
                   

権
利
・
義
務
規
定
改
正
へ
の
視
点

ー
憲
法
第
三
章
改
正
試
案
|

駒

沢

大

学

教

授

竹

花

光

範



                   



                   

権
利
・
義
務
規
定
改
正
へ
の
視
点



                   

目

i土

め

じ

次

4 

一
、
立
法
技
術
的
な
問
題
点
を
正
す
改
正
:
・
・
:
:
・
:
・
・
:
:
:
・
:
:
・
:
:
・

:
:
l
e
i
-
8

二
、
表
現
が
不
適
切
な
箇
所
の
改
正
・
・
・
:
目
・

改
正
試
案
①

改
正
試
案
②

11 

第
十
四
条
一
項
の
「
法
の
下
の
平
等
」
を

「
法
の
前
の
平
等
」
に
改
め
る
・
:
:
:
:
:
:
・
・

:
:
:
:
j
j
u

第
三
十
三
条
の
「
司
法
官
憲
」
を

「
裁
判
官
」
に
改
め
る
・
:
目

:
:
l
i
-
-
:
:
:
:
:
・:
l
E
e
-
-
・
:
日

三
、
不
備
な
社
会
権
規
定
を
補
充
す
る
改
正
目

j
i
-
-
-
・
:
・
:
:
:
:
回
目
;
目
:
:
・
:
・
:
日

改
正
試
案
③

第
二
十
四
条
に
新
た
に
第
三
墳
を
設
け
、

「
家
庭
の
保
護
」
に
関
す
る
定
め
を
お
く

:
j
i
-
-
i
:
:
:
・
:
:
初



                   

四
、
現
行
憲
法
に
欠
け
て
い
る
現
代
的
な
権
利
を
盛
り
込
む
改
正

:
:
:
:
:
j
i
-
-
-
j
i
-
-
n

改
正
試
案
④

第
二
十
一
条
-
一
項
を
三
項
に
移
し
、
新
た
に

「
知
る
権
利
」
に
関
す
る
定
め
を
二
項
と
し
て
お
く

:
j
i
-
-
:
i
M

五
、
多
く
の
憲
法
に
見
ら
れ
る
義
務
規
定
を
盛
り
込
む
改
正
・
・
:
・

:
:
j
'
:
:
・
:
・
:
:
幻

改
正
試
案
⑤

第
九
十
九
条
一
一
墳
を
二
項
に
移
し
、
新
た
に
「
憲
法
及
び

法
律
の
遵
守
義
務
」
に
関
す
る
定
め
を
一
項
と
し
て
お
く

:
:
:
:
m

六
、
権
利
濫
用
防
止
規
定
の
内
容
を
明
確
に
す
る
改
正

33 



                   

4 

l土

じ

め

現
慾
法
を
「
平
和
憲
法
」
で
あ
る
と
か

「
民
主
憲
法
」
で
あ
る
と
か
い

っ
て
礼
讃
す
る
人
逮

が
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
欠
陥
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
い
た
方
が
都
合
が
よ
い
と
い
っ
た
政
治

的
意
図
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
こ
と
き
ら
声
高
に
い
う
人
も
い
る
が
、
し
か
し
、
か
な
り

る
。
恐
ら
く
、

ひ
た
す
ら
素
朴
に
そ
の
よ
う
に
信
じ
込
ん
で
い
る
こ
と
も
事
実
の
よ
う
で
あ

そ
の
こ
と
が
、
成
立
以
来
、
す
で
に
四
十
五
年
の
歳
月
が
経
過
し
た
と
い
う
の

多
く
の
国
民
が、

に
、
そ
の
閥
、
部
分
的
に
も
一
皮
も
改
正
が
行
わ
れ
て
い
な
い
理
由
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
政
治
的
意
図
か
ら
す
る
議
論
は
お
く
と
し
て
、

一
般
に
、
現
憲
法
を
「
民
主
憲

法
」
で
あ
る
と
い
う
場
合
、

ど
う
や
ら
そ
れ
は
、
現
憲
法
の
採
用
し
て
い
る
議
会
制
民
主
主
義

み
の
上
に
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

む
し
ろ
現
憲
法
の
人
権
規
定
が
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
い
込

つ
ま
り
、
現
憲
法
は
、
国
民
の
人
権
を
充
分
保
障
し

を
き
し
て
と
い
う
よ
り
、



                   

て
い
る
が
故
に
、

「民
主
憲
法
」
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
現
憲
法
の
人
権
規
定
が
優
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
民
の
権
利
や
自
由
を
保
障
す

る
に
欠
〈
る
こ
と
な
亡
、
左
胸
を
張
っ
て
い
え
る
よ
、
7
な
内
容
で
あ
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も

「
国
民
の
権
利
及
び
義
務
」
を
定
め
た
第
三
章
の
欠
陥
な
い
し
不
備
を
理
由
と
し
て
、
改
憲
を

主
張
す
る
こ
と
は
説
得
力
を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
果
た
し
て
実
態
は
ど
う
な
の
か
。
突
の
と
こ
ろ
、
現
地
思
法
の
人
権
規
定
は
、
若
干
の

箇
条
(
例
え
ば
、
生
存
権
規
定
)
を
除
け
ば
、
十
八
世
紀
な
い
し
十
九
世
紀
憲
法
の
そ
れ
で
あ

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
自
由
権
絶
対
的
な
色
彩
が
濃
い
(
例
え
ば
、
第
二
十
九
条
一

項
は
「
財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
、
近
代
初
頭
の
財
産
権
不
可
侵
の

思
想
に
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
)
点
や
二
十
世
紀
憲
法
に
特
有
な
社
会
権
規
定
が
不
備

な
点
、
さ
ら
に
は
、
最
近
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
新
し
い
権
利
(
例
え
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権

利
や
知
る
権
利
、
さ
ら
に
は
環
境
権
)
に
関
す
る
規
定
が
欠
落
し
て
い
る
点
等
は
否
定
で
き
な

5 



                   

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

。

一
般
に
充
全
な
保
障
が
な
き
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
自
由
権
に
つ
い
て
も
、
条

文
の
表
現
が
適
切
で
な
い
も
の
が
相
当
あ
る
し
、
そ
の
他
、
権
利
濫
用
防
止
規
定
や
義
務
規
定

ま
た
、

の
不
備
も
、
諸
外
国
の
憲
法
と
比
較
す
る
と
き
目
に
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
客
観
的
に
み
て
、
現
憲
法
の
人
権
規
定
は
、
少
な
か
ら
ざ
る
問
題
点
を
含
ん

で
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
ら
ば
、
な
ぜ
、
大
か
た
の
国
民
の
閲
で

「
民
主
憲
法
」
と
い
っ
た
評
価
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
札
は
、
国
民
の
多
く
が
、
憲
法
の
内
容
を
自
ら
検
証
し
、
そ
の
上
で
主
体
的

案
ず
る
に
、

に
「
民
主
憲
法
」
だ
と
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
各
種
の
世
論
調
査
の

結
果
を
み
て
も
、
現
憲
法
を
「
よ
く
読
ん
だ
」
、
「
一
通
り
読
ん
だ
」
と
い
う
答
え
は
、
常
に
全

体
の
二
割
に
も
達
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
結
局
、
国
民
の
八
割
以
上
が
憲
法
の
内
容
を

マ
ス
コ
ミ
や
一
部
の
政
党
が
練
り
返
し
現
憲
法

知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
で
は
、



                   

を
「
民
主
憲
法
」
だ
と
い
え
ば
、
多
く
の
国
民
が
そ
の
よ
う
に
信
じ
て
し
ま
う
の
も
無
理
は
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
憲
法
問
題
を
論
ず
る
際
、
我
々
は
、

ヲ
」
う
し
た
事
実
を
よ
く
頭
に
入

れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

虚
像
を
も
と
に
し
た
憲
法
論
議
は
、
厳
に
排
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
憲
法
の
実
像
を

そ
の
上
で
冷
静
な
論
議
を
展
開
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
っ
か
り
と
と
ら
え
て
、

以
下
に
お
い
て
、
現
憲
法
第
三
章
に
つ
い
て
、

ど
こ
に
不
都
合
が
あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
改
め

た
ら
良
い
か
、

に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
現
状
で
は
、
改
憲
ア
レ
ル
ギ
ー
が
依
然
と
し
て
強
く
、
満
足

す
べ
き
改
正
を
一
度
で
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
も
、
問
題
点
の
指
摘

は
ほ
ぼ
網
羅
的
に
行
っ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
改
正
試
案
を
示
す
の
は
、
改
正
の
必
要
度
や
実

現
可
能
性
と
い
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
国
民
一
般
の
理
解
を
得
や
す
い
点
を
中
心
に
、

た
だ
し
、

極
め
て
限
ら
れ
た
箇
条
(
五
カ
条
)

に
と
ど
め
て
い
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

7 



                   

8 

、

立
法
技
術
的
な
問
題
点
を
正
す
改
正

第
三
章
で
、
ま
ず
気
に
な
る
の
は
、
立
法
技
術
的
な
問
題
点
で
あ
る
。

感
ず
る
の
で
あ
る
が
、
権
利
保
障
が
あ
ま
り
に
羅
列
的
で
、
か
つ
、
雑
然
と
し
す
ぎ
て
は
い
ま

い
か
。
同
じ
基
本
的
人
権
と
い
っ
て
も
、
そ
の
性
格
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
い
く
つ
か
の
グ

ル
ー
プ
が
あ
り
、
序
列
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
由
や
権
利
を
「
内
心
の
自
由
」
、

「
表
現
の
自
由
」
、
「
政
治
的
権
利
」
、
「
経
済
的
権
利
」
、
「
社
会
的
権
利
」
、
「
司
法
的
権
利
」
な

ど
に
整
理
統
合
し
、
そ
の
内
容
や
性
質
に
従
っ
て
順
次
規
定
し
て
い
く
と
い
っ
た
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
現
在
の
よ
う
な
場
当
た
り
的
な
規
定
で
は
、
国
民
の
人
権
に
つ
い
て
の
理
解
に
も

マ
イ
ナ
ス
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

一
読
し
た
だ
け
で
も

立
法
技
術
的
な
問
題
点
を
も
う
一
つ
挙
げ
て
お
く
。
現
憲
法
は
一
つ
一
つ
の
権
利
の
規
定
の



                   

仕
方
が
ま
ち
ま
ち
で
統

一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
す
べ
て
国
民
は
・
・
・
権
利
を
有
す
る
」
と

い
っ
た
り
、
「
何
人
も

・
・
・
の
自
由
を
侵
き
れ
な
い
」
と
い

っ
た
り
、
「
・
・
・
す
る
こ
と
は

国
民
の
権
利
で
あ
る
」
と
い

っ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
、
あ
ま
り
に
も
不
体

裁
で
は
な
い
か
と
い
、
ヲ
こ
主
で
あ
る
。
各
条
の
主
語
を
、
「
日
本
国
民
は
・
・
・
」
に
統
一
す
る

ぐ
ら
い
の
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
上
、

立
法
技
術
的
な
問
題
点
の
う
ち
、

と
く
に
自
に
つ
く
も
の
を
二
つ
指
摘
し
た
が
、
こ

の
よ
う
な
点
で
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
憲
法
が
限
ら
れ
た
時
間
内
に
相
当
急
い
で
作

ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
、?
。

E
こ
ろ
で
、
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
改
め
る
に
も
、
憲
法
改
正
の
手
続
き
を
踏

ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
内
容
に
は
一
切
変
更
を
加
、え
な
い
で
、

単
に
立
法
技
術
的
な
欠
陥
を
正
す
と
い
う
よ
う
な
改
正
も
あ
り
得
る
と
い
、フ
こ
と
で
み
討
。
恐

ら
く
、
こ
の
よ
う
な
改
正
に
は
何
人
と
い
え
ど
も
反
対
す
る
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

。



                   

う
な
改
正
に
ま
で
敢
え
て
反
対
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
「
為
に
す
る
」

反
対
だ
と
言
わ
れ
て
も
致
し
方
な
い
。

.0 

(注
)

こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を

負
ふ
し
と
旧
仮
名
使
い
を
用
い
て
い
る
。
「
負
ふ
」
を
「
負
う
」
と
新
仮
名
使
い
に
改
め
る
と

い
っ
た
改
正
も
考
、
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
も
、
も
ち
ろ
ん
改
正
手
続
き
(
第
九
十
六
条
)

第
十
二
条
で
は
「
・
・

・
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
、

を
踏
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。



                   

一一、
表
現
が
不
適
切
な
個
所
の
改
正

第
三
章
に
は
、
表
現
が
不
適
切
な
た
め
に
解
釈
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と

に
な

っ
て
し
ま
、
フ
規
定
が
か
な
り
あ
る
。
す
べ
て
を
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
代
表
的
な

も
の
に
と
ど
め
る
が
、
ま
ず
平
等
権
の
原
則
的
な
規
定
で
あ
る
第
十
四
条
に
大
き
な
問
題
が
あ

'
Q
。同

条
第
一
項
は
、
「
す
べ
て
国
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社

会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
会
的
関
係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な

い
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
一
見
、
何
の
問
題
も
な
い
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
が
、
実
は
「
法
の

下
に
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
「
法
の
適
用
の
下
に
お
け
る
平
等
」
し
か
意
味
し
な

い
と
い
う
解
釈
も
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
し
そ
ん
な
解
釈
が
行
わ
れ
る
と
、「
法
の
内
容

I I 



                   

は
ど
、
7
で
も
よ
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

「法
に
よ
り
き
、
え
す
れ
ば
」
国
民
を
差
別
す
る
こ
と

12 

が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

現
在
は
、
自
由
民
主
主
義
の
政
党
が
政
権
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
不
適
切
な
表

現
で
も
問
題
は
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
将
来
、
左
か
右
の
独
裁
主
義
的
な
政
治
勢
力
が
政

機
を
と
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
政
権
の
反
対
者
に
対
し
て
は
、
「
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
関

定
住
ニ

係
に
お
い
て
」
差
別
す
る
よ
う
な
立
法
を
行
う
こ
と
も
憲
法
は
認
め
て
い
る
の
だ
、
と
い
っ
た

主
張
が
ま
か
り
通
る
よ
う
な
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
は
、

「法
の
下
に

(S
E吋
汁

F
O
E
4)」
を
、
「
法
の
前
に

(
F
o
r
z
吾
m
E司
)
」
に
改
め

る
必
要
が
あ
る
。
「
法
の
前
に
」
で
あ
れ
ば
、
法
の
定
立
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
内
容
そ
の
も
の
に

お
い
て
も
国
民
を
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
が
明
白
に
な
る
わ
け
で
あ
る

国
の
憲
法
で
は
例
外
な
く
「
法
の
前
に
」
と
な

っ
て
い
る
)。

(
諸
外



                   

改
正
試
案
①

現
行
第
十
四
条
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
四
条
一
項
す
べ
て
国
民
は
、
法
の
前
に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
、
信
条
、

性
別
、
社
会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
会
的

関
係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な
い
。

表
現
の
不
適
切
な
点
を
も
う
一
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。
現
憲
法
第
三
十
三
条
は
、
「
何
人
も
、

現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
権
限
を
有
す
る
司
法
官
憲
が
発
し
、
且
つ
理

由
と
な
っ
て
い
る
犯
罪
を
明
示
す
る
令
状
に
よ
ら
な
け
れ
ば
逮
捕
さ
れ
な
い
。
」
と
定
め
て
い

(
流
比
二
)

る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
令
状
主
義
」
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
司
法
官
癒
」
と
い
う
表

現
は
問
題
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
文
理
解
釈
さ
れ
た
ら
、
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

13 



                   

検
察
官
や
瞥
壁
百
も
司
法
権
の
作
用
に
関
係
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
意
味
で
は

「
司
法
官
憲
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
現
状

で
は
、
検
察
官
や
瞥
察
官
に
よ

っ
て
発
せ
ら
れ
る
令
状
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

現
在
は
、
民
主
的
な
権
限
の
下
に
あ
る
の
で
、
右
に
述
べ
た

「法
の
下
の
平
等
」
の
場
合
と

同
様
、
問
題
は
顕
在
化
し
て
こ
な
い
が
、
こ
れ
を
こ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
い
て
、
将
来
、
非
民

主
的
な
政
権
が
で
き
た
と
す
る
と
、
検
察
官
や
警
察
官
が
み
ず
か
ら
発
す
る
令
状
に
よ
っ
て
、

任
意
に
逮
捕
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
公
正
な
地
位
に
あ
る
裁
判
官
に

よ
っ
て
不
当
な
逮
捕
を
抑
制
す
る
と
い
う
趣
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
「
司
法
官
同
窓
」
と

い
う
表
現
を

「裁
判
官
」
に
改
め
る
必
要
が
あ
る
。

改
正
試
案
②

現
行
第
三
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

.4 



                   

第
三
十
三
条
何
人
も
、
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、

権
限
を
有
す
る
裁
判
官
が
発
し
、
且
つ
理
由
と
な
っ
て
い
る
犯
罪
を
明
示

す
る
令
状
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
逮
捕
さ
れ
な
い
。

な
お
、
右
の
点
は
、
同
様
に
「
司
法
官
憲
」
な
る
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
第
三
十
五
条
一
一

項
(
「
捜
査
又
は
押
収
は
、
権
限
を
有
す
る
司
法
官
憲
が
発
す
る
格
別
の
令
状
に
よ
り
、
こ
れ
を

行
ふ
。
」
)
に
つ
い
て
も
い
え
る
わ
け
で
あ
り
、
で
き
れ
ば
、
閑
条
も
同
時
に
改
正
が
必
要
で
あ

ム
ご
フ以

上
、
表
現
が
不
適
切
な
た
め
に
、
解
釈
の
結
果
に
よ
っ
て
は
権
利
保
障
が
な
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
例
を
二
つ
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
改
正
試
案
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ

15 



                   

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
現
憲
法
下
の
人
権
は
、
憲
法
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る

と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
民
主
的
な
政
権
が
続
い
て
い
る
が
故
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う

「
綱
渡
り
的
」
な
側
面
が
あ
る
と
言
え
る
よ
う
で
ね
干

16 

(
注
こ

こ
の
場
合
は
、
「
信
条
L

の
追
い
を
理
由
と
す
る
わ
け
で
あ
ろ
う
が
(
例
え
ば
、
反

体
制
分
子
と
い
う
こ
と
で
)
、
第
十
四
条
一
項
の
い
う
「
信
条
」
と
は
、
単
に
宗
教
上
の
信
仰

箇
条
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
広
く
各
人
の
人
生
観
や
世
界
観
な
ど
を
も
含
む
と
一
般
に

解
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
「
政
治
的
、
経
済
的
ま
た
は
社
会
的
関
係
に
お
い
て
」
と
は
、
国
家
に
よ
っ
て
規
制

さ
れ
る
国
民
の
全
生
活
分
野
に
わ
た
っ
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
注
二
)

た
裁
判
書
) 強

制
処
分
を
す
る
に
は
、
裁
判
所
又
は
、
裁
判
官
の
令
状
(
強
制
処
分
を
記
載
し

が
必
要
で
あ
る
と
す
る
主
義
の
こ
と
で
あ
る
。
強
制
処
分
の
理
由
と
必
要
性
を



                   

公
正
な
第
三
者
と
し
て
の
機
関
に
審
査
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
強
制
処
分
の
濫
用
、
人
権
侵

害
の
防
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(注一ニ)

民
主
的
な
解
釈
運
用
に
よ
っ
て
問
題
を
ク
リ
ア
ー
し
て
い
る
点
は
他
に
も
あ
る
。

例
え
ば
、
第
三
十
一
条
は
「
法
律
の
定
め
る
手
続
」
と
あ
る
だ
け
で
、
「
適
正
な
」
と
か
「
正

当
な
」
と
い
っ
た
一
一
言
葉
が
入
っ
て
い
な
い
た
め
、
単
に
刑
事
手
続
が
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
、
と
い
っ
解
釈
が
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。
き
ら
に
、
本
条
の
場

合
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
を
含
ん
で
い
る
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
点
や
、
行
政
手
続

に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
点
も
、
問
題
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
第
三
十
二
条
の
場
合
も
、
単
に
、
「
裁
判
所
に
お
い
て
」
と
だ
け
あ
る
た
め
、
解

釈
上
疑
義
の
生
ず
る
余
地
が
あ
る
ロ
や
は
り
、
「
適
法
な
(
な
い
し
は
公
正
な
)
裁
判
所
」
に

お
い
て
、
「
資
格
を
有
す
る
裁
判
官
」
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
で
あ
る
、
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
必
要
が
あ
ろ
、
7
。

17 
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一一一、

不
備
な
社
会
権
規
定
を
補
充
す
る
改
正

右
に
み
た
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
と
は
い
、
ぇ
、
現
憲
法
は
、
「
自
由
権
」
に
つ
い
て
は
か
な
り

の
条
文
数
を
き
い
て
そ
れ
な
り
の
保
障
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
現
代
憲
法
」
に

と
っ
て
不
可
欠
な
社
会
権
規
定
に
つ
い
て
は
、
は
な
は
だ
不
備
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
現

憲
法
が
、
し
ば
し
ば
前
世
紀
的
憲
法
だ
と
批
判
さ
れ
る
の
も
、
人
権
規
定
が
、
あ
ま
り
に
も
自

由
権
絶
対
的
で
、
「
二
十
世
紀
的
基
本
権
」
と
も
い
わ
れ
る
社
会
権
に
関
す
る
規
定
が
不
備
な

こ
と
に
、
主
と
し
て
理
由
が
あ
る
と
い
え
る
。

現
憲
法
も
、

一
応
、
第
二
十
五
条
で
「
生
存
権
」
や
「
国
の
社
会
保
障
義
務
」
に
関
す
る
規

定
を
お
く
な
ど
最
小
限
度
の
規
定
を
設
け
て
は
い
る
。
だ
が
、
最
近
の
諸
外
国
の
憲
法
で
は
、

「
母
子
及
び
老
人
の
保
護
」
、
「
勤
労
の
保
護
」
、
「
女
子
及
び
年
少
者
の
労
働
の
保
護
」
、
「
家
庭



                   

の
尊
重
及
び
保
殻
」
に
関
す
る
規
定
を
お
い
た
り
、
さ
ら
に
は
、

「最
低
貨
金
制
」、

「男
女
同

一

賃
金
」、
「
年
次
有
給
休
暇
」
な
ど
の
原
則
に
つ
い
て
も
、
明
文
の
規
定
を
お
く
傾
向
に
あ
る
。

こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
た
だ
ち
に
憲
法
に
盛
り
込
め
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
例

え
ば
、
「
母
子
及
び
若
人
の
保
護
」
、
「
勤
労
の
保
護
」
、
「
家
庭
の
保
護
」
に
関
す
る
規
定
な
ど
は

必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
か
ん
ず
く
「
家
庭
の
保
護
」
に
関
す
る
定
め
は
、
今
日
の
世
相

も
ち
ろ
ん
、

か
ら
考
え
て
最
も
緊
急
度
が
商
い
、
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。

現
憲
法
に
は
、
婚
姻
や
夫
婦
に
関
す
る
規
定
は
あ
る
も
の
の
、
社
会
生
活
の
基
礎
単
位
と
し

て
の
寸
夜
間
貯
」
に
つ
い
て
は
、
何
ら
の
定
め
も
な
い
。
夫
婦
が
家
庭
の
中
心
で
あ
る
こ
と
は
否

定
し
な
い
が
、
家
庭
は
、
他
に
そ
の
親
や
子
を
も
含
ん
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
家
庭
の
生
活
が
幸
福
で
萱
か
で
あ
る
よ
う
、
憲
法
上
何
ら
か
の
保
障
惜
置
を
講
じ
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。

j。



                   

改
正
試
案
③

現
行
第
二
十
四
条
に
新
た
に
第
三
項
を
設
け
、
次
の
よ
う
な
定
め
を
お
く
。

20 

第
二
十
四
条
三
項
国
は
、
国
民
生
活
の
基
礎
単
位
と
し
て
、
家
庭
を
尊
重

し
、
及
び
こ
れ
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
規
定
を
、
ま
ず
憲
法
に
置
い
て
、
そ
の
上
で
、
国
が
何
ら
か
の
具
体
的
施
策
を

な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
庭
(
家
族
)
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
今
日
の
過
度
な
自
分

本
位
の
考
え
方
も
是
正
さ
れ
、
深
刻
化
し
つ
つ
あ
る
青
少
年
の
非
行
な
ど
も
、
あ
る
程
度
防
止

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

(
注
)

ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者
、

R
-
M
・

7

ツ
キ
|
パ
|
は
、
「
政
府
の
起
源
は
家
庭
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
、
原
初
的
社
会
単
位
で
あ
る
「
家
庭
し
に
、
政
治
の
本
質
を
な



                   

す
規
則
お
よ
び
統
制
が
い
ち
早
く
存
在
し
た
と
主
張
し
、
「
家
庭
の
存
在
は
、
性
の
規
制
、
所

有
の
規
制
、
お
よ
ぴ
年
少
者
た
ち
の
規
制
を
必
要
と
す
る
」
と
い
、
九
そ
し
て
、
こ
れ
ら
、

「
家
庭
L

に
み
ら
れ
る
三
つ
の
主
要
な
規
制
を
考
察
す
る
と
、
そ
れ
が
政
治
的
政
府
に
み
ら

れ
る
規
制
の
萌
芽
で
あ
る
こ
と
が
判
る
と
断
じ
て
い
る
。
国
家
社
会
の
健
全
な
発
展
の
た
め

に
も
、
寸
家
庭
の
保
議
」
の
重
要
性
は
否
定
す
べ
く
も
な
か
ろ
う
。

2 r 
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四

現
行
憲
法
に
欠
け
て
い
る

現
代
的
な
権
利
を
盛
り
込
む
改
正

従
来
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
現
憲
法
の
権
利
規
定
の
問
題
点
の
一
つ

と
し
て
、
最
近
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
新
し
い
権
利
に
つ
い
て
、
何
ら
の
明
文
規
定
も
置
か
れ
て

い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
」
や

(
注
こ

「
知
る
権
利
」
、
さ
ら
に
は
「
環
境
権
」
と
い
っ
た
諸
権
利
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
、
憲
法
上
の

明
記
が
必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
。

現
在
で
も
、
解
釈
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
権
利
が
、
徐
々
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
は
い
る
が
、
「
解
釈
」
に
頼
っ
て
い
た
の
で
は
限
界
が
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
、
今
回
は
、

「
知
る
権
利
」
を
採
り
あ
げ
よ
う
と
思
う
が
、
現
状
で
は
、
同
権
利
は
、
第
二
十
一
条
の
「
表



                   

現
の
自
由
」
に
関
す
る
規
定
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
で
は
、
あ
く
ま
で

も
「
自
由
権
」
と
し
て
の
そ
れ
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
い
、
「
受
け
手
」
の
側
の
「
知
る
権
利
」
が

侵
害
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
を
理
由
に
し
て
、
そ
の
権
利
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
国
民
が
、

原
告
と
し
て
訴
訟
の
場
に
登
場
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
「
知
る
権
利
」
と
は
、
自
由
に
情
報
を
得
て
豊
か
な
精
神
生
活
を
営
む
権
利
で
あ

り
、
と
く
に
、
国
や
公
共
団
体
の
有
す
る
情
報
の
公
開
を
求
め
る
「
請
求
権
」
と
し
て
の
側
面

が
重
要
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
知
る
権
利
」
を
「
請
求
権
」
と
し
て
も
明
白
に
認
め
る
た
め
に

は
、
問
権
利
を
憲
法
上
明
記
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

改
正
試
案
④

現
行
第
二
十
一
条
二
項
を
三
項
に
移
し
、
代
わ
り
に
、
新
た
に
次
の
よ
う
な

規
定
を
二
項
と
し
て
お
く
。

23 
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第
二
十

一
条
二
項
日
本
国
民
は
、
国
の
安
全
及
び
公
共
の
秩
序
並
び
に
個

人
の
尊
厳
を
侵
さ
な
い
限
り
、

一
般
に
入
手
で
き
る
情
報
源
か
ら
、
情
報

を
得
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
権
利
を
有
す
る
。

そ
れ
が
濫
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
極
め
て

白
身
し
い
事
態
を
招
来
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
通
則
規
定
た
る
第
十
二
条
、
第
十
三
条
の
い

う

「公
共
の
福
祉
」
に
よ
る
制
約
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
さ
ら
に
、
注
意
的
に
、
「
国
の
安
全

一
般
に
入
手
で
き
る
情
報
源
か

と
こ
ろ
で
、
本
権
利
に
つ
い
て
は
、

及
び
公
共
の
秩
序
並
び
に
個
人
の
尊
厳
を
侵
き
な
い
限
り
、

【
怜

t
z

ら
」
を
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。

憲
法
上
、
明
文
を
も
っ
て
「
知
る
権
利
」
を
保
障
し
て
い
る
諸
国
で
は
、
例
外
な
く
、
「
国
家

の
安
全
」
や
「
公
序
良
俗
」
に
反
す
る
場
合
な
ど
に
は
、
そ
れ
が
制
限
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る



                   

旨
の
定
め
を
置
い
て
い
る
。
な
お
、

=

般
に
入
手
で
き
る
情
報
源
か
ら
」
は
、
ド
イ
ツ
の
「
ボ

ン
基
本
法
」
の
規
定
に
な
ら
っ
た
。

(
注
一
)

い
ず
れ
も
新
し
い
権
利
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、

明
確

で
な
い
点
も
あ
る
が
、
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
」、
「
環
境
権
」
に
つ
い
て
も
簡
単
な
概
念
規

定
を
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
」
と
は
、
私
生
活
や
私
事
を
他
人
の
侵
害
か
ら
守
る
権
利
で
あ

る
。
社
会
的
評
価
に
か
か
わ
り
な
く
、
私
事

へ
の
侵
害
に
よ
っ
て
生
ず
る
精
神
的
苦
痛
を
救

済
す
る
こ
と
、
及
び
真
実
で
あ
っ
て
も
秘
密
に
し
て
お
き
た
い
も
の
を
保
護
す
る
た
め
に
、

本
権
利
の
保
障
が
必
要
と
さ
れ
る
。

「環
境
機
」
と
は
、
人
聞
が
健
康
で
快
適
な
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
、
良
い
環

境
を
求
め
、
こ
の
環
境
を
侵
す
こ
と
を
許
さ
な
い
権
利
で
あ
る
。
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(注一一)

こ
う
し
た
明
文
の
歯
止
め
措
置
を
講
じ
て
お
け
ば
、
情
報
公
開
法
の
制
定
と
同
時

26 

に
、
機
密
保
護
法
や
ス
パ
イ
防
止
法
の
制
定
な
ど
も
容
易
と
な
ろ
う
。



                   

五、

多
く
の
憲
法
に
見
ら
れ
る
義
務
規
定
を

盛
り
込
む
改
正

権
利
と
義
務
が
相
閥
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
社
会
を
構
成
す
る
人
々

が
、
権
利
の
み
を
主
張
し
、
自
ら
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
と
い
う
の
で
は
、
社
会
は
成
り
立
た

な
い
。
現
癒
法
も
第
三
章
に
、
権
利
と
と
も
に
国
民
の
基
本
的
な
義
務
に
つ
い
て
定
め
を
置
い

て
い
る
。
し
か
し
、
諸
外
国
の
憲
法
と
比
較
し
て
、
義
務
規
定
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
と
い
う

こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
現
憲
法
に
は
、
個
別
的
な
義
務
と
し
て
は
、
第
二
十
六
条
の
「
教
育

A
神

山

叫

】

の
義
務
」、
第
二
十
七
条
の
「
勤
労
の
義
務
」
、
第
三
十
条
の

「納
税
の
義
務
」
の
三
つ
の
義
務

し
か
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
世
界
で
も
最
も
義
務
規
定
の
少
な
い
憲
法
の
一
つ
だ
と
い

っ
て
よ

27 



                   

と
く
に
、
多
く
の
諸
国
に
み
ら
れ
る
「
兵
役
の
義
務
」
や
「
憲
法
及
び
法
律
の
遵
守
義
務
」

2. 

が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
点
は
自
に
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
兵
役
の
義
務
」
な
ど
と
い
う
と
、

よ
っ
て
た
か
っ
て
叩
か
れ
る
の
が
今
日
の
我
が
国
の
状
況
で
あ
る
が
、
実
は
「
兵
役
の
義
務
」

は、

「納
税
の
義
務
」
と
と
も
に
、
世
界
で
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
義
務
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど

A
怜
凶
-コ日

の
諸
国
の
憲
法
が
、
国
民
の
義
務
と
し
て
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
無
論
、
何
も
た
だ
ち

に
「
兵
役
の
義
務
」
を
定
め
る
べ
き
だ
、
な
ど
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
こ
の

よ
う
な
い
わ
ば
世
界
の
常
識
を
知
っ
て
お
く
こ
と
も
、
憲
法
論
議
の
上
で
必
要
で
は
な
い
か
と

思
う
。

き
て
、
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
義
務
規
定
を
加
え
る
べ
き
か
と
い
う
と
、
や
は
り
、

「憲
法

及
ぴ
法
律
の
遵
守
義
務
」

f
ら
い
は
最
少
限
必
要
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
義
務
は
、
憲

法
に
明
記
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
国
民
た
る
地
位
に
付
随
す
る
最
も
基
本
的
な
義
務
の
一

明
記
が
な
い
と
、
平
然
と
国
法
秩
序
を
無
視
す
る
よ
う
な
人
聞
が
出
て

つ
で
あ
る
。
し
か
し
、



                   

こ
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
防
止
す
る
愈
味
で
も
、
憲
法
上
の
明
記
が
必
要

《
怜
士
一
品
》

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

改
正
試
案
⑤

現
行
第
九
十
九
条
一
項
を
二
項
に
移
し
、
新
た
に
一
項
と
し
て
次
の
よ
う
な

定
め
を
お
く
。

第
九
十
九
条

一
項

る
義
務
を
負
、7
。

日
本
国
民
は
、

こ
の
憲
法
及
び
法
律
を
誠
実
に
遵
守
す

で
き
う
れ
ば
、
諸
外
国
の
態
法
に
多
く
見
ら
れ
る

「国
家
防
衛
の
義
務
」
や
「
公

共
財
産
の
愛
護
防
衛
義
務
」、「
自
然
や
文
化
財
の
保
護
義
務
」
な
ど
も
、
盛
り
込
む
こ
と
を
考

そ
の
他
、

29 



                   

F

画・
宮
、

え
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

30 

国
民
の
}
人
)
人
が
、
憲
法
と
法
律
を
守
り
、
外
国
の
侵
略
に
対
し
て
祖
国
を
防
衛
し
‘
そ

し
て
、
社
会
の
共
有
物
で
あ
る
公
共
財
産
や
文
化
財
、
さ
ら
に
は
、
自
然
を
大
切
に
す
る
。
一

方
、
国
家
は
、
国
民
に
対
し
諸
々
の
自
由
や
権
利
を
保
障
し
、
国
民
生
活
の
守
穫
に
つ
と
め
る
。

こ
れ
こ
そ
が
、
我
々
が
目
指
す
べ
き
福
祉
国
家
の
姿
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ち
な
み
に
、
自
由
権
絶
対
の
時
代
に
は
、
義
務
は
権
利
制
約
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
社
会
権
の
出
現
に
よ
っ
て
、
国
家
を
し
て
、
同
権
利
を
よ
り
一
一
層
確
実
に
保
障
せ
し

め
る
た
め
に
も
、
国
民
は
、
国
家
社
会
に
対
し
て
必
要
な
義
務
を
呆
た
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
考
え
方
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
社
会
格
に
対
応
す
る
義
務
は
、
権
利
助
長
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る

と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
代
な
お
い
て
は
、
社
会
権
を
助
長
す
る
意
味
か
ら
も
、
国
民
は
国

家
に
対
し
て

一
定
の
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



                   

(
注
こ
そ
の
他
、

「
通
則
的
・
個
別
的
義
務
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と
し
て
、
第
+
二
条

が
、
自
由
及
ぴ
権
利
を
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
保
持
す
る
責
務
と
、
自
由
及
ぴ
権
利
を
澄
用

す
る
こ
と
な
く
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
利
用
す
る
責
務
と
を
規
定
し
て
い
る
。

(注
二
)
例
え
ば
、
永
世
中
立
国
の
ス
イ
ス
で
き
、ぇ
、
第
十
八
条
で
、
「
い
ず
れ
の
ス
イ
ス
人

も
兵
役
の
義
務
を
負
、
ヲ
。」
と
定
め
て
い
る
。
そ
の
他
、
我
が
国
と
同
様
の
敗
戦
国
で
あ
る
ド

イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
で
も
、
兵
役
は
慾
法
上
の
義
務
と
な
っ
て
お
り
、
と
く
に
イ
タ
リ
ア
で
は
、

第
五
十
二
条
で
、

「祖
国
の
防
衛
は
、
市
民
の
神
聖
な
義
務
で
あ
る
。
兵
役
は
法
律
の
定
め
る

制
限
お
よ
び
態
様
に
お
い
て
義
務
的
で
あ
る
・
・
・
」
と
定
め
、
「
祖
国
の
防
衛
」
を
市
民
の

「
神
聖
な
義
務
」
と
ま
で
し
て
い
る
。

(注
三
)

諸
外
国
の
立
法
例
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
第
五
十
凶
条
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

同
条
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「す
べ
て
の
市
民
は
、
共
和
国
に
忠
誠
で
あ
り
、
な
ら
び
に
そ
の

31 



                   

憲
法
お
よ
ぴ
法
律
を
遵
守
す
る
義
務
を
有
す
る
J

E
。

(注
四
)

最
近
で
は
、
投
票
の
義
務
や
、
国
家
の
精
神
的
・
物
質
的
発
展
に
寄
与
す
る
義
務

を
定
め
た
り
、
所
有
権
に
は
義
務
が
伴
、
7
旨
の
定
め
を
お
く
憲
法
も
多
い
。

32 



                   

権
利
濫
用
防
止
規
定
の
内
容
を

明
確
に
す
る
改
正

現
憲
法
第
十
二
条
に
は
、
「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
ぴ
権
利
は
、
国
民
の
不

断
の
努
力
に
よ

っ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
国
民
は
、
こ
れ
を
濫
用
し

て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
う
。」

と
あ
り
、
第
十
三
条
に
は
、
「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
堕
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び

幸
福
追
及
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の

他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
両
条
を
、
基
本
的
人
権

の
す
べ
て
に
か
か
る
通
則
規
定
と
み
る
な
ら
ば
、
両
条
に
よ
っ
て
、
「
公
共
の
福
祉
」
に
反
す
る

場
合
に
は
、
各
権
利
は
、
そ
の
行
使
の
仕
方
に
対
し
、
立
法
に
よ
り
一
定
の
制
限
が
課
さ
れ
る

33 



                   

と
い
、
7
こ
と
に
な
る
。

34 

し
か
し
、
中
に
は
、
こ
れ
ら
両
条
を
通
則
規
定
と
み
な
い
者
も
あ
り
、
ま
た
通
則
規
定
と
み

た
場
合
に
も
、
解
釈
上
か
な
り
輔
が
あ
る
「
公
共
の
悔
い佐」

と
い

っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い

や
や
も
す
る
と
権
利
の
限
界
が
あ
い
ま
い
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
あ
た
か
も
権
利

る
た
め
に
、

や
自
由
が
無
制
約
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
、
生
ぜ
し
め
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

人
間
が
、
社
会
を
構
成
し
、
共
同
生
活
を
営
ん
で
い
く
以
上
、
た
と
え
、
そ
れ
ら
が
「
生
ま

れ
な
が
ら
」
に
有
し
て
い
る
権
利
で
あ
っ
て
も
無
制
約
の
は
ず
怯
な
い
。
い
か
な
る
理
由
が
あ

ろ
う
と
も
、
機
利
そ
の
も
の
を
奪
い
取
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
許
き
れ
な
い
が
、
そ
の
権
利
の
行

使
の
方
法
に

て
足
の
制
限
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
他
人
の
権
利
や
自

由
を
侵
害
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
社
会
全
体
の
利
益
や
道
徳
、
さ
ら
に
は
、
公
の
秩

序
な
ど
に
反
す
る
場
合
に
も
、
制
限
が
加
、
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
も
ち
ろ
ん
、
人
権
の
制
限
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
い
か
な
る
方
法
で
、



                   

制
限
す
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
憲
法
で
明
記
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
諸
外
国
の

憲
法
を
見
る
と
、
他
人
の
権
利
を
侵
す
場
合
や
、
社
会
の
利
益
、
さ
ら
に
は
、
公
序
良
俗
に
反

す
る
場
合
に
は
、
法
律
で
制
限
で
き
る
旨
の
定
め
を
置
い
て
い
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
し
山
ド
。

こ
の
場
合
、
人
権
の
章
の
冒
頭
に
、
明
白
な
通
則
規
定
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
趣
旨
の
規
定
を

置
い
て
い
る
憲
法
も
あ
れ
ば
、
中
に
は
、
各
権
利
ご
と
に
、
制
限
の
可
能
性
を
明
示
す
る
文
吉
一
回

を
置
く
、

と
い
う
や
り
方
を
し
て
い
る
憲
法
も
あ
る
。

ど
ち
ら
の
方
法
で
も
よ
か
ろ
う
が
、

と

に
か
く
、
権
利
が
無
制
約
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
生
じ
き
せ
る
余
地
だ
け
は
、
な
く
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
第
十
一
一
条
及
び
第
十
三
条
の
手
直
し
は
不
可

避
で
あ
る
。

な
お
、
権
利
の
濫
用
防
止
に
つ
い
て
は
、
非
常
事
態
下
に
お
け
る
権
利
制
限
や
、
そ
の
他
、

公
務
員
に
対
す
る
特
別
の
規
定
を
置
く
こ
と
も
一
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
特
に
公
務
員
は
、
現

A

い
低
三
V

憲
法
も
明
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
全
体
の
奉
仕
者
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
立
高
切
に
お
い
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て
、
人
権
に
つ
い
て
一
定
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
し
、
ま
た
、

課
き
れ
な
い
特
別
の
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
、
権
利
の
濫
用
防
止
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
今
日
の
個

人
本
位
の
考
え
方
も
是
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
快
適
な
住
み
や
す
い
社
会
を
生
み
出
す
こ
と

が
、
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

一
般
国
民
に
は

36 

(
注
二

「
公
共
の
福
祉
」
に
つ

い
て
は
、
国
際
的
に
も
、

と
く
に
、
英
米
と
フ
ラ
ン
ス
の

聞
に
そ
の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
考
、
ぇ
方
の
違
い
が
あ
る

(「
世
界
人
権
宣
言
」
の
採
択
に
あ

た
っ
て
議
論
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
)
。
国
民
全
体
の
利
益

(公
共
の
利
益
、

が
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
が
、

一
般
の
利
益
、
社
会
の
利
益
)

「道
徳
」
並
び
に
「
公
の
秩
序
」
に
つ
い
て
は
、
英
米
で
は
含
ま
れ
る
と
さ
れ
、

で
は
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
が
英
米
系
の
憲
法
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

フ日プ
ン
ス



                   

英
米
流
に
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
の
い
う

「公
共
の
福
祉
」
に
は
、

「道
徳
」
と
「
公
の
秩

序
」
ま
で
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(注
二
)

世
界
人
権
宣

言

二

九
四
八
年
十
二
月
、
第
三
回
国
連
総
会
で
採
択
)
第
二
十
九

条
二
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
「
各
人
は
権
利
の
行
使
と
自
由
の
享
有
に
当
た
っ
て
、

他
人
の
権
利
及
ぴ
自
由
の
承
認
と
尊
重
を
確
保
し
、
民
主
的
社
会
に
お
け
る
道
徳
、
公
の
秩

序
及
び
一
般
の
福
祉
の
正
当
な
要
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
、
唯
一
の
目
的
と
す
る
法
律
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
制
限
に
の
み
服
せ
し
め
ら
れ
る
。」

と
。

(
注
一
二
)

日
本
国
憲
法
第
十
五
条
二
項
は
次
の
よ
、
7
に
い
う
。
「
す
べ
て
公
務
員
は
、
全
体
の

奉
仕
者
で
あ
っ
て、

-
部
の
奉
仕
者
で
は
な
い
。
」
と
。
こ
れ
は
、
公
務
員
は
公
共
の
利
益
に

奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、

一
党
一
派
の
奉
仕
者
で
は
な
〈
、

国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
政
治
的
に
中
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
と
を
要
求
し
た
も

の
で
あ
ろ
、
7
。
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。
本
書
の
発
行
所
、
自
主
憲
法
期
成
議
員
同
盟
・
自
主
憲
法
制
定
国
民
会
議
で
は
、
昔
か
ら

憲
法
学
者
の
協
力
を
得
て
、
議
員
・
学
者
・
民
間
の
三
者
合
同
の
「
自
主
窓
口
法
研
究
会
L

を

毎
月
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
研
究
会
で
毎
年
テ
!
?
を
決
め
、
年
に
四

i
五
カ
条
の
改

憲
案
を
作
り
国
民
大
会
で
発
表
し
て
き
で
お
り
ま
す
。
左
掲
は
、
近
年
刊
行
し
た
冊
子
。

O
現
憲
法
の
ど
こ
を
、
ど
う
改
め
る
か

l
二
五
項
目
の
改
正
草
案
(
一
九
八
二
一
年
)
五
三
O
円

。
今
の
憲
法
は
な
ぜ
改
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
ご
九
八
六
年

)
=
5
0円

。
憲
法
改
正
に
対
す
る
私
の
考
え
元
参
議
院
一
議
長
木
村
陸
男
著
二
九
八
七
年
)
五
O

O
円

。
今
の
憲
法
を
ど
う
改
正
す
る
か
〔
四
つ
の
改
正
案
発
表
〕
(
一
九
八
八
年
)
五
O

O
円

O
政
治
改
革
の
た
め
の
改
憲
案
を
提
言
す
る
〔
四
改
正
案
発
表
〕
(
一
九
九
O
年
)
六
O

O
円

O
国
会
改
革
の
た
め
の
改
憲
案
〔
五
改
正
案
発
表
〕
(
一
九
九
一
年
)
三
O
O
円

。
独
立
国
の
体
裁
を
な
し
て
い
な
い
日
本
国
憲
法
〔
四
改
正
案
)
(
一
九
九
一
年
)
六
O

O
円

。
憲
法
改
正
入
門
清
原
淳
平
著
〔
凹
改
正
案
と
憲
法
年
表
〕
(
一
九
九
二
年
)
九
八
O
円

各
郵
送
料
別
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圃
著
者
紹
介

竹
花
光
範

(た
け
は
な
み
つ
め
り
)

長
野
県
出
身
、
昭
和
十
八
年
生
ま
れ
。
昭
和

四
十
五
年
早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究

科
修
士
課
程
終
了
。
社
団
法
人
民
主
主
義
研

究
会
研
究
員
と
な
る
。

そ
の
後
、
駒
沢
大
学
法
学
部
助
教
授
を
経
て

同
大
学
教
授
。
憲
法
、
比
較
憲
法
専
攻
。

主
た
る
著
書
、

『憲
法
改
正
の
法
理
と
手
続
』

『現
代
の
憲
法
問
題
と
改
正
論
』
『
中
国
憲

法
論
序
説
』
な
ど
が
あ
る
。
論
文
多
数
。



                   

入

会

の

鶴

お

L、

当
会
で
は
、
「
憲
法
を
改
め
て
、
時
代
を
刷
新
し

よ
う
」
(
憲
法
改
正

・
自
主
憲
法
制
定
)
と
い
う
、

こ
の
国
家
的
・
国
民
的
な
大
事
業
に
御
賛
同
下
さ
り
、

こ
の
運
動
に
協
力
し
よ
う
と
い
う
志
あ
る
個
人
ま
た

は
団
体
的
参
加
を
求
め
て
お
り
ま
す
。

い
ま
、
規
約
の
主
な
も
の
を
あ
げ
ま
す
と
、

一
、
(
目
的
)
本
会
は
、
現
行
日
本
国
憲
法
を
再
検
討

し
、
我
が
固
に
ふ
さ
わ
し
い
憲
法
を
実
現
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

一
、
(
事
業
)
1
、
憲
法
問
題
内
調
査
研
究

2
、
憲
法
改
正
案
な
ら
び
に
自
主
憲
法
草
案
の
作
成

3
、
啓
蒙

・
普
及
・
実
践
な
ど
国
民
運
動
向
展
開

。
個
人
会
費
年
額
一
口
三
千
円
賛
助
三
口
以
上

。
団
体
会
費
年
額
一
口
一
万
円
賛
助
三
口
以
上

O
多
額
納
入
者

・
寄
付
者
は
、
維
持
会
貝
の
特
典
有

な
お
、
支
部
訟
立
希
望
者
も
お
申
し
出
下
さ
い
.

当
団
体
は
、
閉
じ
く
木
村
睦
男
(
元
参
蟻
院
磯

長
)
会
長
の
自
主
憲
法
期
成
議
員
同
盟
と
連
動
し
て

お
り
ま
す
だ
け
に
、
入
会
審
査
が
あ
り
、
ま
た
不
当

な
行
為
が
あ
る
と
き
は
退
会
頂
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
.

マ
入
会
申
し
込
み
先

干

1
0
0
千
代
田
区
永
田
町
二
|
二
|
一

衆
議
院
第

一
議
員
会
館

一
階

自
主
憲
法
制
定
国
民
会
議
宛

郵
便
振
替
東
京

6
0
2
2
8
7
9番

銀
行
振
込
大
和
銀
行
衆
議
院
支
庖

0
2
7
0
0
9
7番

食
会
費
寄
付
金
な
ど
の
払
い
込
み
は
、
事
故
防

止
の
た
め
、
必
ず
右
記
の
本
部
口
座
宛
に
お
願

い
い
た
し
ま
す
.

電
話

(0
3
)
3
5
8
1
1
5
1
1
1
(衆
議
院
)

内
線

3
8
6
6
又
は
3
8
6
9



                   

平
成
四
年
五
月
三
日
初
版
第

一
刷
発
行

権
利
・
穣
務
規
定
改
定
へ
の
視
点

-

1
憲
法
第
三
章
改
正
試
案
ー
ー

著
者
竹
花
光
範
(
駒
沢
大
学
教
授
)

発
行
所
千
代
田
区
永
回
町
二
|二
|

一

衆
議
院
第

戸
議
貝
会
館
内

自
主
憲
法
期
成
議
貝
同
盟

自
主
憲
法
制
定
国
民
会
議

清
原
淳
平
(
事
務
局
長
)

話

(
O三
)
三
五
八
一
|
五
一
一

一

(内
線
)
三
八
六
六

東
京
7
1
0
7
7
1
0
0番

自
主
憲
法
期
成
議
員
同
盟

五
百
円
郵
送
料
七
十
二
円

電主量

替

定

f国



                   
駒
沢
大
学
教
授
竹
花
光
範
著

自
主
憲
法
期
成
議
員
同
盟

自
主
憲
法
制
定
国
民
会
怠

1#500 
道軒￥72

権
利
・
義
務
規
定
改
正
へ
の
視
点

発
行

推
せ
ん
回
・

館
、
国
会

-
R
・
憲
法
学
者

・
民
間
有
志
三

者
合
聞
の
『
自
主
憲
法
研
究
会
」
が
、
，
政
治
改
革
e

に
鎗
息
を
し
ぽ
う
た
改
憲
裳
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
.

た
〈
き
ん
あ
る
闘
題
点
的
中
か
ら
、
外
国
の
例
な

ど‘

.4
噌
に
し
つ
つ
、
政
治
倫
理
に
関
す
る
規
定
三

e
a
A
田
舎
に
両
院
合
開
会
厳
を
置
〈
規
定
一
市

場
の
‘
貸
回
申
岬
邑
軍
を
訴
訟
す
る
こ
と
を
鍵
唱
し
た
、

宮
警
に
・
錫
的
な
も
の
で
・
具
体
的
な
改
正
案
文
と

事
に
、
分
晶
F
Oや
す
い
園
田
鹿
が
つ
い
て
お
O
ま
す
・

一
会
・
"
・
定
価
六
百
円
・
送
科
七
十
ニ
同
}

一
周
の
方
は
当
事
湾
局
ま
で
お
申
し
込
み
下
き
い


