
て
も
有
効
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

か
っ
た
場
合
で
も
内
閣
は
有
効
な
条
約
を
政
治
的
責
任
の
上
で
締
結
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
と
な
り
、
第
七
三
条
三
号
但
書
の
規
定
の

「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、
こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る

こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
次
に
こ
の
規
定
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

ノヽ（
 

日
本
国
憲
法
と
条
約

「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
の
意
味

日
本
国
憲
法
は
第
九
八
条
二
項
に
於
い
て
、

三、

日
本
国
憲
法
第
九
八
条
二
項
の
解
釈

も
つ
意
味
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

無
効
で
あ
る
筈
の
条
約
が
、

日
本
国
憲
法
が
第
七
三
条
三
号
但
雷
に
於
い
て
、

「
事
前
に
」
承
認
が
得
ら
れ
な

「
事
前
に
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
事
後
に
」
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日
本
国
憲
法
と
条
約

日
本
国
憲
法
の
第
七
三
条
三
号
に
い
う
条
約
及
び
特
に
第
九
八
条
二
項
に
い
う
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
と
は
一
体
如
何
な
る
条
約
を

「
議
定
書
」
、

「
規
約
」
、

「
宜
言
」
、

「
協
定
」
、

「
協
約
」
、

「
取
極
」
、
「
憲
章
」
等
種
々
な
名
称
を
も
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
国
憲
法
に

い
う
と
こ
ろ
の
条
約
は
、
実
質
的
に
条
約
で
あ
る
も
の
を
指
す
と
解
さ
れ
て
い
る
。

条
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
憲
法
第
七
三
条
三
号
に
基
き
内
閣
が
国
会
の
承
認
を
経
て
行
な
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
内
閣
は
如
何
な

る
内
容
を
も
っ
た
条
約
ま
で
を
も
締
結
し
う
る
の
か
、
同
様
に
又
国
会
は
如
何
な
る
内
容
を
も
っ
た
条
約
を
も
承
認
し
う
る
の
か
が
問
題

と
な
る
。
有
力
な
学
説
に
よ
れ
ば
、
「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
」
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
憲
法
上
の
手
続
で
も
っ
て
締
結
さ
れ
た
条
約
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
か
か
る
憲
法
上
の
手
続
で
も
っ
て
締
結
さ
れ
た
条
約
は
、
仮
に
そ
の
内
容
が
違
憲
の
場
合
で
も
無
効
と
は

な
ら
ず
、
か
か
る
憲
法
上
の
手
続
に
反
し
て
締
結
せ
ら
れ
た
条
約
の
み
無
効
で
あ
っ
て
な
ん
ら
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
と
す
る
。

こ
の
説
に
よ
れ
ば
、

日
本
国
憲
法
に
よ
り
他
の
国
家
と
条
約
を
締
結
し
得
る
の
は
内
閣
で
あ
り
、
し
か
も
か
か
る
条
約
の
締
結
に
対
し
て

ほ
国
民
の
代
表
機
関
た
る
国
会
が
、
事
前
に
時
宜
に
よ
っ
て
は
事
後
に
承
認
を
与
え
る
が
故
に
、
内
閣
が
締
結
す
る
条
約
の
合
憲
か
違
憲

か
の
判
断
は
、
条
約
を
締
結
す
る
内
閣
と
そ
れ
に
対
し
て
承
認
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
国
会
が
な
す
も
の
、
従
っ
て
か
か
る
手
続
を
経
て
締

結
せ
ら
れ
た
条
約
は
、
仮
令
そ
れ
が
内
容
に
於
い
て
違
憲
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
憲
法
自
体
そ
の
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
故
か
か
る
条
約
は
有
効
な
も
の
な
り
と
み
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
こ
れ
は
国
際
協
調
主
義
を
尊
重
す
る
の
余
り

手
続
面
の
み
を
重
視
し
過
ぎ
た
見
解
と
し
て
贅
成
し
難
い
。
即
ち
権
限
を
有
す
る
機
関
が
行
う
と
こ
ろ
の
行
為
が
、
如
何
に
手
続
の
面
に

誤
り
が
な
い
と
し
て
も
、
内
容
の
面
に
於
い
て
は
必
ら
ず
し
も
す
べ
て
合
憲
な
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
も
日
本
国
憲
法
は
そ

そ
も
そ
も
条
約
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
た
如
く
、

意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
条
約
」

と
い
う
名
称
を
も
っ
た
狭
義
の
条
約
の
他
に
、
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の
よ
う
な
違
憲
な
条
約
の
成
立
を
ば
容
認
し
、
更
に
そ
れ
を
ば
有
効
な
も
の
と
し
て
認
め
て
い
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
憲
法
第
九
八
条
一
項
、
及
び
第
九
九
条
等
の
規
定
か
ら
も
極
め
て
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
日
本
国
が
締

結
し
た
条
約
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
成
立
手
続
が
合
憲
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
内
容
に
於
い
て
も
憲
法
に
違
反
し
な

い
条
約
を
い
う
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

二
「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」
の
意
味

ノヽc
 

元
来
人
類
社
会
は
不
完
全
な
人
間
の
集
団
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
理
性
的
動
物
と
し
て
の
人
間
は
そ
の
不
完
全
性
を
自
覚
せ
る
結
果
、
強

力
な
組
織
を
も
っ
と
こ
ろ
の
国
家
と
い
う
共
同
社
会
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
現
代
人
類
社
会
に
於
い
て
中
心
を
な
し
て
い
る
の

は
国
家
社
会
で
あ
り
、
国
家
は
人
間
の
営
む
社
会
生
活
中
も
っ
と
も
組
織
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
国
家
は
そ
の
秩
序
を
維
持
せ
ん
が

為
に
法
を
ば
有
し
、
そ
の
固
有
な
社
会
力
を
も
っ
て
そ
の
遵
守
を
強
要
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
国
家
以
外
に
も
種
々
様
々
な
社
会
が

あ
り
、
そ
の
各
々
に
も
な
ん
ら
か
の
法
が
存
在
し
、
そ
の
法
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
が
維
持
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
国
家

が
有
す
る
と
こ
ろ
の
法
と
同
じ
も
の
で
な
い
こ
と
は
極
め
て
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

法
と
は
「
社
会
生
活
に
於
け
る
人
間
相
互
の
活
動
の
限
界
を
定
め
る
行
為
規
範
で
あ
っ
て
、
社
会
殊
に
権
力
的
意
思
の
主
体
が
そ
の
遵

守
を
強
要
す
る
も
の
」
で
あ
る
が
、
国
家
に
於
け
る
法
に
は
か
か
る
強
行
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
他
の
社
会
に
於
け
る
法
は

（
国
際
法
を
も
含
め
て
）
、
当
然
の
こ
と
と
は
し
て
か
か
る
強
行
性
が
一
般
に
国
家
法
の
如
く
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
今
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
国
際
法
規
（
慣
習
国
際
法
）
に
つ
い
て
で
あ
る
汎
、
国
家
法
は
少
く
と
も
そ
の
国
家
に
あ
っ
て
は
一

般
に
強
力
に
そ
の
遵
守
が
強
要
せ
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
国
際
法
は
単
に
そ
れ
が
存
在
す
る
と
い
う
だ
け
で
す
べ
て
の
国
家
に
遵
守
を
強

要
す
る
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
こ
と
は
国
際
法
の
法
規
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
国
際
法
は

日
本
国
憲
法
と
条
約

言
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あ
る
。

日
本
国
憲
法
と
条
約

「
不
完
全
な
法
」
で
あ
る
に
は
違
い
は
な
い
け
れ
ど
も
、

や
は
り
法
と
し
て
の
性
質
を
有
し
、
実
際
に
於
い
て
も
明
ら
か
に
そ
の
独
特
の

強
制
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
強
制
力
が
国
家
に
於
け
る
法
の
場
合
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
国
際
社
会
に
於

一
国
家
の
よ

て
、
密
接
な
交
流
を
営
ん
で
居
る
こ
と
は
顕
著
な
事
実
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
か
か
る
国
家
を
成
員
と
す
る
国
際
社
会
は
、

う
な
組
織
化
が
な
さ
れ
て
居
ら
ず
、
そ
れ
故
に
そ
こ
に
存
在
す
る
法
（
国
際
法
）
は
そ
の
実
効
性
に
於
い
て
自
ら
国
家
に
於
け
る
法
（
国

家
法
）
と
違
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
国
家
に
は
固
有
な
社
会
力
（
国
家
権
力
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
の
固
有
な
社
会
力
が
法
の
遵

守
を
強
要
す
る
の
に
対
し
、
国
際
社
会
に
於
け
る
法
（
国
際
法
）
に
は
国
家
に
於
け
る
法
ほ
ど
強
力
な
強
制
力
が
存
在
し
な
い
。
従
っ
て

国
家
が
条
約
を
も
含
め
て
国
際
法
に
拘
束
せ
ら
れ
る
の
は
、
当
該
国
家
が
か
か
る
国
際
法
の
拘
束
を
受
け
る
こ
と
を
自
ら
の
意
思
に
基
い

て
容
認
し
、
国
際
法
を
遵
守
す
る
か
ら
で
あ
り
、
国
家
の
意
思
が
国
際
法
の
遵
守
を
否
定
す
る
場
合
に
は
、
国
家
が
国
民
に
国
内
法
の
遵

日
本
国
憲
法
は
そ
の
第
九
八
条
二
項
に
於
い
て
、
「
…
…
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、
こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」

法
で
あ
れ
ば
如
何
な
る
国
際
法
で
も
す
べ
て
誠
実
に
遵
守
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
日
本
国
が
そ
の
一
般
的
態
度
と
し
て
国
際
協
調
主
義
を
と
る
と
い
う
丈
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
直

ち
に
国
際
法
が
日
本
国
憲
法
に
優
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
極
め
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
国
際

、
、
、
、
、

一
般
的
態
度
と
し
て
「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」

の
み
を
誠
実
に
遵
守
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
場
合
に
於
け
る
「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」
の
意
味
が
問
題
に
な
る
の
で

「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」
と
は
、
法
の
成
立
形
式
の
如
何
を
問
わ
ず
現
代
社
会
に
於
い
て
一
般
に
承
認
せ
ら
れ
有
効
に
行
わ
れ
て
い

守
を
強
要
す
る
よ
う
な
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

い
て
は
、

国
家
と
国
家
と
の
結
び
つ
き
は
益
々
緊
密
の
度
を
加
え
、

或
い
は
政
治
関
係
、
或
い
は
経
済
文
化
関
係
等
種
々
の
面
に
於
い

四
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て
居
ら
れ
る
よ
う
に
、

五

る
国
際
法
規
、
特
に
慣
習
国
際
法
を
指
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
横
田
最
高
裁
長
官
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
は
「
大
多
数
の
国
に
よ

っ
て
承
認
さ
れ
た
場
合
、
特
に
す
べ
て
の
大
国
が
承
認
し
て
い
る
場
合
に
は
『
確
立
さ
れ
た
』
と
み
る
べ
き
で
、
か
よ
う
な
場
合
に
は
必

2
 

ー

ら
ず
し
も
わ
が
国
が
承
認
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
佐
藤
教
授
も
述
べ

3
 

ー

日
本
国
が
承
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
が
、
少
く
と
も

「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」
と
い
う
の
は
、

日
本
国
憲
法
が
容
認
し
得
る
国
際
法
規
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」
と
は
慣
習
国
際
法
を
意
味
す
る
が
故
に
、
そ
れ
は
慣
習
法
た
る
限
り
に
於
い
て
公
の
秩
序
と
か
善
良
の
風

俗
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
法
令
の
規
定
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
及
び
法
令
に
規
定
な
き
事
項
に
関
す
る
も
の
に
限
っ
て
効
力
が

認
め
ら
れ
る
（
法
例
第
二
条
参
照
）
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
日
本
国
憲
法
第
九
八
条
二
項
に
い
う
「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」
は
、
単
に
一

般
に
承
認
さ
れ
実
行
さ
れ
て
い
る
、
換
言
す
れ
ば
大
多
数
の
国
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
実
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
丈
で
、
必
ら
ず
し
も
す

4
 

ー

「
わ
が
国
が
承
認
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
」
も
の
で

べ
て
の
国
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
ば
か
り
か
、

あ
っ
て
よ
い
と
考
え
る
に
は
少
し
く
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
仮
に
そ
う
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
大
国
を

も
含
め
て
大
多
数
の
国
家
に
於
い
て
一
般
に
承
認
さ
れ
実
行
さ
れ
て
い
る
慣
習
国
際
法
が
、
わ
が
日
本
国
憲
法
の
根
本
原
則
（
例
え
ば
民

主
々
義
）
に
反
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
場
合
、

日
本
国
は
最
高
法
規
た
る
憲
法
に
反
し
て
ま
で
そ
れ
を
誠
実
に
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
し
、
又
慣
習
法
の
成
立
要
件
か
ら
み
て
も
納
得
出
来
難
い
も
の
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
最
高
法

規
た
る
日
本
国
憲
法
が
、
自
ら
の
根
本
原
則
に
反
す
る
よ
う
な
国
際
法
規
の
存
在
を
も
予
測
し
か
か
る
国
際
法
規
の
遵
守
を
憲
法
上
の
義

務
と
し
て
強
要
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
日
本
国
憲
法
に
反
す
る
国
際
法
規
が
将
来
発
生
し
た
場
合
、
特
に

憲
法
第
九
九
条
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
特
殊
な
地
位
に
あ
る
者
l

天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公

日
本
国
憲
法
と
条
約
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日
本
国
憲
法
と
条
約

務
員
＇
~
は
も
と
よ
り
、

日
本
国
民
の
す
べ
て
が
日
本
国
憲
法
と
そ
れ
に
反
す
る
国
際
法
規
の
双
方
を
憲
法
上
の
義
務
と
し
て
同
時
に
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
に
陥
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
れ
ば
「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
」
も
、

5
 

ー

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
又
か
く
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
国
憲
法
と
、

「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
」
と
同
様
に
当
然
日
本
国
憲
法
が
容
認
し
得
る
も
の
で
あ
る
と

立
さ
れ
た
国
際
法
規
」
も
共
に
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

ノヽ三（
 

そ
こ
で
次
に
日
本
国
憲
法
第
九
八
条
二
項
に
於
け
る
「
…
…
こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
の
意
味
で
あ
る
が
、

本
国
憲
法
が
仮
に
違
憲
な
条
約
及
び
国
際
法
規
ま
で
を
も
国
際
協
調
主
義
の
旗
印
の
下
に
遵
守
を
強
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
な
に
も
「
誠
実
に
」
と
修
飾
す
る
こ
と
な
し
に
単
に
「
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
だ
け
規
定
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
し

か
も
な
お
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
又
は
一
部
は
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
規
定
と
共
に
そ
の
よ
う
な
規
定
（
二
項
）
を
設
け
る
必
要
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

元
来
日
本
国
憲
法
第
九
八
条
は
、
最
初
憲
法
改
正
草
案
要
綱
第
九
＝
一
に
於
い
て
、

律
及
ビ
条
約
ハ
国
ノ
最
高
法
規
ト
シ
、
其
ノ
条
規
二
矛
盾
ス
ル
法
律
、
命
令
、
詔
勅
及
其
ノ
他
ノ
政
府
ノ
行
為
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ハ
其
ノ

効
カ
ヲ
失
フ
コ
ト
」
と
あ
り
、
更
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
憲
法
改
正
草
案
、
即
ち
原
案
第
九
四
条
に
於
い
て
も
、

れ
に
基
い
て
制
定
さ
れ
た
法
律
及
び
条
約
は
、
国
の
最
高
法
規
と
し
、

「
誠
実
に
遵
守
す
る
」
の
意
味

「
こ
の
憲
法
並
び
に
こ

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
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
れ
が
、

日
本
国
憲
法
制
定
時

「
此
ノ
憲
法
並
二
之
二
基
キ
テ
制
定
セ
ラ
レ
タ
ル
法

「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
」
も
、

＇ ノ‘

日
「確
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あ
る
。
而
し
て
こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、

に
於
け
る
国
会

（
衆
議
院
委
員
会
七
・
ニ
ニ
）

に
、
政
府
の
原
案
第
九
四
条
の
規
定
は
文
字
の
使
い
方
が
不
完
全
で
あ
り
、
従
っ
て
同
原
文
中
よ
り
「
並
び
に
こ
れ
に
基
い
て
制
定
さ
れ

た
法
律
及
び
条
約
」
の
文
字
が
削
除
せ
ら
れ
、
現
行
憲
法
第
九
八
条
と
な
っ
た
の
は
、

基
い
て
制
定
せ
ら
れ
た
法
律
と
か
条
約
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
今
後
誠
実
に
こ
れ
を
履
行
し
て
、

日
本
国
憲
法
の
み
が
最
高
法
規
で
あ
り
、
こ
れ
に

只
諸
外
国
と
の
条
約
は
、

七

「
目
的
が
適
法

日
本
国
民
が
国
際
生
活
に
於
け
る
法
則
と
約
定
と
を
遵
守
す
る
精
神
は
、
憲
法
の
何
れ
か
の
箇
所
に

表
示
す
る
こ
と
が
当
然
で
あ
る
と
の
意
向
を
以
て
、
こ
れ
を
第
九
十
四
条
の
二
衝
」

（
第
九
八
条
二
項
）
に
新
た
に
挿
入
せ
ら
れ
た
の
で

、
、
、

「
日
本
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
に
つ
い
て
、
国
家
と
し
て
対
外
的
に
こ
れ

、
、
、

を
誠
実
に
遵
守
す
る
義
務
を
負
う
の
み
な
ら
ず
、
国
法
的
事
項
を
定
め
た
条
約
、
国
際
法
規
に
つ
い
て
は
対
内
的
に
も
国
法
上
政
府
諸
機

関
及
び
個
人
が
こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る
憲
法
上
の
義
務
を
負
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
」
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
「
誠
実
に
遵

守
す
る
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
が
合
憲
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
誠
意
を
も

っ
て
そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
は
勿
論
、
そ
れ
ら
が
日
本
国
憲
法
に
矛
盾
抵
触
す
る
場
合
で
も
出
来
る
限
り
国
際
協
調
主
義
の
精
神
に
随
っ

て
誠
実
に
善
処
し
よ
う
と
い
う
意
味
を
も
含
む
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
有
力
な
学
説
に
よ
れ
ば
、
内
容
に
於
い
て
憲
法
違
反
の
条

約
や
、
国
際
法
規
で
も
、
そ
れ
が
成
立
又
は
確
立
さ
れ
て
い
る
限
り
有
効
な
も
の
と
し
て
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
か
か
る
学
説
に
は
賛
成
し
兼
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
右
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
云
い
得
る
が
今
―
つ
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、

条
約
の
成
立
要
件
か
ら
も
云
い
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
に
挙
げ
た
条
約
の
成
立
要
件
の
＠
に
、

に
し
て
可
能
な
る
こ
と
」
と
あ
る
が
、
こ
の
適
法
に
し
て
と
い
う
の
は
、
条
約
の
締
結
に
関
し
て
は
、
国
際
法
が
自
ら
規
律
づ
け
る
こ
と

な
く
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
憲
法
に
委
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
国
家
法
ー
憲
法
↑
~
に
適
う
、
反
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
他

日
本
国
憲
法
と
条
約

で
の
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
と
か

芦
田
氏
が
云
わ
れ
る
如
く

芦
田
均
委
員
長
の
答
弁
か
ら
み
て
も
分
か
る
よ
う
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日
本
国
憲
法
と
条
約

な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
憲
法
に
反
す
る
違
法
な
条
約
は
、
条
約
の
成
立
要
件
を
欠
く
も
の
で
あ
り
、
条
約
と
し
て
有
効
に
成
立

し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
と
条
約
と
の
関
係

こ
の
学
説
は
ケ
ル
ゼ
ン

(
K
e
l
s
e
n
)

や
ク
ン
ツ

(
K
u
n
z
)

を
代
表
者
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
に
よ
れ
ば
、

国
際
法
と
国
内
法

と
は
元
来
一
個
の
統
一
的
な
法
秩
序
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
統
一
的
な
法
秩
序
の
中
で
国
際
法
は
国
内
法
よ
り
上
位
を
占
め
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
国
内
法
の
妥
当
性
は
上
位
の
国
際
法
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
る
程
こ
の
学
説
が
述
べ

る
如
く
国
際
法
を
頂
点
と
し
た
―
つ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
法
体
系
が
存
在
し
、
国
際
法
の
下
に
国
内
法
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
す
る
な

ら
ば
、
法
秩
序
は
両
者
に
よ
っ
て
円
満
に
維
持
さ
れ
る
も
の
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
で
は
何
が
故
に
国
際
法
秩
序
は

国
内
法
秩
序
よ
り
上
位
で
あ
る
と
云
い
得
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
国
内
法
が
一
国
家
の
法
で
あ
る
の
に
対
し
、
国
際
法
は
複
数
国
家
間

の
法
な
る
故
適
用
領
域
に
於
い
て
優
る
と
し
て
上
位
に
あ
る
と
い
う
の
で
は
法
学
的
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
国
際
法
が
国
内
法
（
憲
法
）

よ
り
上
位
に
あ
る
と
考
え
る
か
、
或
い
は
国
内
法
（
憲
法
）
が
国
際
法
よ
り
上
位
に
あ
る
と
み
る
か
に
つ
い
て
、

ケ
ル
ゼ
ン
は
「
結
局
二

つ
の
根
本
規
範
！
国
際
法
規
範
と
国
内
法
規
範
ー
~
の
選
択
の
問
題
で
あ
る
。
而
し
て
我
々
は
こ
の
選
択
を
ば
法
学
的
に
決
定
す
る
の

で
は
な
く
て
、
倫
理
的
に
な
い
し
は
政
策
的
に
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
政
策
的
態
度
が
国
家
主
義
的
な
人
と
か
帝
国
主
義
的
な

人
は
、
国
内
法
優
位
論
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
国
際
主
義
的
な
人
と
か
平
和
主
義
的
な
人
は
国
際
法
優
位
論
を
主
張
す
る
で
あ
ろ

A(-) 

国
際
法
（
条
約
）
優
位
論

国
内
法
（
憲
法
）
と
国
際
法
（
条
約
）
と
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
の
学
説

四、

J¥ 
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も
か
か
わ
ら
ず
、
条
約
は
意
識
的
に
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

R
更
に
憲
法
第
八
一
条
に
於
い
て
違
憲
立
法
審
査
権
の
対
象
と
し
て
、

九

「
一
切
の
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
」
を
挙
げ
て
い
る
に

い
こ
と
を
、
代
表
者
自
ら
が
表
明
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
法
律
、
命
令
、
詔
勅
及
び
国
務
に

う
。
こ
の
よ
う
な
政
策
的
な
選
択
は
法
学
的
見
地
か
ら
は
正
鵠
を
欠
く
も
の
と
云
い
得
る
が
、
主
権
観
念
と
結
び
つ
く
が
故
に
重
要
な
も

の
と
云
い
得
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
こ
の
よ
う
に
唱
え
て
い
る
の
は
、
結
局
国
際
法
優
位
論
が
な
ん
ら
法
学
的
に
実
証

さ
れ
た
根
拠
に
基
い
て
唱
え
ら
れ
た
理
論
で
は
な
く
て
、
単
に
政
策
と
し
て
国
際
法
を
ば
国
内
法
の
上
位
に
も
っ
て
来
た
理
論
に
す
ぎ
な

我
が
国
に
於
い
て
も
か
か
る
国
際
法
優
位
論
を
唱
え
る
学
者
は
数
多
い
が
、
こ
れ
ら
の
学
者
が
日
本
国
憲
法
と
条
約
、
或
い
は
国
際
法

と
の
関
係
に
つ
い
て
国
際
法
（
条
約
）
優
位
論
を
唱
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
大
体
次
の
如
き
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

e日
本
国
憲
法
に
於
い
て
、
前
文
並
び
に
本
文
に
於
い
て
宣
言
し
て
い
る
国
際
協
調
主
義
及
び
恒
久
平
和
主
義
の
精
神
か
ら
み
て
、
条

約
な
り
国
際
法
な
り
が
憲
法
そ
の
他
の
法
律
と
矛
盾
抵
触
し
た
場
合
に
は
、
条
約
な
り
国
際
法
な
り
が
優
越
し
て
い
る
よ
う
に
強
く
感
じ

ら
れ
る
こ
と
。

0
日
本
国
憲
法
は
第
九
八
条
一
項
に
於
い
て
、

関
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部
又
は
一
部
」
は
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
を
得
ず
、
違
反
し
た
場
合
は
効
力
を
有
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
が
、
条
約
は
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
。

⑲
憲
法
第
九
八
条
二
項
及
び
第
九
九
条
か
ら
み
れ
ば
、

は
、
す
べ
て
の
国
家
機
関
を
拘
束
す
る
も
の
と
判
断
せ
ら
れ
る
が
故
に
、
憲
法
制
定
権
者
は
勿
論
の
こ
と
、
憲
法
改
正
論
者
を
も
拘
束
す

る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
。
そ
れ
故
に
当
然
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
と
か
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
日
本
国
憲
法
よ
り
優
位
で
あ
る

日
本
国
憲
法
と
条
約

そ
れ
が
「
最
高
法
規
」
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、

日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
と
か
或
い
は
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
と
い
う
も
の
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は
大
体
次
の
如
き
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

R
憲
法
第
九
九
条
を
み
れ
ば
、
一
度
び
適
法
な
手
続
で
締
結
さ
れ
た
条
約
は
、
仮
令
そ
れ
が
憲
法
に
反
す
る
よ
う
な
場
合
で
も
誠
実
に

遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
そ
の
限
り
に
於
い
て
憲
法
よ
り
条
約
が
優
先
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

国
内
法
（
憲
法
）
優
位
論

こ
の
学
説
の
代
表
者
は
イ
ニ
リ
ネ
ッ
ク

(G.
J
e
l
l
i
n
e
k
)

で
あ
る
が
、

t
H
a
g
e
 ", 
1
8
8
0
)
 

自
己
拘
束

(
S
e
l
b
s
t
v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
)

を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
国
内
法
に
優
越
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
説
い
て
い
る
。
そ
の
後
か
か
る
学

説
を
支
持
し
た
と
こ
ろ
の
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル

(M.
W
e
n
z
e
l
)

に
至
っ
て
は
一
層
徹
底
し
て
、

国
際
法
団
体
そ
の
も
の
の
存
在
を
否
定
し
、

更
に
国
際
法
は
統
一
し
た
法
に
あ
ら
ず
と
し
て
、
そ
の
非
統
一
性
を
根
拠
に
国
際
法
の
存
在
を
も
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
は
と
も

あ
れ
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
法
と
は
憲
法
を
頂
点
と
す
る
と
こ
ろ
の
国
内
法
の
み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
際
法
の
主
た
る
淵
源
を

な
し
て
い
る
条
約
を
し
て
、
国
家
の
自
己
拘
束
、
国
内
法
の
延
長
な
り
と
み
る
の
で
あ
る
。

我
が
国
に
於
い
て
国
内
法
（
憲
法
）
優
位
論
を
唱
え
ら
れ
る
学
者
も
又
数
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
学
説
を
唱
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て

e憲
法
は
一
国
の
根
本
法
で
あ
り
、
国
内
の
最
高
法
規
な
る
故
か
か
る
憲
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
条
約
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
法
律
に

優
る
形
式
的
効
力
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
云
っ
て
も
、
そ
の
憲
法
に
優
る
効
力
を
も
ち
得
る
も
の
で
は
な
い
。
条
約
と
か
国
際
法
規
は
な

る
程
国
際
協
調
主
義
の
精
神
か
ら
み
て
誠
実
に
遵
守
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
も
、
憲
法
に
反
す
る
限
り
、
そ
れ
は
効
力
を
有
し
得
る

u
n
g
)

に
他
な
ら
な
い
が
故
に
、

の
中
で
、

B
 

こ
と
。

日
本
国
憲
法
と
条
約

彼
は
そ
の
著
(
"
D
i
e
 r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 
N
a
t
u
r
 d
e
r
 S
t
a
a
t
e
n
v
e
r
-

条
約
は
国
家
が
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
自
己
の
行
動
に
課
し
た
と
こ
ろ
の
自
己
拘
束

(Selbstverpflicht,

国
際
法
の
拘
束
力
は
国
家
意
思
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
効
力
は
同
じ
よ
う
に
国
家
の

四
〇
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的
配
慮
も
あ
る
と
察
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
る
も
の
と
云
い
得
る
。

約
の
締
結
は
、

四

必
ら
ず

0
日
本
国
憲
法
第
九
八
条
二
項
に
い
う
「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
」
は
、
前
述
の
如
く
そ
の
内
容
及
び
締
結
手
続
に
於
い
て
合
憲
性

の
も
の
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
が
違
憲
の
条
約
の
締
結
を
容
認
し
て
い
る
も
の
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の

こ
と
は
憲
法
第
九
八
条
一
項
及
び
第
九
九
条
の
規
定
か
ら
も
容
易
に
肯
定
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

R
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
と
条
約
の
締
結
手
続
と
を
比
較
し
て
み
た
場
合
、
何
れ
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
か
が
分
る
。
す
な
わ
ち
条

一
国
家
機
関
た
る
内
閣
が
、
国
会
の
事
前
の
又
は
時
宜
に
よ
っ
て
は
事
後
の
承
認
の
下
に
締
結
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
場
合
の
国
会
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
予
算
の
議
決
な
ど
と
同
様
に
衆
議
院
の
優
越
が
認
め
ら
れ
て
居
り
（
憲
法
第
六
一
条
）
、

し
も
両
院
一
致
の
議
決
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
る
に
憲
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
議
で
す
ら
衆
参
両
院
の
一
致
の
議
決
を
必
要

と
し
て
い
る
し
、
又
発
議
さ
れ
た
な
ら
ば
国
民
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
両
院
の
議
決
に
つ
い
て
も
、
条
約
の
締
結
に
対

す
る
承
認
の
場
合
に
於
け
る
議
決
は
、
通
常
議
員
定
足
数
を
充
た
し
た
出
席
議
員
の
過
半
数
（
第
五
六
条
）
、

で
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
（
第
五
九
条
二
項
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
憲
法
改
正
の
発
議
の
場
合
に
於
い
て
は
、
各
議
院
と
も

総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
贅
成
が
必
要
で
あ
る
（
第
九
六
条
）
。

衆
議
院
の
再
議
決
の
場
合

こ
の
よ
う
に
手
続
面
か
ら
み
て
も
憲
法
の
方
が
条
約
よ
り
も
上
位
の

＠
日
本
国
憲
法
は
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
の
遵
守
義
務
を
規
定
し
て
い
る
に
し
て
も
、
積
極
的
に
そ
の
優
位
を
認

め
る
条
規
は
ど
こ
に
も
見
出
し
得
な
い
。
更
に
明
文
の
規
定
を
以
っ
て
違
憲
の
条
約
の
無
効
を
端
的
に
規
定
し
て
い
な
い
の
は
、
も
と
も

と
日
本
国
憲
法
は
そ
の
よ
う
な
違
憲
の
条
約
の
存
在
を
予
測
、
期
待
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
更
に
国
際
協
調
主
義
か
ら
で
た
政
治

日
本
国
憲
法
と
条
約

も
の
で
は
な
い
。
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は
な
い
と
し
、
憲
法
と
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

「
そ
の
各
々
が
自
己
の
領
城
に
於
い
て
最
高
で
あ
る
か
ら
、

一
切
の
受
容
は
規
範

(
T
r
i
e
p
e
l
)
 

日
本
国
憲
法
と
条
約

以
上
挙
げ
た
国
際
法
（
条
約
）
優
位
論
と
国
内
法
（
憲
法
）
優
位
論
の
他
に
更
に
二
元
論
が
あ
る
。
こ
れ
は
国
際
法
と
国
内
法
と
は
各

々
そ
の
適
用
領
城
を
異
に
す
る
全
く
別
個
な
二
つ
の
法
体
系
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
学
説
は
最
初
ト
リ
ー
ペ
ル

c
 

に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
後
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
と
国

内
法
と
は
次
元
を
異
に
す
る
二
つ
の
法
で
あ
る
が
故
に
比
較
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
し
、
従
っ
て
又
両
者
の
間
に
は
積
極
的
な
矛
盾

衝
突
は
起
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
、
国
際
法
も
国
内
法
も
共
に
互
に
他
の
効
力
を
左
右
し
得
る
も
の
で

定
立
の
行
為
で
あ
り
、

明
白
な
る
受
容
は
、
事
実
は
条
約
規
定
に
相
当
す
る
国
内
規
範
の
制
定
で
あ
る
が
、
又
同
時
に
こ
れ
ら
の
条
約
の
規
定
と
は
必
然
的
に
異

な
る
も
の
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
そ
れ
故
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
憲
法
的
制
約
（
国
内
規
範
）
は
、
条
約
規
定
に
相
当
す
る
国
内
規
範

に
対
し
て
は
効
力
を
も
つ
が
、
条
約
規
定
（
国
際
規
範
）
の
効
力
は
左
右
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
勿
論
こ
の
場
合
で
も
国
内
規

ー2
 

範
が
国
際
規
範
を
左
右
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
条
約
規
定
（
国
際
規
範
）
の
効
力
は
否
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

、'ノ二
日
本
国
憲
法
と
条
約
と
の
関
係

（
 

最
後
に
日
本
国
憲
法
と
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
眺
め
て
み
る
に
、
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
我
々
が
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
の
は
、

且
受
容
す
べ
き
他
の
規
範
の
多
少
と
も
根
底
的
な
変
型
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
•
…
•
•
国
内
法
に
於
け
る
条
約
の

日
本
国
憲
法
に
基
い
て
締
結
せ
ら
れ
た
合
憲
な
条
約
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
こ
そ
我
々
は
日
本
国
憲
法
と
そ
れ
に
基

い
て
締
結
せ
ら
れ
た
条
約
の
両
者
を
共
に
遵
守
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
日
本
国
憲
法
を
遵
守
す
る
こ
と
は
条
約
を
遵

守
す
る
こ
と
で
あ
り
、
又
条
約
を
達
守
す
る
こ
と
は
日
本
国
憲
法
を
遵
守
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

元

論

四
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そ
も
そ
も
条
約
を
締
結
す
る
内
閣
は
日
本
国
の
国
家
機
関
で
あ
り
、

四一

日
本
国
憲
法
の
下
に
於
い
て
、
日
本
国
憲
法
に
基
い
て
条
約
を
締

結
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
如
何
に
そ
れ
が
「
高
度
の
政
治
的
行
為
」
で
あ
っ
て
も
日
本
国
憲
法
に
反
す
る
よ
う
な
こ
と
が
許
さ
れ
な

い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
又
国
会
が
事
前
に
時
宜
に
よ
っ
て
は
事
後
に
承
認
を
与
え
る
場
合
で
も
、
同
様
に
日
本
国
の
国
家
機
関
と

し
て
日
本
国
憲
法
の
拘
束
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
条
約
が
日
本
国
憲
法
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
か
か
る
条
約
の
締
結
を

承
認
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
極
め
て
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
国
会
の
承
認
を
経
て
内
閣
が
条
約
を
締
結
す
る
場
合
、
当

「
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

2
 

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
。
」

一
国
家
の
条
約
締
結
意
思
と
他
の
国
家
の
条
約
締
結
意
思
の
合
致
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ

る
。
而
し
て
そ
の
条
約
締
結
意
思
は
そ
の
国
家
の
根
本
規
範
た
る
憲
法
に
基
い
て
形
成
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
条
約
は
憲
法
上

有
効
に
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
論
を
侯
た
な
い
。
し
か
も
有
効
に
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
当
然
適
法
に
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

従
っ
て
単
に
締
結
手
続
だ
け
が
適
法
で
あ
っ
て
良
い
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
当
然
内
容
に
於
い
て
も
適
法
（
合
憲
）
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
こ
と
は
国
会
が
適
法
な
立
法
手
続
に
従
っ
て
法
律
を
制
定
し
て
も
、
そ
れ
が
違
憲
な
も
の
と
し
て
無
効
な
も
の
と
な
る
場
合

が
あ
る
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
わ
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
れ
ば
我
が
国
に
於
い
て
は
内
閣
が
国
会
の
承
認
を
経
て
条
約
を
締
結
す
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
と
合
憲
性
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
高
裁
判
所
や
一
部
の
学
者
に
よ
れ
ば
、
条
約
の
合
憲

性
の
判
断
は
制
度
上
は
条
約
を
締
結
す
る
内
閣
と
、
そ
れ
に
対
し
て
承
認
を
与
え
る
国
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
す
る
が
、
内
閣
は
行
政

機
関
で
あ
り
、
国
会
は
立
法
機
関
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
機
関
は
少
く
と
も
最
終
的
に
合
憲
性
を
決
定
す
る
権
限
も
能
力
も
な
い
も

日
本
国
憲
法
と
条
約

元
来
条
約
は
前
に
述
べ
た
如
く
、

い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
少
し
く
卑
見
を
述
べ
て
み
よ
う
。

該
条
約
が
合
憲
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、

と
、
最
高
裁
判
所
は
判
示
し
て
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日
本
国
憲
法
と
条
約

れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
（
憲
法
第
八
一
条
参
照
）
。

一
体
こ
の
よ
う
な
誰
が
み
て
も
極
め
て
簡

「
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
で
あ
る
と
認
め
ら

の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
何
に
よ
ら
ず
憲
法
に
適
合
す
る
か
否
か
を
最
終
的
に
審
査
決
定
す
る
の
は
最
高
裁
判
所
で
な
け

い
わ
ん
や
我
が
国
の
如
く
あ
ら
ゆ
る
国
家
活
動
が
法
治
主
義
に
基
い
て
行
な
わ
れ
、

従
っ
て
凡
て
の
違
法
な
国
権
の
行
使
に
対
し
て
出
訴
の
途
が
開
か
れ
て
い
る
（
憲
法
第
一
三
一
条
）
場
合
に
於
い
て
は
、
如
何
な
る
行
政
行

為
と
雖
も
荀
し
く
も
そ
れ
が
法
の
規
定
に
準
拠
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
限
り
司
法
審
査
の
対
象
に
な
る
も
の
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

れ
故
行
政
行
為
が
対
内
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
対
外
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
を
問
わ
ず
、
司
法
審
査
の
対
象
か
ら
除
外
せ
ら
れ
得
る
も
の

で
あ
る
訳
は
な
い
の
で
あ
る
。
只
こ
れ
に
関
し
て
、
条
約
は
憲
法
第
八
一
条
の
列
記
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
条
約
は
国
際
法
形
式

で
あ
り
複
数
国
家
間
の
合
意
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
自
体
は
一
国
の
裁
判
所
の
審
査
権
に
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
併
し

そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
内
閣
は
如
何
な
る
条
約
を
も
、
換
言
す
れ
ば
憲
法
違
反
の
条
約
を
も
締
結
し
得
る
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
内
閣
と
し
て
も
右
に
述
べ
た
如
く
他
の
国
家
機
関
と
同
様
に
日
本
国
憲
法
の
拘
束
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
内
閣
の
条

約
締
結
行
為
が
、
仮
令
「
高
度
の
政
治
的
行
為
」
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
憲
法
第
九
八
条
に
い
う
「
国
務
に
関
す
る
そ
の
他
の
行
為
」
に
含
ま

24 

れ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
当
然
日
本
国
憲
法
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
最
高
裁
判
所
の
有
す
る
審
査
権
の
対
象
に
な
る
も
の
と
考
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
最
高
裁
判
所
は
砂
川
事
件
の
判
決
の
中
で
も
、
安
保
条
約
の
締
結
は
所
謂
統
治
行
為
で
あ
る
が
故

に
司
法
審
査
権
が
及
ば
な
い
。
但
し
そ
れ
は
絶
対
的
に
及
ば
な
い
の
で
は
な
く
て
、

れ
な
い
限
り
」
に
於
い
て
審
査
権
が
及
ば
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
二
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
」
と
い
う
の
は
誰
が
み
て
も
極
め

て
簡
単
に
違
憲
で
あ
り
従
っ
て
無
効
で
あ
る
と
判
り
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
る
が
、

単
に
違
憲
だ
と
判
り
得
る
よ
う
な
条
約
を
内
閣
が
締
結
し
、
国
会
が
そ
れ
を
承
認
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
如
何
な
る
内
閣

で
あ
っ
て
も
、
又
国
会
に
し
て
も
「
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
」
な
条
約
を
締
結
し
た
り
又
承
認
し
た
り
す
る
こ
と
は
常
識
的
に
み

四
四
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て
あ
り
得
な
い
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
も
問
題
は
こ
の
よ
う
な
条
約
の
こ
と
で
は
な
く
て
、

効
と
は
判
り
難
い
条
約
の
締
結
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
一
見
極
め
て
明
白
に
」
違
憲
で
な
く
て
も
、
違
憲
な
条
約
は
違
憲
な
の
で
あ
っ
て
違

憲
と
い
う
点
に
於
い
て
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
最
高
裁
判
所
は
、

裁
判
所
の
司
法
審
査
権
の
範
囲
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、

四
五

一
見
し
た
丈
で
は
明
白
に
違
憲
無

右
条
約
の
締
結
権
を
有
す
る
内
閣
お
よ
び
こ

れ
に
対
し
て
承
認
権
を
有
す
る
国
会
の
判
断
に
従
う
べ
く
、
終
局
的
に
は
、
主
権
を
有
す
る
国
民
の
政
治
的
批
判
に
委
ね
ら
る
べ
き
で
あ

．
る
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
」
と
判
示
し
て
い
る
が
、

「
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
」
な
条
約
に
対
し
て
司
法
審
査
権
が
及
ぶ
と
す

る
な
ら
ば
、
当
然
「
一
見
極
め
て
明
白
に
」
で
は
な
い
が
、

と
に
角
違
憲
の
疑
い
の
あ
る
条
約
に
対
し
て
も
司
法
審
査
権
が
及
ば
な
け
れ

勿
論
一
国
の
裁
判
所
の
司
法
審
査
権
で
も
っ
て
国
際
法
の
淵
源
と
し
て
の
、
成
立
確
定
し
た
条
約
そ
の
も
の
を
審
査
し
無
効
に
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
極
め
て
難
し
い
問
題
で
あ
り
、
否
定
的
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
な
が
ら
少
く
と
も
条
約

を
締
結
し
た
の
は
内
閣
で
あ
り
、
内
閣
の
条
約
締
結
行
為
は
「
国
務
に
関
す
る
そ
の
他
の
行
為
」
で
あ
る
が
故
に
、
右
に
も
述
べ
た
如
く

そ
れ
は
日
本
国
憲
法
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
又
当
然
司
法
審
査
権
の
対
象
た
り
得
る
訳
で
あ
る
。

要
す
る
に
日
本
国
憲
法
の
下
に
於
い
て
、
日
本
国
憲
法
に
基
い
て
条
約
を
締
結
す
る
と
こ
ろ
．
の
内
閣
は
、
日
本
国
憲
法
の
拘
束
を
受
け

て
い
る
国
家
機
関
で
あ
る
が
故
に
、

日
本
国
憲
法
に
反
す
る
よ
う
な
条
約
を
締
結
し
な
い
よ
う
に
常
に
努
力
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、

同
様
の
意
味
に
於
い
て
国
会
も
そ
う
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
第
九
八
条
二
項
に
於
け
る
条
約
は
、
正
に
こ
の
よ
う
に
し
て
「
日
本
国
が
締

結
し
た
条
約
」
で
あ
り
、
そ
の
故
に
こ
そ
両
者'
1

日
本
国
憲
法
と
条
約
'
—
ー
が
共
に
誠
実
に
遵
守
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
と
条
約

ば
な
ら
な
い
道
理
で
あ
る
。

り
は
、

そ
れ
は
第
一
次
的
に
は
、

「
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
限
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日
本
国
憲
法
と
条
約

註
い
高
野
雄
一
「
条
約
と
憲
法
」
（
国
家
学
会
雑
誌
第
七
二
巻
第
八
号
、
五
二
頁
）
。

団
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ド
フ
「
法
に
お
け
る
常
識
」
末
延
一
二
次
、
伊
藤
正
己
訳
、
—
―

1
0頁
。

ゆ
宮
沢
俊
義
「
日
本
国
憲
法
」
コ
ソ
メ
ソ
ク
ー
ル
編
、
五
六
一
頁
。

り
清
宮
四
郎
「
憲
法
」
三
五
六
ー
七
頁
。
鵜
飼
信
成
「
憲
法
」
二

0
八
頁
。
そ
の
他
。

固
一
又
正
雄
「
憲
法
と
条
約
」
（
公
法
雑
誌
第
五
号
一
―
頁
）
。
田
上
穣
治
「
憲
法
原
論
」
一
七
三
頁
。
そ
の
他
。

伺
佐
藤
功
「
憲
法
解
釈
の
諸
問
題
」
ニ
ニ

0
頁。

m宮
沢
俊
義
「
憲
法
」
四
―
―
―
―
頁
以
下
。
俵
静
夫
「
逐
条
憲
法
要
義
」
＝
―
七
四
頁
。

会
）
．
下
巻
岡
一
四
八
四
頁
。

固
渡
辺
宗
太
郎
博
士
は
「
条
約
と
の
関
係
に
お
け
る
違
憲
性
の
審
査
は
、
我
が
国
の
制
度
に
お
い
て
は
内
閣
に
よ
る
条
約
の
締
結
に
対
す
る
国
会
の
権
限
に
属
す
る
も
の

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
（
続
「
憲
法
の
基
本
問
題
」
八
九
頁
）
。
同
旨
、
註
解
日
本
国
憲
法
（
法
学
協
会
）
、
下
巻
③
―
ニ
―
八
頁
。

岡
中
谷
敬
寿
「
改
訂
法
学
概
論
」
六

0
頁。

皿
同
旨
、
田
畑
忍
「
違
憲
・
合
憲
の
法
理
」
三
六
頁
。

皿
宮
沢
俊
義
・
前
掲
書
、
コ
ソ
メ
ン
ク
ー
ル
編
八

0
八
頁
。
法
学
協
会
・
前
掲
書
、
一
四
八

0
頁
。
吉
岡
紹
直
「
憲
法
第
九
八
条
第
二
項
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
法
政

論
叢
、
三
二
頁
）
。

臨
横
田
喜
三
郎
「
国
際
法
の
基
礎
理
論
」
一
四
二
頁
以
下
。

閥
佐
藤
功
「
憲
法
」
（
ボ
ケ
ッ
ト
注
釈
全
書
）
五
九
七
頁
。

閥
法
学
協
会
・
前
掲
書
、
一
四
八
一
頁
。

姻
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
於
い
て
も
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
。A
n
s
c
h
u
t
z
•
K
o
m
m
e
n
t
a
r
,

S. 
6
4
£
.
 

阻
清
水
伸
編
著
「
逐
条
日
本
国
憲
法
審
議
録
」
第
三
巻
、
七
六
六
頁
。

仰
法
学
協
会
•
前
掲
書
、
一
四
七
0
頁
。

阻

H
g
s
Ke!繁
n,
"Principles 
of 
International Law," 1952•p. 

4
4
6
1
7
.
 

⑲

M
g
W
g
z
e
l
,
 "Juristische Grundprobleme," 1920. S
.
 3
9
7
 ff. 

図
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
、
一
又
正
雄
訳
「
国
際
法
の
甚
礎
理
論
」
四
一
―

10頁
ー
四
三
一
頁
。

勁
経
塚
作
太
郎
「
国
際
法
と
国
内
法
の
効
力
関
係
」
（
綜
合
法
学
一
九
五
九
年
―
一
月
号
）
五
三
頁
参
照
。

四
最
高
裁
判
所
、
昭
和
一
二
五
年
六
月
八
日
、
大
法
廷
判
決
（
民
集
第
一
四
巻
第
七
号
―
二

0
九
頁
）
，

「
註
解
日
本
国
憲
法
」
（
法
学
協

四
六
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日
本
国
憲
法
と
条
約

四
七

図
ペ
タ
ー
マ
ソ
も
、
ボ
ソ
基
本
法
第
一
九
条
四
項
の
解
釈
と
し
て
最
早
司
法
審
査
を
受
け
な
い
行
為
な
る
も
の
は
ド
イ
ツ
に
存
在
し
な
い
と
述
ぺ
て
い
る
。

mann,

^•Deulschh 

V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
,
 1
9
5
0
,
 
S
.
 
3
9
6
)
 

⑳
当
時
の
国
務
大
臣
金
森
氏
も
国
会
で
こ
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。
清
水
伸
耀
著
前
掲
書
、
第
三
巻
七
七
四
頁
ー
七
七
五
頁

t

偽
最
高
裁
判
所
、
昭
和
三
四
年
―
二
月
一
六
日
、
大
法
廷
判
決
（
刑
集
第
一
三
巻
一
三
号
三
二
二
五
頁
）
。

而
、
本
稲
は
、
拙
稿
「
日
本
国
憲
法
と
条
約
の
効
力
関
係
」
（
法
政
論
叢
第
十
二
号
）
に
多
少
筆
を
加
え
た
も
の
で
、
以
上
の
他
に
多
数
の
書
物
、
文
献
を
参
照
し
た
が

紙
数
の
関
係
で
割
愛
す
る
。

(Better, 
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