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一．

は
じ
め
に

二
〇
〇
九
年
八
月
末
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
よ
り
、
民
主
党
を
中
心
と
す
る
勢
力
へ
の
政
権
交
代
が
実
現
し
た
。
そ
も
そ
も
日
本
で

の
小
選
挙
区
制
の
導
入
そ
れ
自
体
、
二
大
政
党
制
の
下
で
の
政
権
交
代
を
実
現
す
る
た
め
の
民
意
集
約
型
選
挙
を
目
指
し
た
結
果
で
あ
り
、

こ
う
し
た
選
挙
の
結
果
と
そ
れ
に
伴
う
政
権
交
代
は
、
予
想
さ
れ
う
る
事
態
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
憲
法
学
で
も
、
こ
れ
ま
で
の

統
治
イ
メ
ー
ジ
へ
の
転
換
を
図
る
た
め
、
議
会
選
挙
へ
の
投
票
を
媒
介
に
、
政
権
を
担
う
首
相
（
内
閣
）
を
事
実
上
国
民
自
身
が
選
出
す

る
と
い
う
統
治
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る

（
１
）

。
こ
の
よ
う
に
い
か
な
る
統
治
イ
メ
ー
ジ
を
、
そ
し
て
そ
の
た

め
の
い
か
な
る
民
意
の
表
出
方
法
を
憲
法
が
要
請
し
て
い
る
の
か
理
解
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
は
、「
政
権
交
代
と
憲
法
」
を
め
ぐ
る

一
つ
の
課
題
と
し
て
こ
れ
ま
で
も
行
わ
れ
て
き
た
。

他
方
で
現
在
で
は
、
政
権
交
代
が
引
き
起
こ
す
新
た
な
現
象
が
見
ら
れ
、
憲
法
学
に
と
っ
て
さ
ら
な
る
重
要
な
視
点
が
提
示
さ
れ
て
き

て
い
る
。
と
り
わ
け
、
二
〇
〇
九
年
の
政
権
交
代
以
降
、
政
権
与
党
で
あ
る
民
主
党
が
、
政
治
主
導
の
国
家
運
営
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
、

政
治
主
導
に
基
づ
く
憲
法
解
釈
へ
の
関
心
を
自
民
党
政
権
以
上
に
示
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
天
皇
の
外
国
要
人

と
の
会
見
の
日
程
調
整
を
め
ぐ
っ
て
宮
内
庁
側
が
示
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
一
ヶ
月
ル
ー
ル
」
の
慣
行
に
つ
い
て
、
国
会
議
員
で
あ
る
政
治

家
自
ら
が
憲
法
解
釈
を
提
示
し
て
変
更
し
よ
う
と
試
み
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
記
憶
に
新
し
い
。
ま
た
、
民
主
党
の
国
会
改
革
案
で
は
、
内
閣

法
制
局
長
官
の
国
会
答
弁
排
除
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
事
実
上
の
政
府
公
認
の
憲
法
解
釈
後
見
人
と
さ
れ
て
き
た
内

閣
法
制
局
長
官
が
政
府
特
別
補
佐
人
か
ら
外
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
内
閣
法
制
局
か
ら
憲
法
解
釈
の
機
会
を
奪
取
す
る
こ
と
に
よ
る
、
政

治
主
導
の
憲
法
解
釈
の
志
向
を
想
起
さ
せ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
方
向
性
は
、「
政
治
主
導
」
の
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
余
地
が
あ
り
な
が
ら
も
、
他
方
で
問
題
視
す
る
声
が
、
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と
り
わ
け
憲
法
研
究
者
や
法
実
務
家
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
二
分
さ
れ
た
評
価
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
う
し
た
動
向
に
つ
い
て
、
憲
法
学
と
し
て
い
か
な
る
分
析
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
（一）
近
年
の
政
治
部
門
に
よ
る
憲
法
解
釈
へ
の
関
心
と
そ
れ
に
対
す
る
識
者
の
コ
メ
ン
ト
を
紹
介
し
、
（二）
公
定
憲
法
解

釈
の
主
体
を
め
ぐ
る
議
論
を
概
観
し
た
後
、
（三）
政
治
主
導
の
憲
法
解
釈
の
問
題
点
に
つ
い
て
先
に
述
べ
た
識
者
の
見
解
と
と
も
に
検
討
し

な
が
ら
、
総
括
を
行
い
た
い
。

二．

政
治
部
門
に
よ
る
憲
法
解
釈
へ
の
関
心

（一）

天
皇
会
見
問
題

政
治
部
門
に
よ
る
近
年
の
憲
法
解
釈
へ
の
関
心
は
い
く
つ
か
の
場
面
で
顕
在
化
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
先
に
述
べ
た
天
皇
の

要
人
と
の
会
見
を
め
ぐ
る
日
程
調
整
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。

こ
の
問
題
の
発
端
に
は
、
小
沢
一
郎
民
主
党
幹
事
長
（
以
下
、
役
職
は
す
べ
て
当
時
）
と
崔
天
凱
駐
日
中
国
大
使
と
の
間
で
の
、
天
皇

と
習
近
平
中
国
国
家
副
主
席
と
の
会
見
に
関
す
る
会
談
が
あ
っ
た

（
２
）

。
こ
れ
以
降
の
二
〇
〇
九
年
十
一
月
下
旬
、
外
務
省
は
宮
内
庁
に
対
し

て
、
天
皇
と
中
国
国
家
副
主
席
と
の
会
見
の
十
二
月
中
旬
で
の
実
現
を
要
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
宮
内
庁
は
、
慣
例
で
こ
う
し
た
会
見

に
関
し
て
要
請
か
ら
実
施
ま
で
一
ヶ
月
以
上
の
期
間
を
空
け
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
一
ヶ
月
ル
ー
ル
」
を
理
由
に
こ
の
要
請
を
拒
否
し

た
。
こ
れ
を
受
け
て
十
二
月
に
入
る
と
、
民
主
党
幹
事
長
と
会
談
し
た
鳩
山
由
紀
夫
首
相
が
平
野
博
文
官
房
長
官
に
要
請
し
、
官
房
長
官

か
ら
羽
毛
田
信
吾
宮
内
庁
長
官
に
電
話
で
会
見
の
設
定
を
再
度
要
請
し
た
模
様
で
あ
る
。
こ
の
要
請
に
対
し
て
宮
内
庁
長
官
は
再
度
拒
否

し
て
い
る
。
し
か
し
十
二
月
十
日
に
な
り
、
官
房
長
官
よ
り
宮
内
庁
長
官
へ
の
再
度
の
強
い
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
宮
内
庁
長
官
が
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こ
の
要
請
を
受
諾
し
た
。
そ
こ
で
宮
内
庁
長
官
は
、
そ
の
後
の
記
者
会
見
で
一
連
の
経
緯
を
説
明
し
、
内
閣
の
一
翼
を
占
め
る
政
府
機
関

と
し
て
要
請
を
受
け
入
れ
た
も
の
の
、
こ
う
し
た
要
請
は
今
後
控
え
て
ほ
し
い
と
の
要
望
を
内
閣
に
呈
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
民
主
党
幹

事
長
は
、
記
者
会
見
で
「
天
皇
陛
下
の
行
為
は
内
閣
の
助
言
と
承
認
で
行
わ
れ
る
の
が
日
本
国
憲
法
の
理
念
」
で
あ
る
と
し
、
記
者
会
見

で
経
緯
を
説
明
し
た
宮
内
庁
長
官
を
「
内
閣
の
一
部
局
の
一
役
人
が
内
閣
の
方
針
に
つ
い
て
ど
う
だ
こ
う
だ
と
言
う
の
は
憲
法
の
理
念
、

民
主
主
義
を
理
解
し
て
い
な
い
。
反
対
な
ら
辞
表
を
提
出
し
た
後
に
言
う
べ
き

（
３
）

」
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
宮
内
庁
長
官
は

同
日
、
辞
任
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
応
答
し
て
い
る
。

こ
こ
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
諸
問
題
の
大
前
提
に
は
、
そ
も
そ
も
天
皇
の
政
治
利
用
や
象
徴
天
皇
制
を
め
ぐ
っ
て
い
か
な
る
議
論
が
で
き

る
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
が
、
と
り
わ
け
本
稿
の
主
題
で
あ
る
政
治
主
導
の
憲
法
解
釈
に
関
連
し
て
、
①
天
皇
の
行
為
に
関
す
る

「
内
閣
の
助
言
と
承
認
」
の
意
味
に
つ
い
て
国
会
議
員
で
あ
る
民
主
党
幹
事
長
が
自
ら
憲
法
解
釈
し
た
こ
と
、
②
そ
の
国
会
議
員
が
、
宮

内
庁
に
よ
る
「
一
ヶ
月
ル
ー
ル
」
の
慣
例
を
内
閣
の
政
治
主
導
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
は
民
主
主
義
の
ル
ー
ル
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と

の
見
解
を
示
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

（二）

内
閣
法
制
局
長
官
の
国
会
答
弁
禁
止
問
題

政
治
主
導
と
憲
法
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
見
ら
れ
た
話
題
と
し
て
も
う
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
国
会
答
弁
禁
止
の
問

題
で
あ
る
。

内
閣
法
制
局
設
置
法
第
三
条
は
「
内
閣
法
制
局
は
、
左
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。」
と
し
て
、
次
の
各
号
を
設
け
て
い
る
。

一

閣
議
に
附
さ
れ
る
法
律
案
、
政
令
案
及
び
条
約
案
を
審
査
し
、
こ
れ
に
意
見
を
附
し
、
及
び
所
要
の
修
正
を
加
え
て
、
内
閣
に

上
申
す
る
こ
と
。
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二

法
律
案
及
び
政
令
案
を
立
案
し
、
内
閣
に
上
申
す
る
こ
と
。

三

法
律
問
題
に
関
し
内
閣
並
び
に
内
閣
総
理
大
臣
及
び
各
省
大
臣
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

四

内
外
及
び
国
際
法
制
並
び
に
そ
の
運
用
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

五

そ
の
他
法
制
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

ま
た
国
会
法
第
六
十
九
条
二
項
は
、「
内
閣
は
、
国
会
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
補
佐
す
る
た
め
、
両
議
院
の

議
長
の
承
認
を
得
て
、
人
事
院
総
裁
、
内
閣
法
制
局
長
官
、
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
及
び
公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長
を
政
府
特
別
補

佐
人
と
し
て
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
、
同
第
七
十
一
条
は
、「
委
員
会
は
、
議
長
を
経
由

し
て
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
並
び
に
内
閣
官
房
副
長
官
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
並
び
に
政
府
特
別
補
佐
人
の
出
席
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
内
閣
法
制
局
設
置
法
で
権
限
を
付
与
さ
れ
た
内
閣
法
制
局
の
う
ち
で
も
、
特
に
そ

の
長
官
に
は
、「
政
府
特
別
補
佐
人
」
と
し
て
議
院
の
会
議
等
に
出
席
し
て
、
政
府
の
憲
法
解
釈
等
に
つ
い
て
答
弁
す
る
機
会
が
与
え
ら

れ
て
き
た
。

二
〇
〇
九
年
に
与
党
第
一
党
に
な
っ
た
民
主
党
は
、
政
権
樹
立
の
当
初
、
官
僚
の
答
弁
禁
止
に
加
え
て
内
閣
法
制
局
長
官
の
政
府
特
別

補
佐
人
と
し
て
の
資
格
を
奪
う
方
針
を
掲
げ
て
い
た

（
４
）

。
そ
こ
に
は
内
閣
法
制
局
の
憲
法
解
釈
権
限
を
奪
い
、
憲
法
解
釈
の
政
治
主
導
を
確

立
さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
同
年
十
一
月
末
、
民
主
党
幹
事
長
が
官
僚
の
答
弁
禁
止
な
ど
の
国
会
法
改
正
を
次
年
度
の

通
常
国
会
で
成
立
さ
せ
る
考
え
を
示
し
た
以
降
、
十
二
月
初
旬
に
は
民
主
、
社
民
、
国
民
新
党
の
与
党
三
党
幹
事
長
・
国
対
委
員
長
会
談

で
二
〇
一
〇
年
一
月
召
集
の
通
常
国
会
冒
頭
に
国
会
改
革
関
連
法
案
を
提
出
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
ま
た
十
二
月
下
旬
に
は
、
与
党

三
党
の
幹
事
長
会
談
で
国
会
審
議
活
性
化
関
連
法
案
の
骨
子
が
決
定
さ
れ
、
国
会
法
を
改
正
し
政
府
特
別
補
佐
人
か
ら
内
閣
法
制
局
長
官

を
除
く
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
。
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そ
の
後
二
〇
一
〇
年
一
月
中
旬
に
は
、
同
月
十
八
日
召
集
の
通
常
国
会
で
内
閣
法
制
局
長
官
を
国
会
答
弁
が
で
き
る
政
府
特
別
補
佐
人

か
ら
除
外
し
、
法
制
局
長
官
に
国
会
答
弁
を
さ
せ
な
い
方
針
が
官
房
長
官
よ
り
示
さ
れ
、
二
月
中
旬
に
は
、
首
相
が
枝
野
幸
男
行
政
刷
新

相
に
法
令
解
釈
の
事
務
担
当
を
指
示
し
た
こ
と
を
官
房
長
官
が
記
者
会
見
で
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
同
年
一
月
召
集
の
通
常
国
会

以
降
鳩
山
内
閣
終
了
ま
で
、
国
会
審
議
活
性
化
関
連
法
案
は
国
会
に
未
提
出
で
あ
り
つ
つ
も
、
内
閣
法
制
局
長
官
に
よ
る
政
府
特
別
補
佐

人
と
し
て
の
国
会
で
の
答
弁
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
（
そ
の
後
、
菅
内
閣
に
お
い
て
も
、
以
上
の
方
針
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
模
様
で
あ
る
）。

こ
こ
で
は
内
閣
法
制
局
の
憲
法
解
釈
に
関
す
る
機
能
が
減
退
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
と
同
時
に
、
大
臣
へ
の
法
令
解
釈
担
当
指
示
が
政
治
主

導
の
憲
法
解
釈
の
方
向
を
よ
り
推
進
す
る
様
子
が
見
て
と
れ
る
。

三．

研
究
者
等
の
見
解

（一）

天
皇
会
見
問
題

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
諸
事
情
は
、
日
々
の
政
治
ニ
ュ
ー
ス
の
中
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
法
学
・
政
治
学
上
の
重
要
な
論
点

を
含
む
こ
と
も
あ
り
、
新
聞
等
の
各
メ
デ
ィ
ア
が
政
治
学
者
や
憲
法
学
者
の
見
解
を
聞
き
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
特
集
記
事
を
組
む
な
ど

し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
記
事
の
中
に
見
ら
れ
る
識
者
の
見
解
を
見
て
い
く
と
、
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
点
が
浮
上
す
る
。

ま
ず
、
天
皇
会
見
問
題
に
関
す
る
諸
見
解
で
看
取
さ
れ
る
注
目
点
は
、
天
皇
の
政
治
利
用
に
関
す
る
評
価
で
あ
る
。
た
と
え
ば
日
本
政

治
史
の
笠
原
英
彦
は
、「
一
ヶ
月
ル
ー
ル
」
を
破
る
一
連
の
要
請
に
つ
い
て
「
天
皇
の
政
治
利
用
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
行
為
」
で
あ

る
と
し
、「
宮
内
庁
の
官
僚
は
、
象
徴
と
い
う
難
し
い
立
場
の
天
皇
陛
下
を
お
世
話
す
る
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
の
説
明
に
は
耳

を
傾
け
、
慎
重
に
判
断
す
べ
き
で
、
今
回
は
政
治
主
導
の
負
の
側
面
が
出
た

（
５
）

」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
政
治
学
の
御
厨
貴
は
、「
今
回
の
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ケ
ー
ス
だ
け
を
こ
と
さ
ら
政
治
利
用
だ
と
指
弾
す
る
の
は
、
的
外
れ
」
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、「
民
意
を
代
表
す
る
政
治
家
が
決
め
た
こ

と
に
従
う
べ
き
だ
と
い
う
政
治
主
導
の
発
想
は
万
能
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
象
徴
天
皇
制
に
は
妥
当
し
な
い

（
６
）

。」
と
し
て
、
象
徴
天

皇
制
に
関
す
る
政
治
主
導
を
批
判
す
る
。

こ
う
し
た
象
徴
天
皇
制
の
特
殊
性
を
読
み
取
り
な
が
ら
、
民
主
党
幹
事
長
の
対
応
を
批
判
的
に
見
る
見
解
は
、
憲
法
学
者
か
ら
も
提
起

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
横
田
耕
一
は
、「
政
府
が
強
く
要
請
し
て
天
皇
が
賓
客
に
会
う
こ
と
に
憲
法
上
は
問
題
が
な
い
。
だ
が
、
内
閣
に

よ
る
『
天
皇
の
政
治
利
用
』
に
な
ら
な
い
よ
う
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る

（
７
）

」
と
す
る
。
ま
た
石
川
健
治
は
、「
権
限
を
有
す
る
霞
が
関
の

官
僚
に
対
し
て
な
ら
、
内
閣
が
『
政
治
主
導
』
を
推
し
進
め
る
の
も
良
い
。
だ
が
、
天
皇
に
対
す
る
『
内
閣
の
助
言
と
承
認
』
は
、
そ
れ

と
は
話
が
構
造
的
に
違
う

（
８
）

。」
と
し
て
い
る
し
、
さ
ら
に
民
主
政
治
に
お
い
て
天
皇
を
政
治
に
巻
き
込
む
こ
と
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
強
調
す

る
長
谷
部
恭
男
は
、「
相
手
国
の
政
治
的
重
要
性
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、『
１
カ
月
ル
ー
ル
』
と
い
う
プ
ロ
ト
コ
ル
（
外
交
手
順
）
を
順

守
す
る
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
立
場
を
超
え
る
国
の
象
徴
と
い
う
天
皇
の
地
位
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。」
と
し
、「
内
閣
の
そ
の

時
々
の
判
断
で
簡
単
に
踏
み
越
え
る
べ
き
ル
ー
ル
で
は
な
い

（
９
）

。」
と
し
て
「
一
ヶ
月
ル
ー
ル
」
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
宮
内
庁
長
官
の
立

場
に
理
解
を
示
す
。
こ
こ
で
は
象
徴
天
皇
制
と
民
主
政
治
と
の
緊
張
関
係
を
緩
和
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
の
「
一
ヶ
月
ル
ー
ル
」
と
い

う
慣
習
そ
の
も
の
に
意
義
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
天
皇
会
見
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
政
治
学
者
・
憲
法
学
者
と
も
に
こ
れ
を
批
判
的
に
と
ら
え
る
見
解
が
多
く
を
占
め
て
い

る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
政
治
学
者
の
杉
田
敦
は
、
長
谷
部
恭
男
と
の
対
談
に
お
い
て
、「
一
ヶ
月
ル
ー
ル
」
へ
一
定
の
理
解
を
示
し
つ

つ
も
「
宮
内
庁
長
官
が
独
断
で
記
者
会
見
を
開
き
政
府
を
批
判
し
た
の
は
、
官
僚
機
構
の
中
の
宮
内
庁
と
し
て
は
出
過
ぎ
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か

（
10
）

。」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
天
皇
会
見
を
め
ぐ
る
問
題
で
は
、
石
川
健
治
が
適
切
に
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
天
皇
に
関
す

る
内
閣
の
「
助
言
と
承
認
」
の
意
味
合
い
が
、
対
「
官
僚
」
の
政
治
主
導
と
は
異
な
る
と
い
う
点
で
、
純
粋
な
政
治
主
導
の
問
題
と
し
て
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考
え
る
に
は
不
適
切
な
部
分
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
内
閣
に
よ
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
指
揮
命
令
体
系
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

組
織
内
で
の
下
か
ら
の
異
議
申
し
立
て
に
違
和
感
を
示
す
見
解
が
見
ら
れ
る
の
は
、
後
の
検
討
と
も
か
か
わ
り
、
注
目
さ
れ
る
点
で
あ

る
。（二）

内
閣
法
制
局
長
官
の
国
会
答
弁
禁
止
問
題

次
に
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
国
会
答
弁
禁
止
問
題
に
関
す
る
諸
見
解
を
見
て
い
く
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
天
皇
会
見
問
題
と
異
な
り
、

か
つ
て
の
当
事
者
で
あ
っ
た
複
数
の
元
長
官
に
よ
る
論
説
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
含
め
、
そ
の
他
研
究
者
の
諸

見
解
の
内
容
を
見
て
い
く
と
、
こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
人
々
の
限
り
で
、
政
治
学
者
と
憲
法
学
者
、
あ
る
い
は
政
治
学
者
と
法
律
関
係
者
と

の
間
で
、
見
解
の
ト
ー
ン
に
相
違
が
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
内
閣
法
制
局
長
官
経
験
者
の
見
解
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
皆
、
視
点
は
異
な
る
も
の
の
、
基
本
的
に
内
閣

法
制
局
及
び
そ
の
長
官
の
業
務
を
肯
定
的
に
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
阪
田
雅
裕
・
元
内
閣
法
制
局
長
官
（
在
任
期
間
二
〇
〇
四
〜

〇
六
年
）
は
、
政
治
主
導
の
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
、「
政
治
判
断
で
法
令
の
解
釈
が
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。」
と

し
、
ま
た
「
内
閣
と
し
て
憲
法
の
解
釈
は
一
元
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
政
権
交
代
の
た
び
に
、
あ
る
い
は
内
閣
が
代
わ
る
た
び
に

解
釈
が
変
わ
る
の
で
は
、
法
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
は
保
た
れ
な
い
。
憲
法
解
釈
は
政
治
主
導
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い（

11
）

。」
と
す
る
。
ま

た
大
森
雅
輔
・
元
内
閣
法
制
局
長
官
（
在
任
期
間
一
九
九
六
〜
九
九
年
）
は
、「
政
策
が
政
治
主
導
で
論
議
さ
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
、
憲

法
の
予
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。」
が
、「
的
確
な
答
弁
は
、
法
律
問
題
全
般
を
熟
知
し
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
内
閣
法
制
局
長
官
は
そ

の
補
佐
の
役
目
を
果
た
す
こ
と
に
専
心
す
る
役
割
だ
。
首
相
や
閣
僚
は
法
解
釈
は
長
官
に
委
ね
、
本
来
の
責
務
に
専
念
す
る
の
が
得
策
で

は
な
い
か

（
12
）

。」
と
し
て
い
る
。



61－政権交代と政治主導の憲法解釈（新井）

こ
れ
に
対
し
て
新
聞
等
の
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
し
た
数
名
の
政
治
学
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
内
閣
法
制
局
及
び
そ
の
長
官
の
役
割
に
つ
い
て

懐
疑
的
な
見
解
を
示
す
。
例
え
ば
曽
根
泰
教
は
、「
内
閣
法
制
局
長
官
も
、
特
別
視
す
る
積
極
的
理
由
は
な
い
。
内
閣
法
制
局
長
官
が
憲

法
や
法
律
の
解
釈
権
を
持
つ
と
考
え
る
人
が
多
い
が
、
内
閣
法
制
局
は
あ
く
ま
で
政
府
の
一
機
関
。」
で
あ
る
と
し
、「
首
相
や
官
房
長
官

が
内
閣
法
制
局
の
助
言
を
参
考
に
答
弁
す
れ
ば
足
り
る
。」
と
す
る
。
そ
し
て
、「
憲
法
解
釈
は
継
続
す
る
と
錯
覚
し
が
ち
だ
が
、
政
権
は

交
代
し
た

（
13
）

」
と
し
て
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
国
会
答
弁
禁
止
を
政
治
主
導
の
促
進
の
観
点
か
ら
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た

空
井
護
は
、
内
閣
法
制
局
へ
の
憲
法
の
「『
番
人
』
の
評
価
は
法
制
局
を
多
分
に
神
格
化
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
長
官
の
答
弁
禁
止
を

「
政
治
的
決
定
を
官
僚
的
決
定
に
優
越
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
『
政
治
家
主
導
』
の
実
現
へ
の
民
主
党
の
意
欲
を
鮮
明
に
す
る
も
の
」
と
し

つ
つ
、「
官
僚
的
決
定
が
政
治
的
決
定
に
過
度
に
優
越
す
る
の
は
代
表
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
論
理
に
そ
ぐ
わ
な
い

（
14
）

。」
と
し
て
、
内
閣
法
制
局

へ
の
特
別
視
を
批
判
し
て
い
る
。

他
方
、
同
じ
く
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
し
た
憲
法
学
者
の
見
解
を
見
る
と
、
基
本
的
に
は
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
答
弁
禁
止
そ
の
も
の
を
問

題
視
す
る
考
え
方
が
強
い
と
い
え
る
。
例
え
ば
水
島
朝
穂
は
、
内
閣
法
制
局
の
法
律
の
体
系
と
整
合
性
を
取
る
プ
ロ
と
し
て
の
側
面
を
重

視
し
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
国
会
答
弁
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
法
律
専
門
家
に
よ
る
意
見
と
首
相
や
閣
僚
と
の
答
弁
と
の
間
の

ズ
レ
が
わ
か
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
「
政
権
交
代
が
行
わ
れ
よ
う
と
…
官
僚
の
専
門
的
な
知
識
や
技
能
を
使
わ
な
い
と
、
か
え
っ

て
行
政
が
混
乱
す
る
。
法
律
に
基
づ
く
行
政
、
憲
法
に
基
づ
く
立
憲
政
治
を
軽
視
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ゆ
が
ん
だ
『
政
治
主
導
』
で
は
な

い
か（

15
）

。」
と
す
る
。
ま
た
青
井
美
帆
は
、
内
閣
法
制
局
の
憲
法
九
条
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
、
そ
の
根
底
部
分
の
論
理
を
こ
れ
ま
で
変

更
し
て
こ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
内
閣
が
国
会
で
新
た
な
九
条
解
釈
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
い
く
ら
選
挙
に
よ
っ
て
民
主
党
が
選
択

さ
れ
た
と
い
う
民
主
的
正
統
性
を
前
面
に
出
し
た
と
し
て
も
、
不
充
分
な
理
由
に
よ
る
変
更
は
『
憲
法
改
正
の
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
』
に
等

し
」
く
、「
法
の
権
威
を
大
き
く
揺
る
が
せ
、
国
民
の
国
家
へ
の
信
頼
や
忠
誠
が
損
な
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る

（
16
）

」
と
す
る
。
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ま
た
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
答
弁
禁
止
そ
の
も
の
を
批
判
し
な
い
と
し
て
も
、
政
治
主
導
の
憲
法
解
釈
を
進
め
た
け
れ
ば
、
他
で
も
な

い
国
会
議
員
自
身
の
憲
法
解
釈
の
質
の
向
上
を
求
め
る
べ
き
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
の
見
解
を
示
す
宍
戸
常
寿
に
よ
れ
ば
、「
法
制
局

自
体
は
…
官
僚
機
構
と
し
て
の
合
理
性
を
良
く
も
悪
く
も
発
揮
し
て
き
た
」
が
、「
法
制
局
の
解
釈
は
…
硬
直
的
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

…
こ
の
変
化
に
、
よ
り
敏
感
な
の
が
政
治
」
で
あ
る
と
し
、「
政
府
を
構
成
す
る
政
治
家
た
ち
に
、
法
の
解
釈
を
丁
寧
に
議
論
す
る
能
力

が
必
要
」
で
あ
り
、「
そ
れ
が
あ
っ
て
初
め
て
憲
法
解
釈
が
政
治
主
導
に
な
る

（
17
）

」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
内
閣
法
制
局
長
官
の
国
会
答
弁
禁
止
問
題
に
つ
い
て
政
治
学
者
と
法
律
関
係
者
と
の
間
で
そ
の
評
価
に
差
異
が
生

じ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
政
治
部
門
の
憲
法
解
釈
の
意
味
に
つ
い
て
こ
こ
で
再
確
認
し
て
お
く

こ
と
と
す
る
。

四．

政
治
部
門
の
憲
法
解
釈
の
意
義

（一）

憲
法
解
釈
の
主
体

憲
法
解
釈
は
本
来
様
々
な
主
体
に
開
か
れ
て
は
い
る
も
の
の

（
18
）

、
特
に
公
権
解
釈
と
し
て
の
意
義
を
積
極
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
の
が
、

裁
判
所
の
憲
法
解
釈
で
あ
ろ
う
。
日
本
国
憲
法
第
八
十
一
条
に
は
、
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
が
付
与
さ
れ
、
し
か
も
最
高
裁
判
所
は
そ
の

終
審
の
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
が
憲
法
上
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
最
高
裁
判
決
の
多
く
は
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
い
う
意
味
で

の
「
判
例
」
と
し
て
、
将
来
の
法
解
釈
を
拘
束
す
る
事
実
上
の
―
し
か
し
そ
れ
は
、
非
常
に
強
い
効
果
の
あ
る
―
機
能
を
も
つ
こ
と
に
な

る
。
最
高
裁
判
所
に
よ
り
法
律
の
文
面
違
憲
判
決
が
出
さ
れ
た
場
合
に
立
法
府
は
、
違
憲
と
さ
れ
た
該
当
法
律
条
文
の
改
正
を
司
法
府
に

敬
譲
を
示
す
形
で
行
う
こ
と
が
事
実
上
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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他
方
、
政
治
部
門
に
よ
る
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
も
「
公
定
」
憲
法
解
釈
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
側
面
は
あ
る
。
国
会
で
は
、
法
案
の
作

成
・
審
理
の
途
上
、
そ
れ
ら
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
否
か
の
審
査
が
陰
に
陽
に
求
め
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
法
律
の
成
立
は
、
消
極
的

に
で
は
あ
る
が
、
国
会
が
そ
の
法
律
の
憲
法
適
合
性
を
承
認
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
内
閣
も
、
内
閣
提
出
法
案
の

作
成
の
場
面
で
は
、
同
じ
く
憲
法
解
釈
の
適
合
性
を
考
慮
す
る
の
に
加
え
、
さ
ら
に
行
政
権
の
行
使
の
場
面
で
、
法
律
の
適
用
ま
た
は
処

分
の
合
憲
性
を
確
保
す
る
た
め
の
憲
法
解
釈
が
な
さ
れ
る
。

内
閣
（
行
政
）
の
憲
法
解
釈
は
、
そ
の
機
能
と
し
て
は
裁
判
所
よ
り
も
国
会
に
近
い
と
い
え
る
が
、
特
に
内
閣
提
出
法
案
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
内
閣
法
制
局
が
、
法
案
の
論
理
構
造
や
形
式
の
妥
当
性
な
ど
を
審
査
し
、
憲
法
適
合
性
を
事
実
上
担
保
す
る
強
い
機
能
を
行
使

し
て
き
た
（
内
閣
法
制
局
設
置
法
三
条
一
号
、
二
号
は
、
そ
う
し
た
機
能
を
内
閣
法
制
局
に
付
与
し
て
き
た
）。
さ
ら
に
内
閣
法
制
局
の

憲
法
解
釈
は
、
芸
術
的
と
も
言
わ
れ
る
そ
の
緻
密
さ
か
ら
、
多
く
の
場
面
で
憲
法
解
釈
の
権
威
と
し
て
事
実
上
の
威
信
を
放
っ
て
き
た
。

そ
の
意
味
で
内
閣
の
憲
法
解
釈
に
は
、
内
閣
法
制
局
に
よ
る
そ
れ
を
通
じ
て
、
同
じ
政
治
部
門
の
国
会
以
上
に
信
頼
性
が
寄
せ
ら
れ
て
き

た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

（
19
）

。

（二）

憲
法
解
釈
の
主
体
を
め
ぐ
る
憲
法
学
説
の
動
向

憲
法
解
釈
の
主
体
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
憲
法
学
説
で
は
、
憲
法
規
定
で
裁
判
所
の
憲
法
解
釈
権
を
明
記
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
従

来
型
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
、
す
な
わ
ち
裁
判
所
に
よ
る
人
権
保
障
と
い
っ
た
考
え
方
や
憲
法
訴
訟
論
の
影
響
か
ら
、
司
法
を
中
心
に
考
え

る
場
合
が
多
く
見
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
日
本
の
裁
判
所
に
関
し
て
は
、
そ
の
司
法
消
極
主
義
的
な
応
答
や
立
法
裁
量
の
大
幅
な
追
認
な
ど

が
問
題
視
さ
れ
、
憲
法
学
説
で
は
ア
メ
リ
カ
の
違
憲
立
法
審
査
権
の
（
司
法
積
極
主
義
的
な
）
行
使
の
例
が
参
照
さ
れ
て
き
た
。
最
近
で

は
、
日
本
で
の
最
高
裁
の
違
憲
判
断
の
増
加
や
最
高
裁
判
事
の
意
見
の
多
様
性
を
見
る
限
り
、
一
定
の
時
期
に
比
べ
て
司
法
積
極
主
義
的
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な
流
れ
に
な
っ
て
い
る
な
か
で
、
憲
法
解
釈
の
主
体
に
つ
い
て
裁
判
所
を
中
心
に
考
え
る
思
考
は
今
で
も
強
い
。

こ
う
し
た
日
本
の
学
説
の
動
向
に
対
し
、
最
近
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
で
は
、
権
力
分
立
論
や
議
会
優
位
論
と
い
っ
た
視
点
か
ら
、
こ
れ

ま
で
よ
り
も
政
治
部
門
の
憲
法
解
釈
の
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
議
論
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

（
20
）

。
こ
う
し
た
見
解
で
は
、
違

憲
審
査
基
準
の
視
点
で
の
み
憲
法
を
見
る
こ
と
へ
の
批
判
が
出
さ
れ
、
裁
判
所
の
出
す
違
憲
・
合
憲
と
い
っ
た
結
論
だ
け
に
収
斂
さ
れ
な

い
憲
法
論
の
可
能
性
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
政
治
部
門
の
憲
法
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
れ
ま
で
「
議
会
・
議
員
は
憲
法
に
と
っ
て
悪
い
こ
と
し
か
し
な
い
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
も
た
れ
て
き
た
。
こ
の
場
合
、
議
員
・
議
会
は
、
憲
法
の
脅
威
と
な
る
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
、
そ
こ
で
は
憲
法
に
拘
束
さ
れ

た
議
員
・
議
会
に
よ
る
、
裁
判
所
の
憲
法
解
釈
へ
の
無
限
定
の
敬
譲
が
求
め
ら
れ
て
き
た

（
21
）

。
こ
れ
に
対
し
、
裁
判
所
が
具
体
的
な
事
件
に

則
し
た
事
後
的
な
対
応
の
た
め
に
法
を
解
釈
す
る
だ
け
で
は
「
立
法
事
実
」
の
変
化
に
敏
感
に
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
対
応
が

よ
り
可
能
と
な
る
政
治
部
門
の
役
割
が
近
年
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
憲
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
制
限

規
範
と
し
て
の
憲
法
」
と
い
う
思
考
が
中
心
で
あ
っ
た
憲
法
学
に
お
い
て
、
近
年
で
は
「
行
為
規
範
と
し
て
の
憲
法
」
と
い
う
思
考
方
法

に
基
づ
く
探
究
も
見
ら
れ
、
そ
こ
で
は
「
憲
法
秩
序
を
創
造
す
る
」
政
治
部
門
（
内
閣
・
議
会
）
の
役
割
が
よ
り
一
層
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
て
は
一
定
の
批
判
も
あ
る
も
の
の
、
民
主
主
義
的
な
憲
法
秩
序
の
構
築
の
一
例
と
し
て
挙

げ
る
こ
と
も
で
き
、
国
民
に
よ
る
政
権
選
択
と
憲
法
解
釈
の
「
民
主
化
」
と
い
う
議
論
に
も
親
和
的
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
政
治
部
門
の
憲
法
解
釈
の
意
義
が
語
ら
れ
る
一
方
で
、
そ
の
限
界
も
し
く
は
考
慮
す
べ
き
点
が
あ
る
の
も
事

実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
公
権
解
釈
と
し
て
の
有
効
性
、
第
二
に
組
織
に
よ
る
統
一
的
憲
法
解
釈
の
可
能
性
、
第
三
に
安
定
し
た
憲

法
解
釈
か
ら
の
離
脱
の
可
能
性
と
い
っ
た
問
題
点
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
政
治
部
門
の
う
ち
、
と
り
わ
け
内
閣
に
つ
い
て
は
、
以
上
に
挙

げ
た
懸
念
が
、
民
主
党
政
権
に
至
る
ま
で
、
内
閣
法
制
局
と
い
う
一
部
局
の
作
用
を
通
じ
て
緩
和
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
も
感
じ
る
。
そ
し
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て
、
そ
う
し
た
部
局
の
存
在
は
、
民
主
的
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
事
実
上
の
権
限
を
持
つ
こ
と
へ
の
批
判
も
あ
り
な
が
ら
も
、
一
定
程

度
評
価
さ
れ
て
き
た
。

以
上
で
は
、
政
治
部
門
が
憲
法
解
釈
す
る
こ
と
自
体
に
問
題
は
な
く
、
ま
た
近
年
で
は
そ
れ
を
よ
り
評
価
す
る
議
論
が
見
ら
れ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
政
治
部
門
の
憲
法
解
釈
へ
の
再
評
価
の
潮
流
の
中
で
、
内
閣
法
制
局
の
よ
う
な
機
関
の
役
割
を
抑
え
て

内
閣
が
政
治
主
導
の
憲
法
解
釈
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
、
い
か
に
評
価
さ
れ
る
の
か
を
こ
こ
で
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
前
述
の
よ
う
に
、
政
治
学
者
の
曽
根
が
「
政
権
が
変
わ
れ
ば
、
憲
法
解
釈
も
か
わ
る
」
と
指
摘
す
る
の
に
対
し
、
元
法
制
局
長
官
の
阪

田
は
「
憲
法
解
釈
は
政
治
主
導
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
が
、
こ
う
し
た
評
価
の
差
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
起
因
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
鍵
と
な
る
の
は
、
法
律
家
の
考
え
る
法
「
解
釈
」
観
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
政
治
部
門
の
憲
法
解
釈
を
考
え
る
に
あ
た

り
、
法
「
解
釈
」
の
意
味
へ
の
こ
だ
わ
り
が
、
政
治
学
者
と
法
律
学
者
と
の
間
で
の
一
定
の
距
離
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ

る
。

五．

政
権
交
代
に
よ
る
憲
法
解
釈
の
変
更
可
能
性

（一）

憲
法
解
釈
と
は
何
か
？

官
僚
支
配
か
ら
国
会
中
心
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
観
点
を
と
る
場
合
、
一
般
的
に
は
、
上
述
の
阪
田
の
よ
う
な
立
場
の
人
が
、
自
ら
の
権

限
を
政
治
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
特
権
的
な
作
用
と
し
て
温
存
す
る
こ
と
こ
そ
、
官
僚
支
配
の
象
徴
と
し
て
映
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
内
閣
法
制
局
に
近
い
側
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
な
い
憲
法
学
者
が
同
調
的
で
も
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
そ
も
そ
も

憲
法
「
解
釈
」
と
い
う
作
用
に
関
す
る
法
学
者
固
有
の
理
解
が
、
そ
こ
に
影
響
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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先
の
阪
田
は
、「
憲
法
解
釈
は
政
治
主
導
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
の
と
同
時
に
、「
内
閣
と
し
て
憲
法
の
解
釈
は
一
元
的

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
以
上
の
二
つ
の
命
題
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、「
政
治
主
導
と
な
っ
た
憲
法
解
釈
は
一
元
的
で

は
な
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
阪
田
の
主
張
に
は
含
意
さ
れ
る
。
で
は
、
法
解
釈
が
一
元
的
で
あ
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
単
に
官
僚
で
あ
る
内
閣
法
制
局
が
特
権
的
な
解
釈
を
維
持
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
超
え
た
、
い
わ
ゆ
る
解
釈
の
「
枠
」
を
め
ぐ
る

問
題
へ
の
言
及
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

法
律
の
世
界
で
は
周
知
の
よ
う
に
、
法
解
釈
そ
れ
自
体
は
主
観
的
作
用
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
う
し
た

主
観
的
作
用
の
性
質
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
解
釈
に
は
一
定
の
解
釈
の
「
枠
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
か
け
が
さ
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
ま
ず
、
解
釈
の
「
枠
」
の
客
観
性
が
追
求
さ
れ
る
が
、
解
釈
と
い
う
作
用
が
主
観
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
客
観
性
を
見
出
す
こ

と
は
や
は
り
困
難
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
う
し
た
認
識
を
前
に
、
先
の
内
閣
法
制
局
長
官
経
験
者
の
発
言
を
見
る
と
、
そ
の
中
に
は

「
一
元
的
な
解
釈
」
と
い
っ
た
指
摘
や
「
論
理
必
然
的
な
解
釈
」
と
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
、
客
観
的
な
一
つ
の
憲
法

解
釈
の
「
発
見
」
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
先
の
認
識
に
加
え
て
、
内
閣
法
制
局
自
身
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
解
釈
の
中
に

は
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
も
あ
る
と
い
う
指
摘
か
ら
す
れ
ば

（
22
）

、
内
閣
法
制
局
に
よ
る
憲
法
の
客
観
的
解
釈
が
本
当
に
可
能
な
の
か
を

考
え
る
と
、
そ
れ
は
正
直
難
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
は
い
え
、
法
解
釈
を
め
ぐ
る
「
枠
」
の
議
論
は
、
そ
の
後
別
の
方
向
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
解
釈
に
は
、
客
観
的
な

一
元
的
解
釈
な
ど
は
あ
り
え
ず
、
解
釈
の
主
観
性
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
出
て
く
る
が
、
法
解
釈
は
他
者
へ
向
け
て
発
せ
ら
れ
、
他
者
と

の
共
通
理
解
（
す
な
わ
ち
対
話
）
の
中
で
、
そ
の
妥
当
性
・
合
理
性
が
確
保
さ
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
一
定
の
「
枠
」
の
よ
う
な
も
の
が
見

出
さ
れ
る
と
い
う
方
向
性
で
あ
る

（
23
）

。
端
的
に
言
え
ば
、
あ
る
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
、
他
の
人
が
そ
の
よ
う
に
は
全
く
読
め
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
そ
う
し
た
独
善
的
な
解
釈
は
誰
も
相
手
を
し
な
い
と
い
う
意
味
で
合
理
的
な
解
釈
で
は
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
結
局
そ
の
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よ
う
な
憲
法
解
釈
を
す
る
に
は
至
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
枠
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。

（二）

憲
法
解
釈
の
質
の
確
保

こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
憲
法
解
釈
が
政
治
主
導
で
行
わ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
点
よ
り
も
、
政
治
部
門

に
お
い
て
対
話
的
で
合
理
的
な
憲
法
解
釈
が
で
き
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
宍
戸
が
指
摘
す
る

「
国
会
議
員
の
憲
法
解
釈
の
質
」
の
視
点
、
す
な
わ
ち
、
選
挙
で
選
ば
れ
る
政
治
部
門
自
体
の
憲
法
解
釈
能
力
の
向
上
を
求
め
、
法
律
専

門
家
集
団
と
し
て
の
政
治
部
門
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
実
際
の
国
政
選
挙
で
は
、
必
ず
し
も
法
律
の
素
養
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
人
々
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

専
門
的
な
法
律
解
釈
を
行
え
る
と
い
う
「
縛
り
」
を
政
治
部
門
の
人
々
に
か
け
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
と
の
指
摘
も
で
き
よ
う
。
さ

ら
に
、
現
実
政
治
の
世
界
で
は
、
全
て
法
律
学
的
論
理
構
成
で
物
事
が
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
な
か
に
は
「
法
律
家
の
法
解
釈
な

ど
常
識
を
知
ら
な
い
、
と
る
に
足
ら
な
い
も
の
」
と
し
て
、
開
き
直
る
議
員
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
中
、
対
話
に
よ
る
憲
法

解
釈
の
合
理
性
の
追
求
を
政
治
部
門
の
人
々
に
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
の
議
論
が
出
て
く
る
可
能
性
は
十
分
あ
り
う
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
政
治
部
門
に
お
け
る
憲
法
解
釈
の
主
体
は
、
議
員
個
人
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
議
院
や
内
閣
の
場
合
も
あ
り
、
そ
の
ア

ク
タ
ー
ご
と
の
憲
法
解
釈
の
意
義
は
等
価
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
議
院
内
閣
制
を
採
用
す
る
日
本
に
お
い
て
、
政
府
構
成
員
が
主
に
輩
出

さ
れ
る
の
は
、
比
較
的
多
く
の
議
員
を
抱
え
る
与
党
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
与
党
議
員
個
人
が
、
あ
ま
り
に
「
非
常
識
な
」
憲
法
解

釈
を
行
い
そ
れ
を
他
者
に
示
し
た
と
す
れ
ば
、
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
少
な
か
ら
ず
常
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
議
員
た
ち
に
は
相
手
に
さ

れ
ず
、
そ
こ
で
の
対
話
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
首
相
が
、
実
際
に
憲
法
解
釈
に
携
わ
る
議
員

を
政
府
構
成
員
と
し
て
選
ぶ
過
程
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
「
非
常
識
な
」
憲
法
解
釈
を
唱
え
る
議
員
は
選
ば
れ
ず
、
そ
う
し
た
憲
法
解
釈
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も
自
然
に
「
解
釈
の
サ
ロ
ン
」
で
淘
汰
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
。
実
際
、
民
主
党
に
よ
る
内
閣
法
制
局
長
官
の
答
弁
禁
止
問
題
で

鳩
山
首
相
は
、
内
閣
の
憲
法
解
釈
の
答
弁
担
当
を
枝
野
幸
男
国
務
大
臣
に
振
り
分
け
た
。
そ
の
理
由
は
、
枝
野
が
弁
護
士
出
身
で
あ
る
こ

と
に
加
え
、
民
主
党
憲
法
調
査
会
長
で
あ
っ
た
か
ら
と
さ
れ
る
が

（
24
）

、
お
そ
ら
く
内
閣
自
体
が
、（
合
理
的
対
話
の
成
立
し
な
い
）
非
常
識

な
憲
法
解
釈
者
に
そ
う
し
た
役
割
を
充
て
な
か
っ
た
こ
と
が
高
度
に
予
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
人
選
が
結
果
的
に
憲
法
解
釈
を

め
ぐ
る
（
一
定
の
合
理
性
が
確
保
さ
れ
た
）
新
た
な
対
話
を
生
み
出
す
可
能
性
は
あ
る
。
た
と
え
ば
枝
野
が
、
二
〇
一
〇
年
二
月
十
九
日

の
大
臣
記
者
会
見
で
、「
内
閣
法
制
局
が
担
っ
て
き
た
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
、『
政
権
が
代
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
恣
意
的
に
変
え
る
こ

と
は
あ
っ
て
は
い
け
な
い
』
と
述
べ

（
25
）

」
た
こ
と
は
、（
憲
法
解
釈
の
客
観
性
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
定
の
範
囲
内
で
解
釈
は
な
さ

れ
る
べ
き
と
考
え
る
法
学
者
や
実
務
家
な
ど
と
の
間
で
の
）
憲
法
解
釈
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
合
理
的
な
対
話
を
成
立
さ
せ
た
意
味
で
象

徴
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
治
主
導
の
憲
法
解
釈
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
解
釈
の
不
安
定
化
を
招
く
の
か
は
実
は
自
明
で
は
な
い
。

そ
こ
で
政
治
部
門
の
憲
法
解
釈
の
質
の
向
上
が
図
ら
れ
一
定
の
質
を
維
持
で
き
る
場
合
に
、「
政
治
主
導
の
憲
法
解
釈
」
と
い
う
モ
デ
ル

は
、
理
念
型
と
し
て
一
定
の
評
価
は
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（三）

憲
法
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
の
関
係

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
モ
デ
ル
は
一
方
で
、
一
国
内
で
憲
法
典
の
理
念
や
価
値
を
重
要
な
も
の
と
考
え
る
と
い
う
意
味
で
の
、
憲
法
コ

ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
れ
ば
こ
そ
成
立
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
日
本
で
は
、
そ
も
そ
も
現
在
の
憲
法
典
に
関
す
る
コ
ン
セ

ン
サ
ス
が
磐
石
で
あ
る
わ
け
で
な
い
（
と
り
わ
け
九
条
を
め
ぐ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
と
は
い
い
難
い
）。
政
治
家
の
中
で
も
、
憲
法

尊
重
義
務
が
あ
り
な
が
ら
も
、（
法
律
家
か
ら
す
れ
ば
）
明
ら
か
に
不
合
理
で
対
話
的
で
は
な
い
解
釈
を
確
信
犯
的
に
行
う
こ
と
で
自
ら
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の
政
治
主
張
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
不
合
理
で
対
話
的
で
は
な
い
解
釈
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

現
在
の
憲
法
典
へ
の
同
意
を
示
さ
な
い
国
民
か
ら
の
喝
采
を
議
員
自
ら
浴
び
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

内
閣
全
体
に
そ
の
よ
う
な
政
治
的
傾
向
が
出
て
き
た
と
き
、
結
論
が
最
初
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
「
対
話
の
な
い
憲
法
解
釈
」
が
、
公
定
解

釈
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
も
あ
る
。

内
容
的
な
合
理
性
が
確
保
さ
れ
る
か
否
か
は
抜
き
に
、
そ
う
し
た
解
釈
も
含
め
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
傾
倒
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
民

主
的
な
手
続
き
に
よ
る
「
正
当
な
憲
法
解
釈
の
転
換
」
と
み
れ
ば
、
そ
れ
は
聞
こ
え
が
よ
い
。
し
か
し
、
憲
法
解
釈
の
担
い
手
か
ら
法
律

専
門
家
で
な
い
人
を
外
す
こ
と
が
「
特
権
的
」
と
非
難
さ
れ
る
と
し
て
も
、「
繊
細
さ
」
の
点
で
、
よ
り
解
釈
に
長
け
て
い
る
と
思
わ
れ

る
法
律
解
釈
の
専
門
家
（
集
団
）
に
解
釈
の
合
理
性
や
安
心
感
を
求
め
る
こ
と
は
、
長
年
の
知
恵
の
結
晶
で
あ
る
立
憲
主
義
が
そ
う
し
た

作
用
を
中
心
的
に
担
う
人
々
（
団
体
）
に
よ
っ
て
安
定
的
に
供
給
・
継
続
さ
れ
て
き
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
一
定
の
評
価
も
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。
内
閣
法
制
局
に
よ
る
九
条
に
つ
い
て
の
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
解
釈
を
専
門
的
見
地
よ
り
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
し
て
き
た

で
あ
ろ
う
憲
法
学
者
で
さ
え
も
内
閣
法
制
局
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
て
い
る
の
は

（
26
）

、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ

れ
は
、
民
主
主
義
過
程
を
そ
れ
で
も
な
お
重
視
す
る
政
治
学
者
と
、
憲
法
解
釈
に
お
け
る
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
を
指
弾
す
る
法
律
専
門
家

と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

六．

ま
と
め
に
か
え
て

「
政
権
交
代
に
よ
り
政
府
の
憲
法
解
釈
は
か
わ
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
政
府
の
憲
法
解
釈
」
あ
る
い
は
「
政
治

主
導
の
憲
法
解
釈
」
そ
れ
自
体
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、「
合
理
的
な
対
話
を
し
な
い
憲
法
解
釈
の
変
化
」
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
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「
政
治
主
導
」
が
「
合
理
的
な
対
話
を
行
わ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
と
き
に
批
判
的
な
検
証
の
対
象
と
な
る
。
そ
し
て
政
権
交
代

に
よ
る
憲
法
解
釈
の
変
更
に
つ
い
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
正
当
化
は
、
そ
う
し
た
手
続
き
が
と
ら
れ
た
と
き
に
初
め
て
成
り
立
つ
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
天
皇
会
見
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
で
の
憲
法
解
釈
の
稚
拙
さ
も
含
め
、
政
治
主
導
の
憲
法
解
釈

が
結
局
合
理
的
な
対
話
を
な
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
非
難
さ
れ
、
説
得
力
を
持
た
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ま
た
内
閣
法
制
局
長
官
に
よ
る
憲
法
解
釈
機
能
の
停
止
に
つ
い
て
は
、
繰
り
返
し
に
な
ろ
う
が
、
憲
法
解
釈
の
質
が
適
宜
保
た
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
主
体
の
当
否
は
問
題
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、（
民
主
主
義
的
契
機
を
理
由
と
す
る
）
政
治
主
導
に
よ
る
憲
法
解
釈
を
規
範
論
の
観
点
か
ら
肯
定
的
に
捉
え
る
前
提

条
件
の
一
つ
は
、
一
定
の
憲
法
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
乗
り
越
え
る
解
釈
を
示
そ
う
と
す
る
政
治
の
ア
ク
タ
ー
が
登
場
す
る
場
合
、
立
憲
主
義

の
叡
智
を
理
由
に
、
そ
う
し
た
解
釈
が
「
枠
」
を
超
え
た
「
合
理
的
で
な
く
、
つ
ま
ら
な
い
」
も
の
か
ど
う
か
を
国
民
自
ら
適
宜
評
価
し

え
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

【
注
記
】
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
度
日
本
選
挙
学
会
総
会
・
研
究
会
の
分
科
会
Ｆ
（
法
律
部
会
）「
テ
ー
マ：

政
権
交
代
と
憲
法
」（
二
〇

一
〇
年
五
月
一
五
日
・
明
治
大
学
駿
河
台
校
舎
）
で
発
表
し
た
内
容
に
つ
い
て
、
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
研
究
は
、
二

〇
〇
九
―
一
〇
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
・
若
手
研
究
（
Ｂ
）
・
研
究
課
題
名
「
議
会
と
立
法
者
の
憲
法
解
釈
―
『
行
為
規

範
と
し
て
の
憲
法
』
研
究
」（
研
究
課
題
番
号
二
一
七
三
〇
〇
三
二
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
１
）

そ
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
高
橋
和
之
に
よ
る
「
国
民
内
閣
制
」
論
で
あ
ろ
う
（
高
橋
和
之
『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』（
有
斐

閣
、
一
九
九
四
年
））。
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（
２
）

以
下
の
政
府
や
国
会
の
動
向
等
の
事
実
関
係
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
主
に
朝
日
新
聞
二
〇
〇
九
年
十
二
月
十
二
日
、
二
十
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
参
照
。

（
３
）

以
上
の
小
沢
元
幹
事
長
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
朝
日
新
聞
二
〇
〇
九
年
十
二
月
十
五
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
。

（
４
）

こ
う
し
た
方
針
が
出
さ
れ
た
背
景
に
は
、
特
に
小
沢
元
幹
事
長
が
か
つ
て
自
民
党
幹
事
長
で
あ
っ
た
際
、
小
沢
氏
と
内
閣
法
制
局
と
の
間
で
、
憲
法
九
条

を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
も
い
わ
れ
る
。
実
際
に
、
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
、
大
森
政
輔
元
内
閣
法

制
局
長
官
か
ら
も
示
さ
れ
て
い
る
（
毎
日
新
聞
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
よ
り
）。

（
５
）

笠
原
英
彦
「
政
治
主
導
の
負
の
側
面
」
読
売
新
聞
二
〇
〇
九
年
十
二
月
十
三
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
。

（
６
）

御
厨
貴
「
政
治
主
導
妥
当
で
な
い
」
朝
日
新
聞
二
〇
〇
九
年
十
二
月
二
十
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
。

（
７
）

横
田
耕
一
「
選
ぶ
こ
と
自
体
、
政
治
的
意
味
」
朝
日
新
聞
二
〇
〇
九
年
十
二
月
十
二
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
。

（
８
）

石
川
健
治
「『
剛
腕
』
発
揮
　
筋
違
い
だ
」
朝
日
新
聞
二
〇
〇
九
年
十
二
月
二
十
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
。

（
９
）

長
谷
部
恭
男
「
簡
単
に
踏
み
越
す
べ
き
で
な
い
」
朝
日
新
聞
二
〇
〇
九
年
十
二
月
十
二
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
。

（
10
）

長
谷
部
恭
男
・
杉
田
敦
「
対
談
・
『
政
治
主
導
』
と
民
主
主
義
の
行
方
」
朝
日
新
聞
二
〇
一
〇
年
一
月
六
日
（
東
京
本
社
）
紙
面
。

（
11
）

阪
田
雅
裕
「
政
治
主
導
で
法
の
信
頼
保
て
ぬ
」
朝
日
新
聞
二
〇
一
〇
年
一
月
十
五
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
。

（
12
）

大
森
政
輔
「
法
制
局
長
官
を
退
場
さ
せ
て
も
審
議
は
活
性
化
し
な
い
―
国
会
答
弁
禁
止
は
誤
り
だ
」
毎
日
新
聞
二
〇
一
〇
年
四
月
十
五
日
（
大
阪
本
社
）

紙
面
。

（
13
）

曽
根
泰
教
「
助
言
を
参
考
に
す
れ
ば
よ
い
」
毎
日
新
聞
二
〇
〇
九
年
十
二
月
二
十
六
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
。

（
14
）

空
井
護
「
官
僚
的
決
定
の
優
越
は
不
適
切
」
朝
日
新
聞
二
〇
一
〇
年
一
月
十
五
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
。

（
15
）

水
島
朝
穂
「
法
治
主
義
崩
せ
ば
行
政
混
乱
」
毎
日
新
聞
二
〇
〇
九
年
十
二
月
二
十
六
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
。

（
16
）

青
井
未
帆
「
内
閣
法
制
局
長
官
の
答
弁
排
除
の
問
題
性
」
世
界
二
〇
一
〇
年
一
月
号
三
六
頁
。

（
17
）

宍
戸
常
寿
「
国
会
議
員
は
解
釈
能
力
を
磨
け
」
朝
日
新
聞
二
〇
一
〇
年
一
月
十
五
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
。

（
18
）

解
釈
の
主
体
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
、
内
野
正
幸
『
憲
法
解
釈
の
論
理
と
体
系
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
一
年
）
一
六
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
19
）

内
閣
の
憲
法
解
釈
機
能
を
め
ぐ
っ
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
佐
藤
岩
夫
「
内
閣
法
制
局
と
最
高
裁
判
所
」
棚
瀬
孝
雄
編
『
司
法
の
国
民
的
基
盤
―
日
米
の
司

法
政
治
と
司
法
理
論
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
一
七
頁
以
下
、
浦
田
一
郎
「
政
府
の
憲
法
解
釈
と
そ
の
変
更
―
国
会
・
内
閣
・
内
閣
法
制
局
」

浦
田
一
郎
・
只
野
雅
人
『
議
会
の
役
割
と
憲
法
原
理
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
二
五
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。
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（
20
）

た
と
え
ば
、
議
会
に
よ
る
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
、

L
O

U
IS

FISH
E

R,
O

N
A

PPR
E

C
IA

T
IN

G
C

O
N

G
R

E
SS
59

(2010 )

、
ま
た
議
会
と
司
法
と
の
協
働
に
つ
い
て
、

M
A

R
K

C
.

M
IL

L
E

R,
T

H
E

V
IE

W
O

F
T

H
E

C
O

U
R

T
S

FR
O

M
T

H
E

H
IL

L
(2009 )

を
参
照
。
ま
た
、
三
権
に
よ
る
憲
法
構
築
を
重
視
し
た
憲
法
解
釈
を
め
ぐ
る
デ
パ
ー

ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
大
林
啓
吾
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
と
執
行
特
権
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
21
）

こ
う
し
た
議
会
像
が
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
な
が
ら
、
憲
法
解
釈
の
主
体
と
し
て
の
議
会
の
意
義
を
再
定
位
す
る
、C

O
N

G
R

E
S

S
A

N
D

T
H

E

C
O

N
ST

IT
U

T
IO

N
1 -2 ,(N

ealD
evins

&
K

eith
E

.W
hittington

eds.,2005 )

を
参
照
。
こ
の
著
書
紹
介
と
し
て
、
新
井
誠
「
憲
法
と
議
会
」
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
〇

七
―
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
三
八
頁
。

（
22
）

こ
の
点
、
空
井
護
は
、「
法
制
局
は
政
治
か
ら
憲
法
を
守
る
よ
り
も
、
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
憲
法
解
釈
で
政
治
を
支
え
る
こ
と
の
方
が
圧
倒
的
に
多
」

い
と
指
摘
す
る
（
空
井
・
前
掲
注
（
14
））。

（
23
）

松
井
茂
記
『
日
本
国
憲
法
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
二
―
三
頁
、
南
野
森
「
憲
法
・
憲
法
解
釈
・
憲
法
学
」
安
西
文
雄
他
『
憲
法
学
の
現

代
的
論
点
（
第
二
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
一
四
頁
。

（
24
）

ア
サ
ヒ
コ
ム
二
〇
一
〇
年
二
月
十
五
日
（w

w
w

.asahi.com
/politics

/update
/0215

/T
K

Y
201002150079 .htm

l

）。

（
25
）

朝
日
新
聞
二
〇
一
〇
年
二
月
二
十
日
（
大
阪
本
社
）
紙
面
。

（
26
）

水
島
・
前
掲
注
（
15
）
を
参
照
。


