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一
　
憲
法

　
み
な
さ
ん
、
あ
た
ら
し
い
憲
法
が
で
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
昭
和
二
十
二

年
五
月
三
日
か
ら
、
私
た
ち
日
本
國
民
は
、
こ
の
憲
法
を
守
っ
て
ゆ
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
ら
し
い
憲
法
を
こ
し
ら
え
る
た
め
に
、
た
く
さ

ん
の
人
々
が
、
た
い
へ
ん
苦
心
を
な
さ
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
み
な
さ
ん
は
、

憲
法
と
い
う
も
の
は
ど
ん
な
も
の
か
ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
。
じ
ぶ
ん
の
身
に
か
ゝ

わ
り
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
お
も
っ
て
い
る
人
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し

そ
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
大
き
な
ま
ち
が
い
で
す
。

　
國
の
仕
事
は
、
一
日
も
休
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
國
を
治
め
て
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ゆ
く
仕
事
の
や
り
か
た
は
、
は
っ
き
り
と
き
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
い
ろ
〳
〵
規
則
が
い
る
の
で
す
。
こ
の
規
則
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
で
、
い
ち
ば
ん
大
事
な
規
則
が
憲
法
で
す
。

　
國
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
治
め
、
國
の
仕
事
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
や
っ
て
ゆ

く
か
と
い
う
こ
と
を
き
め
た
、
い
ち
ば
ん
根
本
に
な
っ
て
い
る
規
則
が
憲
法

で
す
。
も
し
み
な
さ
ん
の
家
の
柱
が
な
く
な
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

家
は
た
ち
ま
ち
た
お
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
い
ま
國
を
家
に
た
と
え
る
と
、

ち
ょ
う
ど
柱
に
あ
た
る
も
の
が
憲
法
で
す
。
も
し
憲
法
が
な
け
れ
ば
、
國
の

中
に
お
ゝ
ぜ
い
の
人
が
い
て
も
、
ど
う
し
て
國
を
治
め
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ

と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
ど
こ
の
國
で
も
、
憲
法
を
い
ち
ば
ん
大
事
な

規
則
と
し
て
、
こ
れ
を
た
い
せ
つ
に
守
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。
國
で
い
ち
ば
ん
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大
事
な
規
則
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
い
ち
ば
ん
高
い
位
に
あ
る
規
則
で
す
か

ら
、
こ
れ
を
國
の
「
最
高
法
規
」
と
い
う
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
憲
法
に
は
、
い
ま
お
は
な
し
し
た
よ
う
に
、
國
の
仕
事
の

や
り
か
た
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
そ

れ
は
國
民
の
権
利
の
こ
と
で
す
。
こ
の
権
利
の
こ
と
は
、
あ
と
で
く
わ
し
く

お
は
な
し
し
ま
す
か
ら
、
こ
ゝ
で
は
た
ゞ
、
な
ぜ
そ
れ
が
、
國
の
仕
事
の
や

り
か
た
を
き
め
た
規
則
と
同
じ
よ
う
に
大
事
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け

を
お
は
な
し
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
み
な
さ
ん
は
日
本
國
民
の
う
ち
の
ひ
と
り
で
す
。
國
民
の
ひ
と
り
〳
〵
が
、

か
し
こ
く
な
り
、
強
く
な
ら
な
け
れ
ば
、
國
民
ぜ
ん
た
い
が
か
し
こ
く
、
ま

た
、
強
く
な
れ
ま
せ
ん
。
國
の
力
の
も
と
は
、
ひ
と
り
〳
〵
の
國
民
に
あ
り
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ま
す
。
そ
こ
で
國
は
、
こ
の
國
民
の
ひ
と
り
〳
〵
の
力
を
は
っ
き
り
と
み
と

め
て
、
し
っ
か
り
と
守
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
國
民
の
ひ
と
り

〳
〵
に
、
い
ろ
〳
〵
大
事
な
権
利
が
あ
る
こ
と
を
、
憲
法
で
き
め
て
い
る
の

で
す
。
こ
の
國
民
の
大
事
な
権
利
の
こ
と
を
「
基
本
的
人
権
」
と
い
う
の
で

す
。
こ
れ
も
憲
法
の
中
に
書
い
て
あ
る
の
で
す
。

　
そ
こ
で
も
う
い
ち
ど
、
憲
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

を
申
し
て
お
き
ま
す
。
憲
法
と
は
、
國
で
い
ち
ば
ん
大
事
な
規
則
、
す
な
わ

ち
「
最
高
法
規
」
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
中
に
は
、
だ
い
た
い
二
つ
の
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、
國
の
治
め
か
た
、
國
の
仕
事
の
や
り

か
た
を
き
め
た
規
則
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
國
民
の
い
ち
ば
ん
大
事
な
権
利
、

す
な
わ
ち
「
基
本
的
人
権
」
を
き
め
た
規
則
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
ま
た
憲
法
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は
、
そ
の
必
要
に
よ
り
、
い
ろ
〳
〵
の
こ
と
を
き
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
ん
ど
の
憲
法
に
も
、
あ
と
で
お
は
な
し
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
は
戰
爭

を
け
っ
し
て
し
な
い
と
い
う
、
た
い
せ
つ
な
こ
と
が
き
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
憲
法
は
、
明
治
二
十
二
年
に
で
き
た
も
の
で
、
こ
れ
は

明
治
天
皇
が
お
つ
く
り
に
な
っ
て
、
國
民
に
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
し

か
し
、
こ
ん
ど
の
あ
た
ら
し
い
憲
法
は
、
日
本
國
民
が
じ
ぶ
ん
で
つ
く
っ
た

も
の
で
、
日
本
國
民
ぜ
ん
た
い
の
意
見
で
、
自
由
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
國
民
ぜ
ん
た
い
の
意
見
を
知
る
た
め
に
、
昭
和
二
十
一
年
四

月
十
日
に
総
選
挙
が
行
わ
れ
、
あ
た
ら
し
い
國
民
の
代
表
が
え
ら
ば
れ
て
、

そ
の
人
々
が
こ
の
憲
法
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
あ
た
ら
し
い
憲
法

は
、
國
民
ぜ
ん
た
い
で
つ
く
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
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み
な
さ
ん
も
日
本
國
民
の
ひ
と
り
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
憲
法
は
、

み
な
さ
ん
の
つ
く
っ
た
も
の
で
す
。
み
な
さ
ん
は
、
じ
ぶ
ん
で
つ
く
っ
た
も

の
を
、
大
事
に
な
さ
る
で
し
ょ
う
。
こ
ん
ど
の
憲
法
は
、
み
な
さ
ん
を
ふ
く

め
た
國
民
ぜ
ん
た
い
の
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
り
、
國
で
い
ち
ば
ん
大
事
な
規

則
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
み
な
さ
ん
は
、
國
民
の
ひ
と
り
と
し
て
、
し
っ

か
り
と
こ
の
憲
法
を
守
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
こ
の
憲
法
に
、
ど
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
を
、
は
っ
き
り
と
知

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
み
な
さ
ん
が
、
何
か
ゲ
ー
ム
の
た
め
に
規
則
の
よ
う
な
も
の
を
き
め
る
と

き
に
、
み
ん
な
い
っ
し
ょ
に
書
い
て
し
ま
っ
て
は
、
わ
か
り
に
く
い
で
し
ょ

う
。
國
の
規
則
も
そ
れ
と
同
じ
で
、
一
つ
〳
〵
事
柄
に
し
た
が
っ
て
分
け
て
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書
き
、
そ
れ
に
番
号
を
つ
け
て
、
第
何
條
、
第
何
條
と
い
う
よ
う
に
順
々
に

記
し
ま
す
。
こ
ん
ど
の
憲
法
は
、
第
一
條
か
ら
第
百
三
條
ま
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
て
そ
の
ほ
か
に
、
前
書
が
、
い
ち
ば
ん
は
じ
め
に
つ
け
て
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
「
前
文
」
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
前
文
に
は
、
だ
れ
が
こ
の
憲
法
を
つ
く
っ
た
か
と
い
う
こ
と
や
、
ど

ん
な
考
え
で
こ
の
憲
法
の
規
則
が
で
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
な
ど
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
前
文
と
い
う
も
の
は
、
二
つ
の
は
た
ら
き
を
す
る
の
で

す
。
そ
の
一
つ
は
、
み
な
さ
ん
が
憲
法
を
よ
ん
で
、
そ
の
意
味
を
知
ろ
う
と

す
る
と
き
に
、
手
び
き
に
な
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
こ
ん
ど
の
憲
法
は
、
こ

の
前
文
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
考
え
か
ら
で
き
た
も
の
で
す
か
ら
、
前
文
に
あ

る
考
え
と
、
ち
が
っ
た
ふ
う
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
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う
一
つ
の
は
た
ら
き
は
、
こ
れ
か
ら
さ
き
、
こ
の
憲
法
を
か
え
る
と
き
に
、

こ
の
前
文
に
記
さ
れ
た
考
え
方
と
、
ち
が
う
よ
う
な
か
え
か
た
を
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
れ
な
ら
、
こ
の
前
文
の
考
え
と
い
う
の
は
な
ん
で
し
ょ
う
。
い
ち
ば
ん

大
事
な
考
え
が
三
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
民
主
主
義
」
と
「
國
際
平
和

主
義
」
と
「
主
権
在
民
主
義
」
で
す
。
「
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か
う
と
、

な
ん
だ
か
む
ず
か
し
く
き
こ
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
少
し
も
む
ず
か
し
く
考
え

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
義
と
い
う
の
は
、
正
し
い
と
思
う
、
も
の
の
や

り
か
た
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
み
な
さ
ん
は
、
こ
の
三
つ
の
こ
と
を
知
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
「
民
主
主
義
」
か
ら
お
は
な
し
し
ま
し
ょ
う
。
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二
　
民
主
主
義
と
は

　
こ
ん
ど
の
憲
法
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
考
え
の
第
一
は
民
主
主
義
で
す
。

と
こ
ろ
で
民
主
主
義
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
み
な
さ

ん
は
こ
の
こ
と
ば
を
、
ほ
う
／
″
＼
で
き
い
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
あ
た
ら

し
い
憲
法
の
根
本
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
み
な
さ
ん
は
、
は
っ
き

り
と
こ
れ
を
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
正
し
く
知
っ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
み
な
さ
ん
が
お
ゝ
ぜ
い
あ
つ
ま
っ
て
、
い
っ
し
ょ
に
何
か
す
る
と
き
の
こ

と
を
考
え
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
だ
れ
の
意
見
で
物
事
を
き
め
ま
す
か
。
も
し

も
み
ん
な
の
意
見
が
同
じ
な
ら
、
も
ん
だ
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
意
見
が
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分
か
れ
た
と
き
は
、
ど
う
し
ま
す
か
。
ひ
と
り
の
意
見
で
き
め
ま
す
か
。
二

人
の
意
見
で
き
め
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
お
ゝ
ぜ
い
の
意
見
で
き
め
ま
す
か
。

ど
れ
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
ひ
と
り
の
意
見
が
、
正
し
く
す
ぐ
れ
て
い
て
、
お
ゝ

ぜ
い
の
意
見
が
ま
ち
が
っ
て
お
と
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
は
ん
た
い
の
こ
と
が
も
っ
と
多
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
み
ん
な

が
十
分
に
じ
ぶ
ん
の
考
え
を
は
な
し
あ
っ
た
あ
と
で
、
お
ゝ
ぜ
い
の
意
見
で

物
事
を
き
め
て
ゆ
く
の
が
、
い
ち
ば
ん
ま
ち
が
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
う
し
て
、
あ
と
の
人
は
、
こ
の
お
ゝ
ぜ
い
の
人
の
意
見
に
、
す

な
お
に
し
た
が
っ
て
ゆ
く
の
が
よ
い
の
で
す
。
こ
の
な
る
べ
く
お
ゝ
ぜ
い
の

人
の
意
見
で
、
物
事
を
き
め
て
ゆ
く
こ
と
が
、
民
主
主
義
の
や
り
か
た
で
す
。

　
國
を
治
め
て
ゆ
く
の
も
こ
れ
と
同
じ
で
す
。
わ
ず
か
の
人
の
意
見
で
國
を
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治
め
て
ゆ
く
の
は
、
よ
く
な
い
の
で
す
。
國
民
ぜ
ん
た
い
の
意
見
で
、
國
を

治
め
て
ゆ
く
の
が
い
ち
ば
ん
よ
い
の
で
す
。
つ
ま
り
國
民
ぜ
ん
た
い
が
、
國

を
治
め
て
ゆ
く
　
　
こ
れ
が
民
主
主
義
の
治
め
か
た
で
す
。

　
し
か
し
國
は
、
み
な
さ
ん
の
学
級
と
は
ち
が
い
ま
す
。
國
民
ぜ
ん
た
い
が
、

ひ
と
と
こ
ろ
に
あ
つ
ま
っ
て
、
そ
う
だ
ん
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ひ
と

り
〳
〵
の
意
見
を
き
い
て
ま
わ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
み
ん
な

の
代
わ
り
に
な
っ
て
、
國
の
仕
事
の
や
り
か
た
を
き
め
る
も
の
が
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
國
会
で
す
。
國
民
が
、
國
会
の
議
員
を
選
挙
す
る
の

は
、
じ
ぶ
ん
の
代
わ
り
に
な
っ
て
、
國
を
治
め
て
ゆ
く
者
を
え
ら
ぶ
の
で
す
。

だ
か
ら
國
会
で
は
、
な
ん
で
も
、
國
民
の
代
わ
り
で
あ
る
議
員
の
お
ゝ
ぜ
い

の
意
見
で
物
事
を
き
め
ま
す
。
そ
う
し
て
ほ
か
の
議
員
は
、
こ
れ
に
し
た
が
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い
ま
す
。
こ
れ
が
國
民
ぜ
ん
た
い
の
意
見
で
物
事
を
き
め
た
こ
と
に
な
る
の

で
す
。
こ
れ
が
民
主
主
義
で
す
。
で
す
か
ら
、
民
主
主
義
と
は
、
國
民
ぜ
ん

た
い
で
、
國
を
治
め
て
ゆ
く
こ
と
で
す
。
み
ん
な
の
意
見
で
物
事
を
き
め
て

ゆ
く
の
が
、
い
ち
ば
ん
ま
ち
が
い
が
す
く
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
民
主
主
義

で
國
を
治
め
て
ゆ
け
ば
、
み
な
さ
ん
は
幸
福
に
な
り
、
ま
た
國
も
さ
か
え
て

ゆ
く
で
し
ょ
う
。

　
國
は
大
き
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
國
の
仕
事
を
國
会
の
議
員
に
ま
か
せ
て

き
め
て
ゆ
き
ま
す
か
ら
、
國
会
は
國
民
の
代
わ
り
に
な
る
も
の
で
す
。
こ
の

「
代
わ
り
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
代
表
」
と
い
い
ま
す
。
ま
え
に
申
し

ま
し
た
よ
う
に
、
民
主
主
義
は
、
國
民
ぜ
ん
た
い
で
國
を
治
め
て
ゆ
く
こ
と

で
す
が
、
國
会
が
國
民
ぜ
ん
た
い
を
代
表
し
て
、
國
の
こ
と
を
き
め
て
ゆ
き
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ま
す
か
ら
、
こ
れ
を
「
代
表
制
民
主
主
義
」
の
や
り
か
た
と
い
い
ま
す
。

　
し
か
し
い
ち
ば
ん
大
事
な
こ
と
は
、
國
会
に
ま
か
せ
て
お
か
な
い
で
、
國

民
が
、
じ
ぶ
ん
で
意
見
を
き
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
ん
ど
の
憲
法
で
も
、

た
と
え
ば
こ
の
憲
法
を
か
え
る
と
き
は
、
國
会
だ
け
で
き
め
な
い
で
、
國
民

ひ
と
り
〳
〵
が
、
賛
成
か
反
対
か
を
投
票
し
て
き
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
と
き
は
、
國
民
が
直
接
に
國
の
こ
と
を
き
め
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を

「
直
接
民
主
主
義
」
の
や
り
か
た
と
い
い
ま
す
。
あ
た
ら
し
い
憲
法
は
、
代

表
制
民
主
主
義
と
直
接
民
主
主
義
と
、
二
つ
の
や
り
か
た
で
國
を
治
め
て
ゆ

く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
が
、
代
表
制
民
主
主
義
の
や
り
か
た
の
ほ
う
が
、
お

も
に
な
っ
て
い
て
、
直
接
民
主
主
義
の
や
り
か
た
は
、
い
ち
ば
ん
大
事
な
こ

と
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
ん
ど
の
憲
法
は
、
だ
い
た
い
代
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表
制
民
主
主
義
の
や
り
か
た
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
す
。

　
み
な
さ
ん
は
日
本
國
民
の
ひ
と
り
で
す
。
し
か
し
ま
だ
こ
ど
も
で
す
。
國

の
こ
と
は
、
み
な
さ
ん
が
二
十
歳
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
き
め
て
ゆ
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
國
会
の
議
員
を
え
ら
ぶ
の
も
、
國
の
こ
と
に
つ
い
て
投

票
す
る
の
も
、
み
な
さ
ん
が
二
十
歳
に
な
っ
て
は
じ
め
て
で
き
る
こ
と
で
す
。

み
な
さ
ん
の
お
に
い
さ
ん
や
、
お
ね
え
さ
ん
に
は
、
二
十
歳
以
上
の
方
も
お

い
で
で
し
ょ
う
。
そ
の
お
に
い
さ
ん
や
お
ね
え
さ
ん
が
、
選
挙
の
投
票
に
ゆ

か
れ
る
の
を
み
て
、
み
な
さ
ん
は
ど
ん
な
氣
が
し
ま
し
た
か
。
い
ま
の
う
ち

に
、
よ
く
勉
強
し
て
、
國
を
治
め
る
こ
と
や
、
憲
法
の
こ
と
な
ど
を
、
よ
く

知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
も
う
す
ぐ
み
な
さ
ん
も
、
お
に
い
さ
ん
や
お
ね

え
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
、
國
の
こ
と
を
、
じ
ぶ
ん
で
き
め
て
ゆ
く
こ
と
が
で
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き
る
の
で
す
。
み
な
さ
ん
の
考
え
と
は
た
ら
き
で
國
が
治
ま
っ
て
ゆ
く
の
で

す
。
み
ん
な
が
な
か
よ
く
、
じ
ぶ
ん
で
、
じ
ぶ
ん
の
國
の
こ
と
を
や
っ
て
ゆ

く
く
ら
い
、
た
の
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
民
主
主
義
と
い
う
も

の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
國
際
平
和
主
義

　
國
の
中
で
、
國
民
ぜ
ん
た
い
で
、
物
事
を
き
め
て
ゆ
く
こ
と
を
、
民
主
主

義
と
い
い
ま
し
た
が
、
國
民
の
意
見
は
、
人
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
ち
が
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
お
ゝ
ぜ
い
の
ほ
う
の
意
見
に
、
す
な
お
に
し
た
が
っ
て

ゆ
き
、
ま
た
そ
の
お
ゝ
ぜ
い
の
ほ
う
も
、
す
く
な
い
ほ
う
の
意
見
を
よ
く
き
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い
て
じ
ぶ
ん
の
意
見
を
き
め
、
み
ん
な
が
、
な
か
よ
く
國
の
仕
事
を
や
っ
て

ゆ
く
の
で
な
け
れ
ば
、
民
主
主
義
の
や
り
か
た
は
、
な
り
た
た
な
い
の
で
す
。

　
こ
れ
は
、
一
つ
の
國
に
つ
い
て
申
し
ま
し
た
が
、
國
と
國
と
の
間
の
こ
と

も
同
じ
こ
と
で
す
。
じ
ぶ
ん
の
國
の
こ
と
ば
か
り
を
考
え
、
じ
ぶ
ん
の
國
の

た
め
ば
か
り
を
考
え
て
、
ほ
か
の
國
の
立
場
を
考
え
な
い
で
は
、
世
界
中
の

國
が
、
な
か
よ
く
し
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
世
界
中
の
國
が
、
い
く

さ
を
し
な
い
で
、
な
か
よ
く
や
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
、
國
際
平
和
主
義
と
い
い

ま
す
。
だ
か
ら
民
主
主
義
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
國
際
平
和
主
義
と
、
た
い

へ
ん
ふ
か
い
関
係
が
あ
る
の
で
す
。
こ
ん
ど
の
憲
法
で
民
主
主
義
の
や
り
か

た
を
き
め
た
か
ら
に
は
、
ま
た
ほ
か
の
國
に
た
い
し
て
も
國
際
平
和
主
義
で

や
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
は
、
あ
た
り
ま
え
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
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國
際
平
和
主
義
を
わ
す
れ
て
、
じ
ぶ
ん
の
國
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
の

で
、
と
う
と
う
戰
爭
を
は
じ
め
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
あ
た
ら
し
い

憲
法
で
は
、
前
文
の
中
に
、
こ
れ
か
ら
は
、
こ
の
國
際
平
和
主
義
で
や
っ
て

ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
、
力
強
い
こ
と
ば
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
こ
の
考

え
が
、
あ
と
で
の
べ
る
戰
爭
の
放
棄
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
か
ら
は
、
い
っ
さ

い
、
い
く
さ
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
き
め
る
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ

り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
主
権
在
民
主
義

　
み
な
さ
ん
が
あ
つ
ま
っ
て
、
だ
れ
が
い
ち
ば
ん
え
ら
い
か
を
き
め
て
ご
ら
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ん
な
さ
い
。
い
っ
た
い
「
い
ち
ば
ん
え
ら
い
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。
勉
強
の
よ
く
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
力
の
強

い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
〳
〵
き
め
か
た
が
あ
っ
て
む
ず
か
し
い
こ
と
で

す
。

　
國
で
は
、
だ
れ
が
「
い
ち
ば
ん
え
ら
い
」
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
も
し
國

の
仕
事
が
、
ひ
と
り
の
考
え
で
き
ま
る
な
ら
ば
、
そ
の
ひ
と
り
が
、
い
ち
ば

ん
え
ら
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
お
お
ぜ
い
の
考
え
で
き
ま

る
な
ら
、
そ
の
お
ゝ
ぜ
い
が
、
み
な
い
ち
ば
ん
え
ら
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
し
國
民
ぜ
ん
た
い
の
考
え
で
き
ま
る
な
ら
ば
、
國
民
ぜ
ん
た
い
が
、
い
ち

ば
ん
え
ら
い
の
で
す
。
こ
ん
ど
の
憲
法
は
、
民
主
主
義
の
憲
法
で
す
か
ら
、

國
民
ぜ
ん
た
い
の
考
え
で
國
を
治
め
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
國
民
ぜ
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ん
た
い
が
い
ち
ば
ん
、
え
ら
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
國
を
治
め
て
ゆ
く
力
の
こ
と
を
「
主
権
」
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
力
が
國

民
ぜ
ん
た
い
に
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
「
主
権
は
國
民
に
あ
る
」
と
い
い
ま
す
。

こ
ん
ど
の
憲
法
は
、
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
民
主
主
義
を
根
本
の
考
え

と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
主
権
は
、
と
う
ぜ
ん
日
本
國
民
に
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
前
文
の
中
に
も
、
ま
た
憲
法
の
第
一
條
に
も
、
「
主
権
が
國
民
に
存

す
る
」
と
は
っ
き
り
か
い
て
あ
る
の
で
す
。
主
権
が
國
民
に
あ
る
こ
と
を
、

「
主
権
在
民
」
と
い
い
ま
す
。
あ
た
ら
し
い
憲
法
は
、
主
権
在
民
と
い
う
考

え
で
で
き
て
い
ま
す
か
ら
、
主
権
在
民
主
義
の
憲
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
す
。

　
み
な
さ
ん
は
、
日
本
國
民
の
ひ
と
り
で
す
。
主
権
を
も
っ
て
い
る
日
本
國
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民
の
ひ
と
り
で
す
。
し
か
し
、
主
権
は
日
本
國
民
ぜ
ん
た
い
に
あ
る
の
で
す
。

ひ
と
り
〳
〵
が
、
べ
つ
〳
〵
に
も
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
と
り

〳
〵
が
、
み
な
じ
ぶ
ん
が
い
ち
ば
ん
え
ら
い
と
思
っ
て
、
勝
手
な
こ
と
を
し

て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
、
け
っ
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
民
主
主
義

に
あ
わ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
主
権
を
も
っ
て
い
る
日
本

國
民
の
ひ
と
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
ほ
こ
り
を
も
つ
と
と
も
に
、
責
任

を
感
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
よ
い
こ
ど
も
で
あ
る
と
と
も
に
、
よ
い
國

民
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
天
皇
陛
下
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こ
ん
ど
の
戰
爭
で
、
天
皇
陛
下
は
、
た
い
へ
ん
ご
く
ろ
う
を
な
さ
い
ま
し

た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
古
い
憲
法
で
は
、
天
皇
を
お
助
け
し
て
國
の
仕
事
を
し

た
人
々
は
、
國
民
ぜ
ん
た
い
が
え
ら
ん
だ
も
の
で
な
か
っ
た
の
で
、
國
民
の

考
え
と
は
な
れ
て
、
と
う
〳
〵
戰
爭
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ

か
ら
さ
き
國
を
治
め
て
ゆ
く
に
つ
い
て
、
二
度
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い

よ
う
に
、
あ
た
ら
し
い
憲
法
を
こ
し
ら
え
る
と
き
、
た
い
へ
ん
苦
心
を
い
た

し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
天
皇
は
、
憲
法
で
定
め
た
お
仕
事
だ
け
を
さ
れ
、

政
治
に
は
関
係
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
憲
法
は
、
天
皇
陛
下
を
「
象
徴
」
と
し
て
ゆ
く
こ
と
に
き
め
ま
し
た
。
み

な
さ
ん
は
、
こ
の
象
徴
と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
日
の
丸
の
國
旗
を
見
れ
ば
、
日
本
の
國
を
お
も
い
だ
す
で
し
ょ
う
。
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國
旗
が
國
の
代
わ
り
に
な
っ
て
、
國
を
あ
ら
わ
す
か
ら
で
す
。
み
な
さ
ん
の

学
校
の
記
章
を
見
れ
ば
、
ど
こ
の
学
校
の
生
徒
か
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
記

章
が
学
校
の
代
わ
り
に
な
っ
て
、
学
校
を
あ
ら
わ
す
か
ら
で
す
。
い
ま
こ
ゝ

に
何
か
眼
に
見
え
る
も
の
が
あ
っ
て
、
ほ
か
の
眼
に
見
え
な
い
も
の
の
代
わ

り
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
と
き
に
、
こ
れ
を
「
象
徴
」
と
い
う
こ
と

ば
で
い
い
あ
ら
わ
す
の
で
す
。
こ
ん
ど
の
憲
法
の
第
一
條
は
、
天
皇
陛
下
を

「
日
本
國
の
象
徴
」
と
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
天
皇
陛
下
は
、
日
本
の

國
を
あ
ら
わ
さ
れ
る
お
方
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
憲
法
第
一
條
は
、
天
皇
陛
下
を
「
日
本
國
民
統
合
の
象
徴
」
で
あ
る

と
も
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
「
統
合
」
と
い
う
の
は
「
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て

い
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
天
皇
陛
下
は
、
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
日
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本
國
民
の
象
徴
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
日
本
國
民
ぜ
ん

た
い
の
中
心
と
し
て
お
い
で
に
な
る
お
方
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
で

天
皇
陛
下
は
、
日
本
國
民
ぜ
ん
た
い
を
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
地
位
に
天
皇
陛
下
を
お
置
き
申
し
た
の
は
、
日
本
國
民
ぜ
ん

た
い
の
考
え
に
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
さ
き
、
國
を
治
め
て
ゆ
く
仕
事
は
、

み
な
國
民
が
じ
ぶ
ん
で
や
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
天
皇
陛
下
は
、

け
っ
し
て
神
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
國
民
と
同
じ
よ
う
な
人
間
で
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
ラ
ジ
オ
の
ほ
う
そ
う
も
な
さ
い
ま
し
た
。
小
さ
な
町
の
す
み
に

も
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
私
た
ち
は
、
天
皇
陛
下
を
私
た
ち
の

ま
ん
中
に
し
っ
か
り
と
お
置
き
し
て
、
國
を
治
め
て
ゆ
く
に
つ
い
て
ご
く
ろ

う
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
憲
法
が
天
皇
陛
下
を
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象
徴
と
し
た
意
味
が
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
戰
爭
の
放
棄

　
み
な
さ
ん
の
中
に
は
、
こ
ん
ど
の
戰
爭
に
、
お
と
う
さ
ん
や
に
い
さ
ん
を

送
り
だ
さ
れ
た
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。
ご
ぶ
じ
に
お
か
え
り
に
な
っ
た
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
と
う
〳
〵
お
か
え
り
に
な
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
く
う
し
ゅ
う
で
、
家
や
う
ち
の
人
を
、
な
く
さ
れ
た
人
も
多
い
で
し

ょ
う
。
い
ま
や
っ
と
戰
爭
は
お
わ
り
ま
し
た
。
二
度
と
こ
ん
な
お
そ
ろ
し
い
、

か
な
し
い
思
い
を
し
た
く
な
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
こ
ん
な
戰
爭
を
し
て
、

日
本
の
國
は
ど
ん
な
利
益
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
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ゞ
、
お
そ
ろ
し
い
、
か
な
し
い
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
お
こ
っ
た
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
戰
爭
は
人
間
を
ほ
ろ
ぼ
す
こ
と
で
す
。
世
の
中
の
よ
い
も
の

を
こ
わ
す
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
ん
ど
の
戰
爭
を
し
か
け
た
國
に
は
、
大

き
な
責
任
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ま
え
の
世
界
戰
爭

の
あ
と
で
も
、
も
う
戰
爭
は
二
度
と
や
る
ま
い
と
、
多
く
の
國
々
で
は
い
ろ

〳
〵
考
え
ま
し
た
が
、
ま
た
こ
ん
な
大
戰
爭
を
お
こ
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、

ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
そ
こ
で
こ
ん
ど
の
憲
法
で
は
、
日
本
の
國
が
、
け
っ
し
て
二
度
と
戰
爭
を

し
な
い
よ
う
に
、
二
つ
の
こ
と
を
き
め
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
は
、
兵
隊
も
軍

艦
も
飛
行
機
も
、
お
よ
そ
戰
爭
を
す
る
た
め
の
も
の
は
、
い
っ
さ
い
も
た
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
さ
き
日
本
に
は
、
陸
軍
も
海
軍
も
空
軍
も
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な
い
の
で
す
。
こ
れ
を
戰
力
の
放
棄
と
い
い
ま
す
。
「
放
棄
」
と
は
「
す
て

て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
み
な
さ
ん
は
、
け
っ
し
て
心
ぼ
そ

く
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
は
正
し
い
こ
と
を
、
ほ
か
の
國
よ
り
さ

き
に
行
っ
た
の
で
す
。
世
の
中
に
、
正
し
い
こ
と
ぐ
ら
い
強
い
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
も
う
一
つ
は
、
よ
そ
の
國
と
爭
い
ご
と
が
お
こ
っ
た
と
き
、
け
っ
し
て
戰

爭
に
よ
っ
て
、
相
手
を
ま
か
し
て
、
じ
ぶ
ん
の
い
い
ぶ
ん
を
と
お
そ
う
と
し

な
い
と
い
う
こ
と
を
き
め
た
の
で
す
。
お
だ
や
か
に
そ
う
だ
ん
を
し
て
、
き

ま
り
を
つ
け
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
い
く
さ
を
し
か
け
る
こ

と
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
じ
ぶ
ん
の
國
を
ほ
ろ
ぼ
す
よ
う
な
は
め
に
な
る
か
ら

で
す
。
ま
た
、
戰
爭
と
ま
で
ゆ
か
ず
と
も
、
國
の
力
で
、
相
手
を
お
ど
す
よ
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う
な
こ
と
は
、
い
っ
さ
い
し
な
い
こ
と
に
き
め
た
の
で
す
。
こ
れ
を
戰
爭
の

放
棄
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
し
て
よ
そ
の
國
と
な
か
よ
く
し
て
、
世
界
中
の

國
が
、
よ
い
友
だ
ち
に
な
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
日
本
の
國
は
、
さ

か
え
て
ゆ
け
る
の
で
す
。

　
み
な
さ
ん
、
あ
の
お
そ
ろ
し
い
戰
爭
が
、
二
度
と
お
こ
ら
な
い
よ
う
に
、

ま
た
戰
爭
を
二
度
と
お
こ
さ
な
い
よ
う
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
基
本
的
人
権

　
く
う
し
ゅ
う
で
や
け
た
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
や
け
た
ゞ
れ

た
土
か
ら
、
も
う
草
が
青
々
と
は
え
て
い
ま
す
。
み
ん
な
生
き
〳
〵
と
し
げ
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っ
て
い
ま
す
。
草
で
さ
え
も
、
力
強
く
生
き
て
ゆ
く
の
で
す
。
ま
し
て
や
み

な
さ
ん
は
人
間
で
す
。
生
き
て
ゆ
く
力
が
あ
る
は
ず
で
す
。
天
か
ら
さ
ず
か

っ
た
し
ぜ
ん
の
力
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
力
に
よ
っ
て
、
人
間
が
世
の
中
に

生
き
て
ゆ
く
こ
と
を
、
だ
れ
も
さ
ま
た
げ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
人
間

は
、
草
木
と
ち
が
っ
て
、
た
ゞ
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
人
間

ら
し
い
生
活
を
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
人
間
ら
し
い
生
活

に
は
、
必
要
な
も
の
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
自
由
」
と
い
う
こ
と
と
、

「
平
等
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
人
間
が
こ
の
世
に
生
き
て
ゆ
く
か
ら
に
は
、
じ
ぶ
ん
の
す
き
な
所
に
住
み
、

じ
ぶ
ん
の
す
き
な
所
に
行
き
、
じ
ぶ
ん
の
思
う
こ
と
を
い
い
、
じ
ぶ
ん
の
す

き
な
教
え
に
し
た
が
っ
て
ゆ
け
る
こ
と
な
ど
が
必
要
で
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
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が
人
間
の
自
由
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
由
は
、
け
っ
し
て
奪
わ
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
國
の
力
で
こ
の
自
由
を
取
り
あ
げ
、
や
た
ら
に
刑
罰
を
加
え

た
り
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
憲
法
は
、
こ
の
自
由
は
、
け
っ
し
て
侵

す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
き
め
て
い
る
の
で
す
。

　
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
で
あ
る
以
上
は
み
な
同
じ
で
す
。
人
間
の
上
に
、

も
っ
と
え
ら
い
人
間
が
あ
る
は
ず
は
な
く
、
人
間
の
下
に
、
も
っ
と
い
や
し

い
人
間
が
あ
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
男
が
女
よ
り
も
す
ぐ
れ
、
女
が
男
よ

り
も
お
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
み
な
同
じ
人
間
で
あ
る

な
ら
ば
、
こ
の
世
に
生
き
て
ゆ
く
の
に
、
差
別
を
受
け
る
理
由
は
な
い
の
で

す
。
差
別
の
な
い
こ
と
を
「
平
等
」
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
憲
法
は
、
自
由

と
い
っ
し
ょ
に
、
こ
の
平
等
と
い
う
こ
と
を
き
め
て
い
る
の
で
す
。
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國
の
規
則
の
上
で
、
何
か
は
っ
き
り
と
で
き
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
、
「
権
利
」
と
い
い
ま
す
。
自
由
と
平
等
と
が
は
っ
き
り
み
と
め

ら
れ
、
こ
れ
を
侵
さ
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
自
由
と
平
等
と
は
、
み

な
さ
ん
の
権
利
で
す
。
こ
れ
を
「
自
由
権
」
と
い
う
の
で
す
。
し
か
も
こ
れ

は
人
間
の
い
ち
ば
ん
大
事
な
権
利
で
す
。
こ
の
い
ち
ば
ん
大
事
な
人
間
の
権

利
の
こ
と
を
「
基
本
的
人
権
」
と
い
い
ま
す
。
あ
た
ら
し
い
憲
法
は
、
こ
の

基
本
的
人
権
を
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
に
與
え
ら
れ
た
権
利
と
し
て

記
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を
基
本
的
人
権
を
「
保
障
す
る
」
と
い
う
の
で

す
。

　
し
か
し
基
本
的
人
権
は
、
こ
ゝ
に
い
っ
た
自
由
権
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
だ
ほ
か
に
二
つ
あ
り
ま
す
。
自
由
権
だ
け
で
、
人
間
の
國
の
中
で
の
生
活
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が
す
む
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
み
な
さ
ん
は
、
勉
強
を
し
て
よ

い
國
民
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
國
は
み
な
さ
ん
に
勉
強
を
さ
せ
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
み
な
さ
ん
は
、
教
育
を
受
け
る

権
利
を
憲
法
で
與
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
は
み
な
さ
ん
の
ほ
う

か
ら
、
國
に
た
い
し
て
、
教
育
を
し
て
も
ら
う
こ
と
を
請
求
で
き
る
の
で
す
。

こ
れ
も
大
事
な
基
本
的
人
権
で
す
が
、
こ
れ
を
「
請
求
権
」
と
い
う
の
で
す
。

爭
い
ご
と
の
お
こ
っ
た
と
き
、
國
の
裁
判
所
で
、
公
平
に
さ
ば
い
て
も
ら
う

の
も
、
裁
判
を
請
求
す
る
権
利
と
い
っ
て
、
基
本
的
人
権
で
す
が
、
こ
れ
も

請
求
権
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
ま
た
、
國
民
が
、
國
を
治
め
る
こ
と
に
い
ろ
〳
〵
関
係
で
き
る

の
も
、
大
事
な
基
本
的
人
権
で
す
が
、
こ
れ
を
「
参
政
権
」
と
い
い
ま
す
。
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國
会
の
議
員
や
知
事
や
市
町
村
長
な
ど
を
選
挙
し
た
り
、
じ
ぶ
ん
が
そ
う
い

う
も
の
に
な
っ
た
り
、
國
や
地
方
の
大
事
な
こ
と
に
つ
い
て
投
票
し
た
り
す

る
こ
と
は
、
み
な
参
政
権
で
す

　
み
な
さ
ん
、
い
ま
ま
で
申
し
ま
し
た
基
本
的
人
権
は
大
事
な
こ
と
で
す
か

ら
、
も
う
い
ち
ど
復
習
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
み
な
さ
ん
は
、
憲
法
で
基
本
的

人
権
と
い
う
り
っ
ぱ
な
強
い
権
利
を
與
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
権
利
は
、
三

つ
に
分
か
れ
ま
す
。
第
一
は
自
由
権
で
す
。
第
二
は
請
求
権
で
す
。
第
三
は

参
政
権
で
す
。

　
こ
ん
な
り
っ
ぱ
な
権
利
を
與
え
ら
れ
ま
し
た
か
ら
に
は
、
み
な
さ
ん
は
、

じ
ぶ
ん
で
し
っ
か
り
と
こ
れ
を
守
っ
て
、
失
わ
な
い
よ
う
に
し
て
ゆ
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
ま
た
、
む
や
み
に
こ
れ
を
ふ
り
ま
わ
し
て
、
ほ
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か
の
人
に
迷
惑
を
か
け
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ほ
か
の
人
も
、
み
な
さ
ん
と
同

じ
権
利
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
す
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
國
ぜ
ん
た
い

の
幸
福
に
な
る
よ
う
、
こ
の
大
事
な
基
本
的
人
権
を
守
っ
て
ゆ
く
責
任
が
あ

る
と
、
憲
法
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
國
会

　
民
主
主
義
は
、
國
民
が
、
み
ん
な
で
み
ん
な
の
た
め
に
國
を
治
め
て
ゆ
く

こ
と
で
す
。
し
か
し
、
國
民
の
数
は
た
い
へ
ん
多
い
の
で
す
か
ら
、
だ
れ
か

が
、
國
民
ぜ
ん
た
い
に
代
わ
っ
て
國
の
仕
事
を
す
る
よ
り
ほ
か
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
國
民
に
代
わ
る
も
の
が
「
國
会
」
で
す
。
ま
え
に
も
申
し
ま
し
た
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よ
う
に
、
國
民
は
國
を
治
め
て
ゆ
く
力
、
す
な
わ
ち
主
権
を
も
っ
て
い
る
の

で
す
。
こ
の
主
権
を
も
っ
て
い
る
國
民
に
代
わ
る
も
の
が
國
会
で
す
か
ら
、

國
会
は
國
で
い
ち
ば
ん
高
い
位
に
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
を
「
最
高
機
関
」
と

い
い
ま
す
。
「
機
関
」
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
人
間
に
手
足
が
あ
る
よ
う

に
、
國
の
仕
事
を
い
ろ
〳
〵
分
け
て
す
る
役
目
の
あ
る
も
の
と
い
う
意
味
で

す
。
國
に
は
、
い
ろ
〳
〵
な
は
た
ら
き
を
す
る
機
関
が
あ
り
ま
す
。
あ
と
で

の
べ
る
内
閣
も
、
裁
判
所
も
、
み
な
國
の
機
関
で
す
。
し
か
し
國
会
は
、
そ

の
中
で
い
ち
ば
ん
高
い
位
に
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
國
民
ぜ
ん
た
い
を
代
表

し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
國
の
仕
事
は
た
い
へ
ん
多
い
の
で
す
が
、
こ
れ
を
分
け
て
み
る
と
、
だ
い

た
い
三
つ
に
分
か
れ
る
の
で
す
。
そ
の
第
一
は
、
國
の
い
ろ
〳
〵
の
規
則
を
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こ
し
ら
え
る
仕
事
で
、
こ
れ
を
「
立
法
」
と
い
う
の
で
す
。
第
二
は
、
爭
い

ご
と
を
さ
ば
い
た
り
、
罪
が
あ
る
か
な
い
か
を
き
め
る
仕
事
で
、
こ
れ
を

「
司
法
」
と
い
う
の
で
す
。
ふ
つ
う
に
裁
判
と
い
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
で
す
。

第
三
は
、
こ
の
「
立
法
」
と
「
司
法
」
と
を
の
ぞ
い
た
い
ろ
〳
〵
の
仕
事
で
、

こ
れ
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
「
行
政
」
と
い
い
ま
す
。
國
会
は
、
こ
の
三
つ

の
う
ち
、
ど
れ
を
す
る
か
と
い
え
ば
、
立
法
を
う
け
も
っ
て
い
る
機
関
で
あ

り
ま
す
。
司
法
は
、
裁
判
所
が
う
け
も
っ
て
い
ま
す
。
行
政
は
、
内
閣
と
、

そ
の
下
に
あ
る
、
た
く
さ
ん
の
役
所
が
う
け
も
っ
て
い
ま
す
。

　
國
会
は
、
立
法
と
い
う
仕
事
を
う
け
も
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
國
の
規
則
は

み
な
國
会
が
こ
し
ら
え
る
の
で
す
。
國
会
の
こ
し
ら
え
る
國
の
規
則
を
「
法

律
」
と
い
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
法
律
と
い
う
こ
と
ば
を
よ
く
き
く
こ
と
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が
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
國
会
で
法
律
を
こ
し
ら
え
る
の
に
は
、
い
ろ

〳
〵
手
つ
づ
き
が
い
り
ま
す
か
ら
、
あ
ま
り
こ
ま
／
″
＼
し
た
規
則
ま
で
こ

し
ら
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
憲
法
は
、
あ
る
場
合
に
は
、
國
会

で
な
い
ほ
か
の
機
関
、
た
と
え
ば
内
閣
が
、
國
の
規
則
を
こ
し
ら
え
る
こ
と

を
ゆ
る
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
命
令
」
と
い
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
國
の
規
則
は
、
な
る
べ
く
國
会
で
こ
し
ら
え
る
の
が
よ
い
の
で

す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
國
会
は
、
國
民
が
え
ら
ん
だ
議
員
の
あ
つ
ま
り
で
、
國

民
の
意
見
が
い
ち
ば
ん
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
あ
た
ら

し
い
憲
法
は
、
國
の
規
則
は
、
た
だ
國
会
だ
け
が
こ
し
ら
え
る
と
い
う
こ
と

に
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
、
國
会
は
「
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
」
と
い
う
の

で
す
。
「
唯
一
」
と
は
、
た
だ
一
つ
で
、
ほ
か
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
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立
法
機
関
と
は
、
國
の
規
則
を
こ
し
ら
え
る
役
目
の
あ
る
機
関
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
う
し
て
、
國
会
以
外
の
ほ
か
の
機
関
が
、
國
の
規
則
を
こ
し
ら
え

て
も
よ
い
場
合
は
、
憲
法
で
、
一
つ
〳
〵
き
め
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
國

会
の
こ
し
ら
え
た
國
の
規
則
、
す
な
わ
ち
法
律
の
中
で
、
こ
れ
〳
〵
の
こ
と

は
命
令
で
き
め
て
も
よ
ろ
し
い
と
ゆ
る
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
國
民
の
え
ら

ん
だ
代
表
者
が
、
國
会
で
國
民
を
治
め
る
規
則
を
こ
し
ら
え
る
、
こ
れ
が
民

主
主
義
の
た
て
ま
え
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
國
会
に
は
、
國
の
規
則
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
も
う
一

つ
大
事
な
役
目
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
内
閣
や
、
そ
の
下
に
あ
る
、
國
の

い
ろ
〳
〵
な
役
所
の
仕
事
の
や
り
か
た
を
、
監
督
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら

の
役
所
の
仕
事
は
、
ま
え
に
申
し
ま
し
た
「
行
政
」
と
い
う
は
た
ら
き
で
す
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か
ら
、
國
会
は
、
行
政
を
監
督
し
て
、
ま
ち
が
い
の
な
い
よ
う
に
す
る
役
目

を
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
で
、
國
民
の
代
表
者
が
國
の
仕
事
を
見
は
っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
も
民
主
主
義
の
國
の
治
め
か
た
で
あ
り
ま

す
。

　
日
本
の
國
会
は
「
衆
議
院
」
と
「
参
議
院
」
と
の
二
つ
か
ら
で
き
て
い
ま

す
。
そ
の
一
つ
〳
〵
を
「
議
院
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
國
会
が
二

つ
の
議
院
か
ら
で
き
て
い
る
も
の
を
「
二
院
制
度
」
と
い
う
の
で
す
。
國
に

よ
っ
て
は
、
一
つ
の
議
院
し
か
な
い
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
を
「
一
院
制
度
」

と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、
多
く
の
國
の
國
会
は
、
二
つ
の
議
院
か
ら
で
き

て
い
ま
す
。
國
の
仕
事
は
こ
の
二
つ
の
議
院
が
い
っ
し
ょ
に
き
め
る
の
で
す
。

　
な
ぜ
二
つ
の
議
院
が
い
る
の
で
し
ょ
う
。
み
な
さ
ん
は
、
野
球
や
、
そ
の
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ほ
か
の
ス
ポ
ー
ツ
で
い
う
「
バ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
」
と
い
う
こ
と
を
ご
ぞ
ん
じ

で
す
か
。
一
人
の
選
手
が
球
を
取
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
と
き
、
も
う
一
人
の

選
手
が
、
う
し
ろ
に
ま
わ
っ
て
、
ま
ち
が
い
の
な
い
よ
う
に
守
る
こ
と
を

「
バ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
」
と
い
い
ま
す
。
國
会
は
、
國
の
大
事
な
仕
事
を
す
る

の
で
す
か
ら
、
衆
議
院
だ
け
で
は
、
ま
ち
が
い
が
起
る
と
い
け
な
い
か
ら
、

参
議
院
が
「
バ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
」
す
る
は
た
ら
き
を
す
る
の
で
す
。
た
ゞ
し
、

ス
ポ
ー
ツ
の
ほ
う
で
は
、
選
手
が
お
た
が
い
に
「
バ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
」
し
ま

す
け
れ
ど
も
、
國
会
で
は
、
お
も
な
は
た
ら
き
を
す
る
の
は
衆
議
院
で
あ
っ

て
、
参
議
院
は
、
た
ゞ
衆
議
院
を
「
バ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
」
す
る
だ
け
の
は
た

ら
き
を
す
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
衆
議
院
の
ほ
う
が
、
参
議
院
よ
り
も
、

強
い
力
を
與
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
強
い
力
を
も
っ
た
衆
議
院
を
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「
第
一
院
」
と
い
い
、
参
議
院
を
「
第
二
院
」
と
い
い
ま
す
。
な
ぜ
衆
議
院

の
ほ
う
に
強
い
力
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
わ
け
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
衆
議
院
の
選
挙
は
、
四
年
ご
と
に
行
わ
れ
ま
す
。
衆
議
院
の
議
員
は
、
四

年
間
つ
と
め
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
衆
議
院
の
考
え
が
國
民
の
考
え
を
正

し
く
あ
ら
わ
し
て
い
な
い
と
内
閣
が
考
え
た
と
き
な
ど
に
は
、
内
閣
は
、
國

民
の
意
見
を
知
る
た
め
に
、
い
つ
で
も
天
皇
陛
下
に
申
し
あ
げ
て
、
衆
議
院

の
選
挙
の
や
り
な
お
し
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
衆
議

院
の
「
解
散
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
し
て
、
こ
の
解
散
の
あ
と
の
選
挙
で
、

國
民
が
ど
う
い
う
人
を
じ
ぶ
ん
の
代
表
に
え
ら
ぶ
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

國
民
の
あ
た
ら
し
い
意
見
が
、
あ
た
ら
し
い
衆
議
院
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の

で
す
。
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参
議
院
の
ほ
う
は
、
議
員
が
六
年
間
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
三

年
ご
と
に
半
分
ず
つ
選
挙
を
し
て
交
代
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
衆
議
院
の
よ
う

に
解
散
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
衆
議
院
の
ほ
う

が
、
参
議
院
よ
り
も
、
そ
の
時
、
そ
の
時
の
國
民
の
意
見
を
、
よ
く
う
つ
し

て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
衆
議
院
の
ほ
う
に
、
参
議

院
よ
り
も
強
い
力
が
與
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
衆
議
院

の
方
が
強
い
力
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
で
き
め
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
ひ
と
口
で
い
う
と
、
衆
議
院
と
参
議
院
と
の
意
見
が
ち
が
っ
た
と

き
に
は
、
衆
議
院
の
ほ
う
の
意
見
が
と
お
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

　
し
か
し
衆
議
院
も
参
議
院
も
、
と
も
に
國
民
ぜ
ん
た
い
の
代
表
者
で
す
か
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ら
、
そ
の
議
員
は
、
み
な
國
民
が
國
民
の
中
か
ら
え
ら
ぶ
の
で
す
。
衆
議
院

の
ほ
う
は
、
議
員
が
四
百
六
十
六
人
、
参
議
院
の
ほ
う
は
二
百
五
十
人
あ
り

ま
す
。
こ
の
議
員
を
え
ら
ぶ
た
め
に
、
國
を
「
選
挙
区
」
と
い
う
も
の
に
分

け
て
、
こ
の
選
挙
区
に
人
口
に
し
た
が
っ
て
議
員
の
数
を
わ
り
あ
て
ま
す
。

し
た
が
っ
て
選
挙
は
、
こ
の
選
挙
区
ご
と
に
、
わ
り
あ
て
ら
れ
た
数
だ
け
の

議
員
を
え
ら
ん
で
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
議
員
を
選
挙
す
る
に
は
、
選
挙
の
日
に
投
票
所
へ
行
き
、
投
票
用
紙
を
受

け
取
り
、
じ
ぶ
ん
の
よ
い
と
思
う
人
の
名
前
を
書
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ

の
紙
を
折
り
、
か
ぎ
の
か
ゝ
っ
た
投
票
箱
へ
入
れ
る
の
で
す
。
こ
の
投
票
は
、

ひ
じ
ょ
う
に
大
事
な
権
利
で
す
。
選
挙
す
る
人
は
、
み
な
じ
ぶ
ん
の
考
え
で

だ
れ
に
投
票
す
る
か
を
き
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
け
っ
し
て
、
品
物
や
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利
益
に
な
る
約
束
で
説
き
伏
せ
ら
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
投
票
は
、
秘

密
投
票
と
い
っ
て
、
だ
れ
を
え
ら
ん
だ
か
を
い
う
義
務
も
な
く
、
あ
る
人
を

え
ら
ん
だ
理
由
を
問
わ
れ
て
も
答
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
さ
て
日
本
國
民
は
、
二
十
歳
以
上
の
人
は
、
だ
れ
で
も
國
会
議
員
や
知
事

市
長
な
ど
を
選
挙
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
「
選
挙
権
」
と
い
う
の

で
す
。
わ
が
國
で
は
、
な
が
い
あ
い
だ
、
男
だ
け
が
こ
の
選
挙
権
を
も
っ
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
財
産
を
も
っ
て
い
て
税
金
を
お
さ
め
る
人
だ
け
が
、
選

挙
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
い
ま
は
、
民
主
主
義
の
や
り
か

た
で
國
を
治
め
て
ゆ
く
の
で
す
か
ら
、
二
十
歳
以
上
の
人
は
、
男
も
女
も
み

ん
な
選
挙
権
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
國
民
が
み
な
選
挙
権
を
も

つ
こ
と
を
、
「
普
通
選
挙
」
と
い
い
ま
す
。
こ
ん
ど
の
憲
法
は
、
こ
の
普
通
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選
挙
を
、
國
民
の
大
事
な
基
本
的
人
権
と
し
て
み
と
め
て
い
る
の
で
す
。
し

か
し
、
い
く
ら
普
通
選
挙
と
い
っ
て
も
、
こ
ど
も
や
氣
が
く
る
っ
た
人
ま
で

選
挙
権
を
も
つ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
男
女
人
種
の

区
別
も
な
く
、
宗
教
や
財
産
の
上
の
区
別
も
な
く
、
み
ん
な
が
ひ
と
し
く
選

挙
権
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
ま
た
日
本
國
民
は
、
だ
れ
で
も
國
会
の
議
員
な
ど
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
男
も
女
も
み
な
議
員
に
な
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
を
「
被
選
挙
権
」
と
い

い
ま
す
。
し
か
し
、
年
齢
が
、
選
挙
権
の
と
き
と
少
し
ち
が
い
ま
す
。
衆
議

院
議
員
に
な
る
に
は
、
二
十
五
歳
以
上
、
参
議
院
議
員
に
な
る
に
は
、
三
十

歳
以
上
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
被
選
挙
権
の
場
合
も
、
選
挙
権
と

同
じ
よ
う
に
、
だ
れ
が
考
え
て
も
い
け
な
い
と
思
わ
れ
る
者
に
は
、
被
選
挙
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権
が
あ
り
ま
せ
ん
。
國
会
議
員
に
な
ろ
う
と
す
る
人
は
、
じ
ぶ
ん
で
と
ど
け

で
て
、
「
候
補
者
」
と
い
う
も
の
に
な
る
の
で
す
。
ま
た
、
じ
ぶ
ん
が
よ
い

と
思
う
ほ
か
の
人
を
、
「
候
補
者
」
と
し
て
と
ゞ
け
で
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
候
補
者
を
「
推
薦
す
る
」
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
候
補
者
を
と
ゞ
け
で
る
の
は
、
選
挙
の
日
の
ま
え
に
し
め
き
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
投
票
を
す
る
人
は
、
こ
の
候
補
者
の
中
か
ら
、
じ
ぶ
ん
の
よ
い

と
思
う
人
を
え
ら
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ほ
か
の
人
の
名
前
を
書
い
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
、
投
票
の
数
の
多
い
候
補
者
か
ら
、
議
員
に
な

れ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
「
当
選
す
る
」
と
い
い
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
、
民
主
主
義
は
、
國
民
ぜ
ん
た
い
で
國
を
治
め
て
ゆ
く
こ
と
で

す
。
そ
う
し
て
國
会
は
、
國
民
ぜ
ん
た
い
の
代
表
者
で
す
。
そ
れ
で
、
國
会
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議
員
を
選
挙
す
る
こ
と
は
、
國
民
の
大
事
な
権
利
で
、
ま
た
大
事
な
つ
と
め

で
す
。
國
民
は
ぜ
ひ
選
挙
に
で
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
選
挙
に
ゆ

か
な
い
の
は
、
こ
の
大
事
な
権
利
を
す
て
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
大

事
な
つ
と
め
を
お
こ
た
る
こ
と
で
す
。
選
挙
に
ゆ
か
な
い
こ
と
を
、
ふ
つ
う

「
棄
権
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
権
利
を
す
て
る
と
い
う
意
味
で
す
。
國

民
は
棄
権
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
も
、
い
ま
に
こ
の
権
利
を
も
つ

こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
選
挙
の
こ
と
は
、
と
く
に
く
わ
し
く
書
い
て
お
い

た
の
で
す
。

　
國
会
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
國
民
が
え
ら
ん
だ
議
員
が
あ
つ
ま
っ
て
、

國
の
こ
と
を
き
め
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
ほ
か
の
役
所
と
ち
が
っ
て
、
國
会
で
、

議
員
が
、
國
の
仕
事
を
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
、
國
民
が
知
る
こ
と
が
で
き
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る
の
で
す
。
國
民
は
い
つ
で
も
、
國
会
へ
行
っ
て
、
こ
れ
を
見
た
り
き
い
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
ま
た
、
新
聞
や
ラ
ジ
オ
に
も
國
会
の
こ
と

が
で
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
國
会
で
の
仕
事
は
、
國
民
の
目
の
前
で
行
わ
れ
る
の
で
す
。
憲

法
は
、
國
会
は
い
つ
で
も
、
國
民
に
知
れ
る
よ
う
に
し
て
、
仕
事
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
き
め
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
大
事
な
こ
と
で

す
。
も
し
、
ま
れ
な
場
合
で
す
が
秘
密
に
会
議
を
開
こ
う
と
す
る
と
き
は
、

む
ず
か
し
い
手
つ
ゞ
き
が
い
り
ま
す
。

　
こ
れ
で
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
國
が
治
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
か
、
ど
ん
な
こ
と

が
國
で
お
こ
っ
て
い
る
の
か
、
國
民
の
え
ら
ん
だ
議
員
が
、
ど
ん
な
意
見
を

國
会
で
の
べ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
み
ん
な
國
民
に
わ
か
る
の
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で
す
。

　
國
の
仕
事
の
正
し
い
明
か
る
い
や
り
か
た
は
、
こ
ゝ
か
ら
う
ま
れ
て
く
る

の
で
す
。
國
会
が
な
く
な
れ
ば
、
國
の
中
が
く
ら
く
な
る
の
で
す
。
民
主
主

義
は
明
か
る
い
や
り
か
た
で
す
。
國
会
は
、
民
主
主
義
に
は
な
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
で
す
。

　
日
本
の
國
会
は
、
年
中
開
か
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

毎
年
一
回
は
か
な
ら
ず
開
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
常
会
」
と

い
い
ま
す
。
常
会
は
百
五
十
日
間
と
き
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
國
会
の

「
会
期
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
、
必
要
の
あ
る
と
き
は
、
臨
時
に
國

会
を
開
き
ま
す
。
こ
れ
を
「
臨
時
会
」
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
衆
議
院
が
解

散
さ
れ
た
と
き
は
、
解
散
の
日
か
ら
四
十
日
以
内
に
、
選
挙
を
行
い
、
そ
の
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選
挙
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
あ
た
ら
し
い
國
会
が
開
か
れ
ま
す
。
こ
れ

を
「
特
別
会
」
と
い
い
ま
す
。
臨
時
会
と
特
別
会
の
会
期
は
、
國
会
が
じ
ぶ

ん
で
き
め
ま
す
。
ま
た
國
会
の
会
期
は
、
必
要
の
あ
る
と
き
は
、
延
ば
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
も
國
会
が
じ
ぶ
ん
で
き
め
る
の
で
す
。
國
会
を
開
く

に
は
、
國
会
議
員
を
よ
び
集
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
、
國
会
を

「
召
集
す
る
」
と
い
っ
て
、
天
皇
陛
下
が
な
さ
る
の
で
す
。
召
集
さ
れ
た
國

会
は
、
じ
ぶ
ん
で
開
い
て
仕
事
を
は
じ
め
、
会
期
が
お
わ
れ
ば
、
じ
ぶ
ん
で

國
会
を
閉
じ
て
、
國
会
は
一
時
休
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
、
國
会
の
議
事
堂
を
ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
。
あ
の
白
い
う
つ
く
し

い
建
物
に
、
日
の
光
り
が
さ
し
て
い
る
の
を
ご
ら
ん
な
さ
い
。
あ
れ
は
日
本

國
民
の
力
を
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
で
す
。
主
権
を
も
っ
て
い
る
日
本
國
民
が
國
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を
治
め
て
ゆ
く
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
政
党

「
政
党
」
と
い
う
の
は
、
國
を
治
め
て
ゆ
く
こ
と
に
つ
い
て
、
同
じ
意
見
を

も
っ
て
い
る
人
が
あ
つ
ま
っ
て
こ
し
ら
え
た
團
体
の
こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん

は
、
社
会
党
、
民
主
党
、
自
由
党
、
國
民
協
同
党
、
共
産
党
な
ど
と
い
う
名

前
を
、
き
い
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
は
み
な
政
党
で
す
。
政
党
は
、
國

会
の
議
員
だ
け
で
こ
し
ら
え
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
政
党
か
ら
で

て
い
る
議
員
は
、
政
党
を
こ
し
ら
え
て
い
る
人
の
一
部
だ
け
で
す
。
で
す
か

ら
、
一
つ
の
政
党
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
國
の
中
に
、
そ
れ
と
同
じ
意
見
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を
も
っ
た
人
が
、
そ
う
と
う
お
ゝ
ぜ
い
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
政
党
に
は
、
國
を
治
め
て
ゆ
く
に
つ
い
て
の
き
ま
っ
た
意
見
が
あ
っ
て
、

こ
れ
を
國
民
に
知
ら
せ
て
い
ま
す
。
國
民
の
意
見
は
、
人
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ

ん
ち
が
い
ま
す
が
、
大
き
く
分
け
て
み
る
と
、
こ
の
政
党
の
意
見
の
ど
れ
か

に
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
政
党
は
、
國
民
ぜ
ん
た
い
が
、
國
を
治
め
て
ゆ
く

に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
意
見
を
、
大
き
く
色
分
け
に
し
た
も
の
と
い
っ
て
も

よ
い
の
で
す
。
民
主
主
義
で
國
を
治
め
て
ゆ
く
に
は
、
國
民
ぜ
ん
た
い
が
、

み
ん
な
意
見
を
は
な
し
あ
っ
て
、
き
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
政

党
が
お
た
が
い
に
國
の
こ
と
を
議
論
し
あ
う
の
は
こ
の
た
め
で
す
。

　
日
本
に
は
、
こ
の
政
党
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
ま
ち
が
っ
た
考
え
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
政
党
と
い
う
も
の
は
、
な
ん
だ
か
、
國
の
中
で
、
じ
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ぶ
ん
の
意
見
を
い
い
は
っ
て
い
る
い
け
な
い
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
見
方
で

す
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
な
ま
ち
が
い
で
す
。
民
主
主
義
の
や
り
か
た
は
、
國

の
仕
事
に
つ
い
て
、
國
民
が
、
お
ゝ
い
に
意
見
を
は
な
し
あ
っ
て
き
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
政
党
が
爭
う
の
は
、
け
っ
し
て
け
ん
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
民
主
主
義
で
や
れ
ば
、
か
な
ら
ず
政
党
と
い
う
も
の
が
で
き

る
の
で
す
。
ま
た
、
政
党
が
い
る
の
で
す
。
政
党
は
い
く
つ
あ
っ
て
も
よ
い

の
で
す
。
政
党
の
数
だ
け
、
國
民
の
意
見
が
、
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
と
思

え
ば
よ
い
の
で
す
。
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
で
は
政
党
を
む
り
に
一
つ
に
ま
と

め
て
し
ま
い
、
ま
た
日
本
で
も
、
政
党
を
や
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
結
果
は
ど
う
な
り
ま
し
た
か
。
國
民
の
意
見
が
自
由
に
き
か
れ

な
く
な
っ
て
、
個
人
の
権
利
が
ふ
み
に
じ
ら
れ
、
と
う
〳
〵
お
そ
ろ
し
い
戰
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爭
を
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
國
会
の
選
挙
の
あ
る
ご
と
に
、
政
党
は
、
じ
ぶ
ん
の
團
体
か
ら
議
員
の
候

補
者
を
出
し
、
ま
た
じ
ぶ
ん
の
意
見
を
國
民
に
知
ら
せ
て
、
國
会
で
な
る
べ

く
た
く
さ
ん
の
議
員
を
え
よ
う
と
し
ま
す
。
衆
議
院
は
、
参
議
院
よ
り
も
大

き
な
力
を
も
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
衆
議
院
で
い
ち
ば
ん
多
く
議
員
を
、
じ
ぶ

ん
の
政
党
か
ら
出
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
れ
で
衆
議
院
の
選
挙
は
、
政
党

に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
大
事
な
こ
と
で
す
。
國
民
は
、
こ
の
政
党
の
意
見
を
よ

く
し
ら
べ
て
、
じ
ぶ
ん
の
よ
い
と
思
う
政
党
の
候
補
者
に
投
票
す
れ
ば
、
じ

ぶ
ん
の
意
見
が
、
政
党
を
と
お
し
て
國
会
に
と
ど
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ど
の
政
党
に
も
は
い
っ
て
い
な
い
人
が
、
候
補
者
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
國
民
は
、
こ
の
よ
う
な
候
補
者
に
投
票
す
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ

67



ん
自
由
で
す
。
し
か
し
政
党
に
は
、
き
ま
っ
た
意
見
が
あ
り
、
そ
れ
は
國
民

に
知
ら
せ
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
政
党
の
候
補
者
に
投
票
を
し
て
お
け
ば
、
そ

の
人
が
國
会
に
出
た
と
き
に
、
ど
う
い
う
意
見
を
の
べ
、
ど
う
い
う
ふ
う
に

は
た
ら
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
き
ま
っ
て
い
ま
す
。
も
し
政
党
の

候
補
者
で
な
い
人
に
投
票
し
た
と
き
は
、
そ
の
人
が
國
会
に
出
た
と
き
、
ど

う
い
う
よ
う
に
は
た
ら
い
て
く
れ
る
か
が
、
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
ふ
べ
ん

が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
選
挙
ご
と
に
、
衆
議
院
に
多
く
の
議

員
を
と
っ
た
政
党
の
意
見
で
、
國
の
仕
事
を
や
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
國
民
ぜ
ん
た
い
の
中
で
、
多
い
ほ
う
の
意
見
で
、

國
を
治
め
て
ゆ
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
、
國
民
は
、
政
党
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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じ
ぶ
ん
の
す
き
な
政
党
に
は
い
り
、
ま
た
じ
ぶ
ん
た
ち
で
す
き
な
政
党
を
つ

く
る
の
は
、
國
民
の
自
由
で
、
憲
法
は
、
こ
れ
を
「
基
本
的
人
権
」
と
し
て

み
と
め
て
い
ま
す
。
だ
れ
も
こ
れ
を
さ
ま
た
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
十
　
内
閣

「
内
閣
」
は
、
國
の
行
政
を
う
け
も
っ
て
い
る
機
関
で
あ
り
ま
す
。
行
政
と

い
う
こ
と
は
、
ま
え
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
「
立
法
」
す
な
わ
ち
國
の
規

則
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
と
、
「
司
法
」
す
な
わ
ち
裁
判
を
す
る
こ
と
を
の
ぞ

い
た
あ
と
の
、
國
の
仕
事
を
ま
と
め
て
い
う
の
で
す
。
國
会
は
、
國
民
の
代

表
に
な
っ
て
、
國
を
治
め
て
ゆ
く
機
関
で
す
が
、
た
く
さ
ん
の
議
員
で
で
き
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て
い
る
し
、
ま
た
一
年
中
開
い
て
い
る
わ
け
に
も
ゆ
き
ま
せ
ん
か
ら
、
日
常

の
仕
事
や
こ
ま
／
″
＼
し
た
仕
事
は
、
別
に
役
所
を
こ
し
ら
え
て
、
こ
ゝ
で

と
り
あ
つ
か
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
の
役
所
の
い
ち
ば
ん
上
に
あ
る
の
が
内
閣

で
す
。

　
内
閣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
國
務
大
臣
と
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。
「
内
閣

総
理
大
臣
」
は
内
閣
の
長
で
、
内
閣
ぜ
ん
た
い
を
ま
と
め
て
ゆ
く
、
大
事
な

役
目
を
す
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
内
閣
総
理
大
臣
に
だ
れ
が
な
る
か
と
い
う

こ
と
は
、
た
い
へ
ん
大
事
な
こ
と
で
す
が
、
こ
ん
ど
の
憲
法
は
、
内
閣
総
理

大
臣
は
、
國
会
の
議
員
の
中
か
ら
、
國
会
が
き
め
て
、
天
皇
陛
下
に
申
し
あ

げ
、
天
皇
陛
下
が
こ
れ
を
お
命
じ
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
國
会
で

き
め
る
と
き
、
衆
議
院
と
参
議
院
の
意
見
が
分
か
れ
た
と
き
は
、
け
っ
き
ょ
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く
衆
議
院
の
意
見
ど
お
り
に
き
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
内
閣
総
理
大
臣
を

國
会
で
き
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
衆
議
院
で
た
く
さ
ん
の
議
員
を
も
っ
て
い

る
政
党
の
意
見
で
、
き
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、

政
党
か
ら
で
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
ほ
か
の
國
務
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
、
自
分
で
え
ら
ん
で
國

務
大
臣
に
し
ま
す
。
し
か
し
、
國
務
大
臣
の
数
の
半
分
以
上
は
、
國
会
の
議

員
か
ら
え
ら
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
國
務
大
臣
は
國
の
行
政
を
う
け
も

つ
役
目
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
國
務
大
臣
の
中
か
ら
、
大
蔵
省
、
文
部
省
、

厚
生
省
、
商
工
省
な
ど
の
國
の
役
所
の
長
に
な
っ
て
、
そ
の
役
所
の
仕
事
を

分
け
て
う
け
も
つ
人
が
き
ま
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
各
省
大
臣
」
と
い
い
ま
す
。

つ
ま
り
國
務
大
臣
の
中
に
は
、
こ
の
各
省
大
臣
に
な
る
人
と
、
た
ゞ
國
の
仕
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事
ぜ
ん
た
い
を
み
て
ゆ
く
國
務
大
臣
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
内
閣
総
理
大
臣

が
政
党
か
ら
で
る
以
上
、
國
務
大
臣
も
じ
ぶ
ん
と
同
じ
政
党
の
人
か
ら
と
る

こ
と
が
、
國
の
仕
事
を
や
っ
て
ゆ
く
上
に
べ
ん
り
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
國
務

大
臣
の
大
部
分
が
、
同
じ
政
党
か
ら
で
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
一
つ
の
政
党
だ
け
で
は
、
國
会
に
自
分
の
意
見
を
と
お
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
思
っ
た
と
き
は
、
意
見
の
ち
が
う
ほ
か
の
政
党
と
組
ん
で
内
閣

を
つ
く
り
ま
す
。
こ
の
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
政
党
か
ら
、
み
な
國
務
大
臣
が

で
て
、
い
っ
し
ょ
に
、
國
の
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
政
党
の

人
で
な
く
と
も
、
國
の
仕
事
に
明
か
る
い
人
を
、
國
務
大
臣
に
入
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
民
主
主
義
の
や
り
か
た
で
は
、
け
っ
き
ょ
く
政
党

が
内
閣
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
、
政
党
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
と
國
務
大
臣
の
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お
ゝ
ぜ
い
が
で
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
を
「
政
党
内
閣
」
と
い
う
の
で

す
。

　
内
閣
は
、
國
の
行
政
を
う
け
も
ち
、
ま
た
、
天
皇
陛
下
が
國
の
仕
事
を
な

さ
る
と
き
に
は
、
こ
れ
に
意
見
を
申
し
あ
げ
、
ま
た
、
御
同
意
を
申
し
ま
す
。

そ
う
し
て
じ
ぶ
ん
の
や
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
國
民
を
代
表
す
る
國
会
に
た

い
し
て
、
責
任
を
負
う
の
で
す
。
こ
れ
は
、
内
閣
総
理
大
臣
も
、
ほ
か
の
國

務
大
臣
も
、
み
な
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
責
任
を
負
う
の
で
す
。
ひ
と
り
〳

〵
べ
つ
／
″
＼
に
責
任
を
負
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
「
連
帯
し
て

責
任
を
負
う
」
と
い
い
ま
す
。

　
ま
た
國
会
の
ほ
う
で
も
、
内
閣
が
わ
る
い
と
思
え
ば
、
い
つ
で
も
「
も
う

内
閣
を
信
用
し
な
い
」
と
き
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
ゞ
こ
れ
は
、
衆
議
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院
だ
け
が
で
き
る
こ
と
で
、
参
議
院
は
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
國
民

の
そ
の
時
々
の
意
見
が
う
つ
っ
て
い
る
の
は
、
衆
議
院
で
あ
り
、
ま
た
、
選

挙
の
や
り
直
し
を
し
て
、
内
閣
が
、
國
民
に
、
ど
っ
ち
が
よ
い
か
を
き
め
て

も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
衆
議
院
だ
け
だ
か
ら
で
す
。
衆
議
院
が
内
閣

に
た
い
し
て
、
「
も
う
内
閣
を
信
用
し
な
い
」
と
き
め
る
こ
と
を
、
「
不
信

任
決
議
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
不
信
任
決
議
が
き
ま
っ
た
と
き
は
、
内
閣
は

天
皇
陛
下
に
申
し
あ
げ
、
十
日
以
内
に
衆
議
院
を
解
散
し
て
い
た
だ
き
、
選

挙
の
や
り
直
し
を
し
て
、
國
民
に
う
っ
た
え
て
き
め
て
も
ら
う
か
、
ま
た
は

辞
職
す
る
か
ど
ち
ら
か
に
な
り
ま
す
。
ま
た
「
内
閣
を
信
用
す
る
」
と
い
う

こ
と
（
こ
れ
を
「
信
任
決
議
」
と
い
い
ま
す
）
が
、
衆
議
院
で
反
対
さ
れ
て
、

だ
め
に
な
っ
た
と
き
も
同
じ
こ
と
で
す
。
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こ
の
よ
う
に
こ
ん
ど
の
憲
法
で
は
、
内
閣
は
國
会
と
む
す
び
つ
い
て
、
國

会
の
直
接
の
力
で
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
國
会
の
政
党
の
勢
力

の
変
化
で
、
か
わ
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。
つ
ま
り
内
閣
は
、
國
会
の
支
配
の
下

に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を
「
議
院
内
閣
制
度
」
と
よ
ん
で
い

ま
す
。
民
主
主
義
と
、
政
党
内
閣
と
、
議
院
内
閣
と
は
、
ふ
か
い
関
係
が
あ

る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
　
司
法

「
司
法
」
と
は
、
爭
い
ご
と
を
さ
ば
い
た
り
、
罪
が
あ
る
か
な
い
か
を
き
め

る
こ
と
で
す
。
「
裁
判
」
と
い
う
の
も
同
じ
は
た
ら
き
を
さ
す
の
で
す
。
だ
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れ
で
も
、
じ
ぶ
ん
の
生
命
、
自
由
、
財
産
な
ど
を
守
る
た
め
に
、
公
平
な
裁

判
を
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
司
法
と
い
う
國
の
仕
事
は
、
國

民
に
と
っ
て
は
た
い
へ
ん
大
事
な
こ
と
で
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
公
平
に
さ
ば

い
た
り
、
き
め
た
り
す
る
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
國
に
は
、

「
裁
判
所
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
司
法
と
い
う
仕
事
を
う
け
も
っ

て
い
る
の
で
す
。

　
裁
判
所
は
、
そ
の
仕
事
を
や
っ
て
ゆ
く
に
つ
い
て
、
た
だ
憲
法
と
國
会
の

つ
く
っ
た
法
律
と
に
し
た
が
っ
て
、
公
平
に
裁
判
を
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る

こ
と
を
、
憲
法
で
き
め
て
お
り
ま
す
。
ほ
か
か
ら
は
、
い
っ
さ
い
口
出
し
を

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
ま
た
、
裁
判
を
す
る
役
目
を
も
っ
て
い
る

人
、
す
な
わ
ち
「
裁
判
官
」
は
、
み
だ
り
に
役
目
を
取
り
あ
げ
ら
れ
な
い
こ
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と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を
「
司
法
権
の
独
立
」
と
い
い
ま
す
。
ま

た
、
裁
判
を
公
平
に
さ
せ
る
た
め
に
、
裁
判
は
、
だ
れ
で
も
見
た
り
き
い
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
國
会
と
同
じ
よ
う
に
、
裁
判
所

の
仕
事
が
國
民
の
目
の
前
で
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
憲
法
で

は
っ
き
り
と
き
め
て
あ
り
ま
す
。

　
こ
ん
ど
の
憲
法
で
、
ひ
じ
ょ
う
に
か
わ
っ
た
こ
と
を
、
一
つ
申
し
て
お
き

ま
す
。
そ
れ
は
、
裁
判
所
は
、
國
会
で
つ
く
っ
た
法
律
が
、
憲
法
に
合
っ
て

い
る
か
ど
う
か
を
し
ら
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
も

し
法
律
が
、
憲
法
に
き
め
て
あ
る
こ
と
に
ち
が
っ
て
い
る
と
考
え
た
と
き
は
、

そ
の
法
律
に
し
た
が
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
だ
か
ら
裁
判
所
は
、

た
い
へ
ん
お
も
い
役
目
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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み
な
さ
ん
、
私
た
ち
國
民
は
、
國
会
を
、
じ
ぶ
ん
の
代
わ
り
を
す
る
も
の

と
思
っ
て
、
し
ん
ら
い
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
を
、
じ
ぶ
ん
た
ち
の
権
利

や
自
由
を
守
っ
て
く
れ
る
み
か
た
と
思
っ
て
、
そ
ん
け
い
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
　
財
政

　
み
な
さ
ん
の
家
に
、
そ
れ
／
″
＼
く
ら
し
の
立
て
か
た
が
あ
る
よ
う
に
、

國
に
も
く
ら
し
の
立
て
か
た
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
國
の
「
財
政
」
で
す
。

國
を
治
め
て
ゆ
く
の
に
、
ど
れ
ほ
ど
費
用
が
か
ゝ
る
か
、
そ
の
費
用
を
ど
う

し
て
と
ゝ
の
え
る
か
、
と
ゝ
の
え
た
費
用
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
つ
か
っ
て
ゆ
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く
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
み
な
國
の
財
政
で
す
。
國
の
費
用
は
、
國
民

が
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
國
の
財
政
が
う
ま
く
ゆ
く
か
ゆ

か
な
い
か
は
、
た
い
へ
ん
大
事
な
こ
と
で
す
か
ら
、
國
民
は
、
は
っ
き
り
こ

れ
を
知
り
、
ま
た
よ
く
監
督
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
憲
法
で
は
、
國
会
が
、
國
民
に
代
わ
っ
て
、
こ
の
監
督
の
役
目
を

す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
監
督
の
方
法
は
い
ろ
〳
〵
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
お
も
な
も
の
を
い
い
ま
す
と
、
内
閣
は
、
毎
年
い
く
ら
お
金
が
は
い
っ

て
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
つ
か
う
か
と
い
う
見
つ
も
り
を
、
國
会
に
出

し
て
、
き
め
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
「
予
算
」
と
い
い

ま
す
。
ま
た
、
つ
か
っ
た
費
用
は
、
あ
と
で
計
算
し
て
、
ま
た
國
会
に
出
し

て
、
し
ら
べ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
「
決
算
」
と
い
い
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ま
す
。
國
民
か
ら
税
金
を
と
る
に
は
、
國
会
に
出
し
て
、
き
め
て
も
ら
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
内
閣
は
、
國
会
と
國
民
に
た
い
し
て
、
少
な
く
と
も

毎
年
一
回
、
國
の
財
政
が
、
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
、
知
ら
さ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
、
國
の
財
政
が
、
國
民
と
國
会
と
で
監
督

さ
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。

　
ま
た
「
会
計
檢
査
院
」
と
い
う
役
所
が
あ
っ
て
、
國
の
決
算
を
檢
査
し
て

い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
十
三
　
地
方
自
治

　
戰
爭
中
は
、
な
ん
で
も
「
國
の
た
め
」
と
い
っ
て
、
國
民
の
ひ
と
り
〳
〵
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の
こ
と
が
、
か
る
く
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
國
は
國
民
の
あ
つ

ま
り
で
、
國
民
の
ひ
と
り
〳
〵
が
よ
く
な
ら
な
け
れ
ば
、
國
は
よ
く
な
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
の
國
は
、
た
く
さ
ん
の
地
方
に
分
か
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
地
方
が
、
そ
れ
／
″
＼
さ
か
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
、
國

は
さ
か
え
て
ゆ
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
方
が
、
そ
れ
／
″
＼
じ
ぶ

ん
で
じ
ぶ
ん
の
こ
と
を
治
め
て
ゆ
く
の
が
、
い
ち
ば
ん
よ
い
の
で
す
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
地
方
に
は
、
そ
の
地
方
の
い
ろ
〳
〵
な
事
情
が
あ
り
、
そ
の
地
方

に
住
ん
で
い
る
人
が
、
い
ち
ば
ん
よ
く
こ
れ
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
じ

ぶ
ん
で
じ
ぶ
ん
の
こ
と
を
自
由
に
や
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
「
自
治
」
と
い
い
ま

す
。
そ
れ
で
國
の
地
方
ご
と
に
、
自
治
で
や
ら
せ
て
ゆ
く
こ
と
を
、
「
地
方

自
治
」
と
い
う
の
で
す
。
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こ
ん
ど
の
憲
法
で
は
、
こ
の
地
方
自
治
と
い
う
こ
と
を
お
も
く
み
て
、
こ

れ
を
は
っ
き
り
き
め
て
い
ま
す
。
地
方
ご
と
に
一
つ
の
團
体
に
な
っ
て
、
じ

ぶ
ん
で
じ
ぶ
ん
の
仕
事
を
や
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。
東
京
都
、
北
海
道
、
府
県
、

市
町
村
な
ど
、
み
な
こ
の
團
体
で
す
。
こ
れ
を
「
地
方
公
共
團
体
」
と
い
い

ま
す
。

　
も
し
國
の
仕
事
の
や
り
か
た
が
、
民
主
主
義
な
ら
、
地
方
公
共
團
体
の
仕

事
の
や
り
か
た
も
、
民
主
主
義
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
地
方
公
共
團
体

は
、
國
の
ひ
な
が
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
國
に
國
会
が
あ
る
よ
う

に
、
地
方
公
共
團
体
に
も
、
そ
の
地
方
に
住
む
人
を
代
表
す
る
「
議
会
」
が

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
地
方
公
共
團
体
の
仕
事
を
す
る
知
事
や
、

そ
の
他
の
お
も
な
役
目
の
人
も
、
地
方
公
共
團
体
の
議
会
の
議
員
も
、
み
な
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そ
の
地
方
に
住
む
人
が
、
じ
ぶ
ん
で
選
挙
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
地
方
自
治
が
、
は
っ
き
り
憲
法
で
み
と
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、

あ
る
一
つ
の
地
方
公
共
團
体
だ
け
の
こ
と
を
き
め
た
法
律
を
、
國
の
國
会
で

つ
く
る
に
は
、
そ
の
地
方
に
住
む
人
の
意
見
を
き
く
た
め
に
、
投
票
を
し
て
、

そ
の
投
票
の
半
分
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
み
な
さ
ん
、
國
を
愛
し
國
に
つ
く
す
よ
う
に
、
じ
ぶ
ん
の
住
ん
で
い
る
地

方
を
愛
し
、
じ
ぶ
ん
の
地
方
の
た
め
に
つ
く
し
ま
し
ょ
う
。
地
方
の
さ
か
え

は
、
國
の
さ
か
え
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
十
四
　
改
正
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「
改
正
」
と
は
、
憲
法
を
か
え
る
こ
と
で
す
。
憲
法
は
、
ま
え
に
も
申
し
ま

し
た
よ
う
に
、
國
の
規
則
の
中
で
い
ち
ば
ん
大
事
な
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ

を
か
え
る
手
つ
づ
き
は
、
げ
ん
じ
ゅ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
こ
ん
ど
の
憲
法
で
は
、
憲
法
を
改
正
す
る
と
き
は
、
國
会
だ
け
で

き
め
ず
に
、
國
民
が
、
賛
成
か
反
対
か
を
投
票
し
て
き
め
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。

　
ま
ず
、
國
会
の
一
つ
の
議
院
で
、
ぜ
ん
た
い
の
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の

賛
成
で
、
憲
法
を
か
え
る
こ
と
に
き
め
ま
す
。
こ
れ
を
、
憲
法
改
正
の
「
発

議
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
を
國
民
に
示
し
て
、
賛
成
か
反
対
か

を
投
票
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
う
し
て
ぜ
ん
ぶ
の
投
票
の
半
分
以
上
が
賛
成

し
た
と
き
、
は
じ
め
て
憲
法
の
改
正
を
、
國
民
が
承
知
し
た
こ
と
に
な
り
ま
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す
。
こ
れ
を
國
民
の
「
承
認
」
と
い
い
ま
す
。
國
民
の
承
認
し
た
改
正
は
、

天
皇
陛
下
が
國
民
の
名
で
、
こ
れ
を
國
に
発
表
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
改
正
の

「
公
布
」
と
い
い
ま
す
。
あ
た
ら
し
い
憲
法
は
、
國
民
が
つ
く
っ
た
も
の
で
、

國
民
の
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
か
え
た
と
き
も
、
國
民
の
名
義
で
発
表
す

る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
十
五
　
最
高
法
規

　
こ
の
お
は
な
し
の
い
ち
ば
ん
は
じ
め
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
「
最
高
法

規
」
と
は
、
國
で
い
ち
ば
ん
高
い
位
に
あ
る
規
則
で
、
つ
ま
り
憲
法
の
こ
と

で
す
。
こ
の
最
高
法
規
と
し
て
の
憲
法
に
は
、
國
の
仕
事
の
や
り
か
た
を
き
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め
た
規
則
と
、
國
民
の
基
本
的
人
権
を
き
め
た
規
則
と
、
二
つ
あ
る
こ
と
も

お
は
な
し
し
ま
し
た
。
こ
の
中
で
、
國
民
の
基
本
的
人
権
は
、
こ
れ
ま
で
か

る
く
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
憲
法
第
九
十
七
條
は
、
お
ご
そ
か
な
こ

と
ば
で
、
こ
の
基
本
的
人
権
は
、
人
間
が
な
が
い
あ
い
だ
力
を
つ
く
し
て
え

た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
〳
〵
の
こ
と
に
で
あ
っ
て
き
た
え
あ
げ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
け
っ
し
て
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永

久
の
権
利
で
あ
る
と
記
し
て
お
り
ま
す
。

　
憲
法
は
、
國
の
最
高
法
規
で
す
か
ら
、
こ
の
憲
法
で
き
め
ら
れ
て
あ
る
こ

と
に
あ
わ
な
い
も
の
は
、
法
律
で
も
、
命
令
で
も
、
な
ん
で
も
、
い
っ
さ
い

規
則
と
し
て
の
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
憲
法
が
は
っ
き
り
き
め
て
い
ま

す
。
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こ
の
よ
う
に
大
事
な
憲
法
は
、
天
皇
陛
下
も
こ
れ
を
お
守
り
に
な
り
ま
す

し
、
國
務
大
臣
も
、
國
会
の
議
員
も
、
裁
判
官
も
、
み
な
こ
れ
を
守
っ
て
ゆ

く
義
務
が
あ
る
の
で
す
。
ま
た
、
日
本
の
國
が
ほ
か
の
國
と
と
り
き
め
た
約

束
（
こ
れ
を
「
條
約
」
と
い
い
ま
す
）
も
、
國
と
國
と
が
交
際
し
て
ゆ
く
に

つ
い
て
で
き
た
規
則
（
こ
れ
を
「
國
際
法
規
」
と
い
い
ま
す
）
も
、
日
本
の

國
は
、
ま
ご
こ
ろ
か
ら
守
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
、
憲
法
で
き
め
ま
し
た
。

　
み
な
さ
ん
、
あ
た
ら
し
い
憲
法
は
、
日
本
國
民
が
つ
く
っ
た
、
日
本
國
民

の
憲
法
で
す
。
こ
れ
か
ら
さ
き
、
こ
の
憲
法
を
守
っ
て
、
日
本
の
國
が
さ
か

え
る
よ
う
に
し
て
ゆ
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
わ
り
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