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Ⅰ
．
は
じ
め
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
の
ち
に
は
ほ
か
で
も
、
近
代
的
立
憲
国
家
の
基
盤
が
構
想
さ
れ
定
着
し
た
と
き
、
相
互
に
独
立
し
た
と
想
定
さ
れ
た

諸
国
家
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
、
同
格
の
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た

│
当
時
は
い
ま
と
は
別
世
界
で
は
あ
っ

た
が
。
今
日
の
世
界
と
い
っ
た
ら
、
私
と
同
世
代
の
人
た
ち
が
体
験
し
学
問
的
に
従
事
し
て
き
た
国
家
と
法
の
世
界
と
は
本
質
的
に
異

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
た
し
か
に
異
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
共
通
し
た
基
本
理
念
と
価
値
に
結
び
つ
け
ら

れ
た
国
家
シ
ス
テ
ム
を
、
新
た
な
性
質
と
し
て
一
つ
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
理
念
か
ら
し
ば
し
ば
着
想
を
受
け
、
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る

国
家
と
は
ち
が
っ
て
き
て
い
る
の
だ

│
こ
の
価
値
と
は
、
私
が
今
日
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
の
大
学
の
あ
る
こ
の
街
で
も
完
全
に

共
有
さ
れ
定
着
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
見
い
だ
さ
れ
た
認
識
と
価
値
は
、
特
に
東
の
方
向
へ
も
道
を
見
い
だ
し
、
そ
こ
で
濃
縮

さ
れ
、
そ
こ
か
ら
再
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
に
戻
さ
れ
て
ル
ネ
サ
ン
ス
を
も
た
ら
し
、
啓
蒙
と
法
文
化
の
成
果
と
し
て
の
近
代
立
憲
国
家
を
可

能
に
し
た
。

わ
れ
わ
れ
が
過
去
数
十
年
の
あ
い
だ
に
経
験
し
、
か
つ
現
に
経
験
し
て
い
る
若
干
の
諸
事
象
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
刻
ま
れ
て
き

た
世
界
、
諸
国
家
、
法
の
モ
デ
ル
の
な
か
に
、
た
だ
重
々
し
く
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
国
内
に
つ
い
て
も
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
連
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
か
ら
国
際
的
な
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
銀
行
と
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
の
活
動

が
国
家
行
為
を
決
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
活
動
は
、
政
府
の
活
動
の
公
表
よ
り
も
ず
っ
と
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
銀
行
は
、
金
融
業
以

外
の
様
々
な
業
務
を
行
い
、
通
貨
を
弄
び
、
損
失
や
価
格
暴
落
ま
た
は
食
品
価
格
の
上
昇
、
諸
国
家
の
破
産
す
ら
投
機
の
対
象
と
し
、
し

か
も
彼
ら
が
そ
の
投
機
の
成
功
に
自
ら
寄
与
で
き
る
地
位
に
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
。
と
き
に
は
銀
行
も
失
敗

一
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し
、
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
の
規
模
の
資
金
を
喪
失
す
る
が
、
そ
の
時
は
国
家
の
資
金
注
入
に
よ
っ
て
生
き
な
が
ら
え
る
。
銀
行
は
不
可
欠

の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
分
、
他
の
目
的
に
使
う
金
は
失
わ
れ
る
。
国
内
選
挙
ま
た
は
重
要
な
政
府
決
定
の
前
後

に
、
金
融
市
場
の
ア
ク
タ
ー
は
、
査
定
を
発
表
し
て
脅
か
す
。
何
十
億
人
も
の
生
存
可
能
性
と
未
来
の
可
能
性
が
、
ほ
ん
の
少
数
の
個
人

の
た
め
に
、
過
大
な
利
回
り
の
利
益
獲
得
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
決
定
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
長
い
こ
と
世
界
の
さ
ま
ざ
ま

な
地
域
間
で
歴
史
的
か
つ
地
政
学
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
貧
富
の
格
差
が
、
や
が
て
帝
国
主
義
と
植
民
地
主
義
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
、

い
ま
や
特
権
化
さ
れ
た
空
間
の
内
部
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
内
部
で
も
、
増
大
す
る
社
会
的
貧
困
化
が
つ
け
加
わ
っ

て
い
る
。

し
か
し
、
単
に
国
際
的
な
資
本
市
場
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
国
内
で
も
、
我
々
は
驚
く
べ
き
変
化
に
遭
遇
し
て
い
る
。
特
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
分
野
で
そ
れ
が
起
き
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
政
治
過
程
の
具
体
化
が

行
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア
は
、
国
家
の
決
定
に
つ
な
が
る
だ
け
の
議
論
状
況
を
形
づ
く
り
、
影
響
を

与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
き
お
り
有
権
者
が
、
選
挙
の
決
定
の
際
に
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
暗
示
を
か
け
ら
れ
る
、
と
い
う
印
象
す
ら
あ

る
。
政
治
的
な
駆
け
引
き
す
ら
も
商
業
的
に
作
用
し
て
い
る
。〔
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用
し
た
〕
電
子
的
公
開
手
段
は
、
市
民
社

会
の
活
動
の
前
提
と
な
る
包
括
的
な
情
報
化
を
も
た
ら
す
だ
け
で
は
な
く
、
人
格
権
に
対
し
て
、
国
家
に
由
来
す
る
も
の
よ
り
も
か
な
り

強
烈
な
脅
威
と
な
り
う
る
。
同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
、
精
神
的
な
財
お
よ
び
権
利
の
脅
威
な
ら
び
に
文
化
的
な
価
値
創
造
の
脅
威
と
結
び

つ
く
。
こ
う
し
た
す
べ
て
の
現
象
は
、
国
家
と
社
会
の
関
係
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
い
く
つ
か
は
、
後
で
再

び
取
り
上
げ
た
い
。
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Ⅱ
．
国
家
と
社
会
の
法
的
分
離

私
の
講
演
は
、
そ
れ
故
に
、
国
家
と
社
会
の
間
の
若
干
の
機
能
変
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
ア
ク
タ
ー
と
は
、
官
職
に
あ
る

者
で
も
政
府
を
代
表
す
る
者
で
も
な
い
者
の
こ
と
で
、
し
た
が
っ
て
、
政
府
や
そ
の
下
位
に
あ
る
行
政
官
で
も
、
立
法
府
議
員
で
も
、
あ

る
い
は
司
法
官
で
も
な
い
す
べ
て
の
者
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
市
民
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
含
ま
れ
る
の
で
、
市
民
な

い
し
社
会
的
ア
ク
タ
ー
は
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
中
に
は
、
国
際
的
な
結
び
つ
き
と
市
場
に
お
い
て
強

大
な
力
を
も
っ
た
寡
占
状
態
の
株
式
会
社
や
、
千
億
ド
ル
以
上
の
名
目
上
の
市
場
価
値
を
も
っ
た
い
わ
ゆ
る
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
な
ん

た
る
概
念
の
混
乱
）
や
格
付
け
会
社
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
市
民
で
あ
っ
て
基
本
権
享
有
主
体
で
あ
り
、
相
応
に
保
護
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
か
ら
、
誰
が
わ
れ
わ
れ
を
保
護
す
る
の
か
。

社
会
が
対
峙
し
て
い
る
国
家
と
い
う
の
は
、
大
部
分
は
公
法
の
分
野
で
決
定
を
行
う
、
国
家
権
力
の
三
つ
す
べ
て
の
形
態
に
あ
ら
わ
れ

る
諸
機
関
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
国
家
は
二
つ
の
顔
を
も
っ
て
い
る
。
国
家
は
、
私
法
に
基
づ
い
て
行
為
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
し
、
私

人
を
任
務
遂
行
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
、
国
家
は
自
ら
の
憲
法
上
の
拘
束
を
失
う
こ
と
は
な
い
。
い
や
、
よ

り
正
確
に
い
え
ば
、
国
家
は
憲
法
上
の
拘
束
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
失
う
べ
き
で
は
な
い
。
以
下
は
、
そ
の
枠
内
で
の
理
論
で
あ
る
。

国
家
と
社
会
の
理
論
的
な
分
離
は
、

│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
る
経
過
を
辿
っ
た
の
だ
が

│
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
立

憲
君
主
制
の
時
代
に
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
移
行
期
は
、
国
家
権
力
の
法
治
国
家
的
抑
制
に
関
す
る
観
念
の
形
成
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
、
同
時
に
、
民
主
的
な
萌
芽
を
た
ん
に
黙
認
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
し
ぶ
し
ぶ
甘
受
し
た
君
主
制
シ
ス
テ
ム
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
で
特

徴
づ
け
ら
れ
た
。
国
家
と
社
会
の
分
離
は
、
国
家
支
配
に
市
民
の
人
格
的
な
自
律
性
を
対
置
し
、
高
権
的
権
力
を
自
由
と
対
置
し
、
公
共
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空
間
を
私
と
対
置
し
た
。
か
つ
て
の
国
家
の
活
動
領
域
で
あ
っ
た
経
済
、
学
問
そ
し
て
教
育
の
大
部
分
と
宗
教
作
用
が
、
ま
す
ま
す
脱
国

家
化
し
、
自
発
的
に
理
解
さ
れ
た
国
家
の
自
己
抑
制
と
し
て
、
発
展
史
上
は
整
理
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
は
、
発
展
を
促
進
す
る

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
分
離
思
想
の
歴
史
的
起
源
は
、
国
家
と
社
会
の
区
別
が
し
ば
し
ば
時
代
遅
れ
と
見
ら
れ
る
こ
と
の
所
以
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

危
険
で
誤
っ
た
考
え
だ
と
私
は
確
信
し
て
い
る
。
現
行
憲
法
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
れ
と
対
立
す
る
立
場
か
ら
出
発
し
て
い
る
し
、
国
際
法
も

そ
の
立
場
を
求
め
て
い
る
、
と
私
は
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正
当
化
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
基
本
権
秩
序
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
結
局
は
政
党
の
役
割
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
正
し
く
理
解
さ
れ
た
一
般
的
な
人
権
宣
言
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
決
ま
っ

た
ま
や
か
し
の
答
え
を
求
め
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。

憲
法
の
な
か
に
は
、
正
当
化
を
生
み
だ
す
手
続
し
か
規
律
し
な
い
も
の
も
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
選
挙
の
民
主
的
な
妥
当
性
を
明
文

で
要
請
す
る
だ
け
の
憲
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
表
し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
国
家
機
関
の
す
べ
て
の
行
為
が
、
選

挙
民
に
帰
さ
れ
る
正
当
化
連
鎖
に
支
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
と
社
会
の
機
能
変
動
に

内
容
的
な
境
界
線
す
ら
も
引
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
も
う
一
度
取
り
上
げ
る
。

基
本
権
も
ま
た
、
国
家
と
社
会
の
領
域
に
違
い
が
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
基
本
権
は
、
私
が
先
に
市
民
と
称
し
た
者

た
ち
の
諸
権
利
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
意
見
表
明
の
自
由
や
集
会
の
自
由
と
い
っ
た
民
主
主
義
的
な
基
本

権
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
家
的
ア
ク
タ
ー
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
結
社
の
自
由
も
、
自
律
的
な
結
合
形
成
の
権
利
と
し
て
、

こ
の
文
脈
に
お
か
れ
る
。
ま
た
、
財
産
権
と
職
業
の
自
由
と
い
っ
た
他
の
諸
基
本
権
も
こ
こ
に
示
し
て
お
く
。
国
家
は
基
本
権
享
有
主
体

と
は
な
り
え
ず
、
国
家
は
基
本
権
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
基
本
権
は
、
国
家
の
社
会
へ
の
介
入
を
防
御
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
は
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次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
こ
う
。
国
家
が
社
会
的
権
力
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
保
護
す
る
た
め
の
基
本
権
も
わ
れ
わ
れ
は
必
要
と
し
て
い
る
の
だ
、

と
。最

後
に
、
政
党
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
比
較
法
上
、
き
わ
め
て
大
き
な
相
違
が
み
ら
れ
る
。
政
党
は
、
こ
こ
で
前
提
と
し
て
い
る
モ
デ

ル
に
し
た
が
え
ば
、
社
会
的
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
が
、
国
家
機
関
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
政
党
は
中
間
的
存
在
と
い
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
的
結
社
と
い
う
政
党
の
地
位
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
党
に
は
、
憲
法
上
、
国
民
の
意
思
形
成
へ
の
協
力
が
課
せ
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
政
党
は
、
議
会
内
で
形
成
し
た
会
派
を
通
じ
て
、
制
度
的
に
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
│
国
家
的
な
│
決
定
に
参
与

す
る
。
政
党
は
、
国
家
の
職
務
者
に
な
る
政
治
に
か
か
わ
る
者
を
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
た
め
の
集
団
を
形
成
し
て
い
る
。
政
党
は
、
そ
の
役

割
を
果
た
す
た
め
に
、
部
分
的
に
で
あ
っ
て
も
、
国
家
に
よ
っ
て
資
金
援
助
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
党
は
、
資
金
力
の
あ
る
社
会
の

ア
ク
タ
ー
か
ら
も
、
と
き
に
は
公
開
で
、
と
き
に
は
間
接
的
に
金
銭
が
支
払
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
大
企
業
が
党
大
会
の
ス
ポ
ン
サ
ー

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
党
の
地
位
は
、
国
家
と
社
会
の
分
離
の
根
拠
で
も
あ
る
し
、
両
者
の
境
界
の
線
引
き
を
困
難
に
す
る
根
拠
と

も
な
っ
て
い
る
。

Ⅲ
．
国
家
の
後
退
と
社
会
の
利
益
代
表
に
対
す
る
開
放

国
家
と
社
会
の
原
則
的
な
分
離
と
い
う
憲
法
上
の
モ
デ
ル
を
現
実
と
対
決
さ
せ
る
な
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
機
能
変

動
が
姿
を
あ
ら
わ
す
。
国
家
が
、
法
的
に
閉
ざ
さ
れ
た
領
域
に
ど
の
程
度
ま
で
踏
み
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
や
、
い
つ

の
間
に
か
踏
み
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
。
む
し
ろ
私
は
別
の
問
題
側
面
に
限
定
す
る
。
ど
こ
で
国

家
が
い
と
ま
を
告
げ
て
、
そ
の
分
野
を
私
的
ア
ク
タ
ー
に
任
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
こ
ま
で
国
家
は
、
新
た
な
挑
発
に
対
し
て
無
為
で
あ
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り
つ
づ
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
家
の
決
定
へ
の
社
会
的
ア
ク
タ
ー
の
影
響
と
作
用
は
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
国
家
は
、
か
つ
て
運
送
部
門
、
鉄
道
、
郵
便
、
空
港
営
業
・
航
空
安
全
、
公
衆
衛
生
、
廃
棄
物
処
理
そ
し
て
水
道
供
給
と

い
っ
た
古
典
的
な
国
家
任
務
を
負
っ
て
い
た
が
、〔
今
日
で
は
〕
私
人
を
警
察
任
務
に
参
加
さ
せ
、
犯
罪
者
に
対
す
る
保
安
処
分
に
さ
え

も
参
加
さ
せ
て
い
る
。
戦
争
は
私
的
な
軍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

国
家
は
長
い
こ
と
、
私
的
ア
ク
タ
ー
が
国
家
機
能
の
行
使
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
許
容
し
て
き
た
。

立
法
、
行
政
、
司
法
に
お
い
て
、
社
会
的
ア
ク
タ
ー
は
国
家
の
決
定
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
三
つ
す
べ
て
の
領
域
で
、
フ
ォ
ー
マ
ル

な
影
響
と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
影
響
が
区
別
さ
れ
う
る
。
フ
ォ
ー
マ
ル
な
影
響
と
は
、
形
式
、
す
な
わ
ち
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
影
響
と
は
、
法
律
の
規
律
の
外
で
実
行
す
る
も
の
だ
が
、
先
の
理
由
か
ら
必
然
的
に
違
法
で
は
な
い
。

立
法
。
そ
れ
は
議
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
議
会
が
法
律
に
よ
っ
て
授
権
し
た
場
合
に
は
、
政
府
も
行
う
。
こ
の
理
論
か
ら
す
る
と
、

こ
の
種
の
授
権
法
律
は
、
対
象
と
内
容
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
行
政
は
議
会
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
範
囲
を
行
使
す
る
だ
け

で
あ
る
。
こ
の
立
法
過
程
へ
の
社
会
的
ア
ク
タ
ー
の
参
加
は
、
少
な
く
と
も
憲
法
で
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

社
会
的
ア
ク
タ
ー
の
参
加
は
著
し
く
、
か
つ
、
内
容
上
も
し
ば
し
ば
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
法
律
の
発
議
に
も
、
さ
ら
に
立
法
手

続
に
も
関
係
し
て
い
る
。

立
法
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
権
能
は
、
国
家
機
関
の
み
に
留
保
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
そ
こ
に
、
形
式
的
に
議
会
が
発
議
者
と
し

て
登
場
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
政
府
が
優
位
に
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
シ
ス
テ
ム
に
内
在
す
る
政
党
の
優
位
を
生
み
だ
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
他
の
社
会
的
ア
ク
タ
ー
も
立
法
準
備
に
参
加
し
、
し
ば
し
ば
決
定
の
き
っ
か
け
を
政
治
的
に
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ

ら
は
、
社
会
的
な
部
分
利
益
の
組
織
で
あ
る
団
体
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
工
業
、
手
工
業
、
経
営
者
団
体
と
い
っ
た
経
済
的
利
益
の
代
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表
で
あ
り
、
社
会
的
利
益
ま
た
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
利
益
の
代
表
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
部
分
的
に
は
、
政
党
を
経
由
し
、
考
え
ら
れ
る
立

法
、
あ
る
い
は
予
定
さ
れ
て
い
る
立
法
に
お
け
る
個
々
の
問
題
を
社
会
的
団
体
の
代
表
者
と
討
議
し
、
し
ば
し
ば
将
来
の
潜
在
的
な
立
法

の
名
宛
人
の
了
承
を
得
よ
う
と
す
る
。
政
府
自
身
も
そ
う
し
た
議
論
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
。
政
府
は
意
見
を
求
め
て
審
議
会
と
専

門
委
員
会
を
設
置
す
る
。
こ
の
過
程
は
圧
倒
的
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
に
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
多
か
れ
少
な
か
れ
透
明
性
を
も
っ
て
行
わ
れ

る
が
、
と
き
に
は
メ
デ
ィ
ア
の
公
開
に
よ
る
活
気
づ
け
を
ね
ら
っ
た
選
択
的
で
部
分
的
な
透
明
性
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ロ
ビ
イ

ス
ト
と
い
う
独
自
の
職
業
を
生
み
出
す
。
そ
れ
は
大
群
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
ロ
ビ
イ
ス
ト
の
一
部
は
、
助
言
者
と
し
て
省
庁
に
従
事

し
て
、
法
案
を
下
書
き
す
る
。

行
政
は
、
法
律
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に
よ
り
個
別
事
案
を
決
定
す
る
が
、
そ
の
と
き
内
容
形
成
の
余
地
が
あ
る
の
は
、
と
く
に
法
律
執

行
が
裁
量
の
か
た
ち
で
行
わ
れ
る
場
合
、
つ
ま
り
法
効
果
の
点
で
の
変
動
域
が
、
不
確
定
法
概
念
の
具
体
化
の
と
き
や
、
と
り
わ
け
、
た

と
え
ば
イ
ン
フ
ラ
に
か
ん
す
る
重
要
な
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
法
的
な
形
成
と
し
て
の
計
画
の
分
野
で
、
法
的
に
許
容
さ
れ
る
決
定
を
み

と
め
る
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
衡
量
が
可
能
で
あ
り
、
と
き
に
は
本
質
的
に
、
法
律
執
行
を
「
公
共
の
利
益
」
に
最
も
適
し
て
い
る
問

題
に
限
定
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
し
ば
し
ば
社
会
的
ア
ク
タ
ー
の
対
立
す
る
諸
利
益
に
か
か
わ
る
決
定
の
た
め
に
、
多
く
の

代
替
案
か
ら
選
択
を
行
う
の
は
執
行
行
政
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
直
接
的
に
は
、
社
会
的
ア
ク
タ
ー
が
自
ら
の
利
益
を
決
定
前
に

強
く
主
張
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

立
法
の
こ
の
状
況
と
は
反
対
に
、
行
政
の
手
続
法
は
徹
底
的
に
そ
の
必
要
性
に
応
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、

フ
ォ
ー
マ
ル
な
作
用
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
法
で
は
、
行
政
と
決
定
後
の
名
宛
人
と
の
法
関
係
だ
け
で
な
く
、
第
三

者
の
利
益
に
も
か
か
わ
る
行
政
決
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
人
へ
徹
底
的
に
聴
聞
を
行
う
可
能
性
が
あ
る
。
建
築
法
や
環
境
法
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な
ど
、
様
々
な
法
領
域
が
多
く
の
例
を
提
供
し
て
い
る
。
あ
る
建
築
計
画
や
操
業
施
設
が
許
可
さ
れ
た
場
合
、
ま
さ
に
広
い
範
囲
の
関
係

人
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
関
与
と
い
う
も
の
が
予
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
訴
え
の
可
能
性
も
発
生
し
て
い
る
。
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
は
、

数
百
の
、
い
や
数
千
の
関
係
者
が
い
て
、
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
個
人
と
し
て
協
働
す
る
し
、
ま
た
組
織
さ
れ
た
団
体
の
な
か
で
協
働
す
る

場
合
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
機
関
で
あ
る
「
行
政
」
は
、
一
面
的
・
高
権
的
に
決
定
す
る
の
で
は
な
い
し
、
社
会
的
利
害
と
隔
離

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
決
定
に
い
た
る
道
程
を
、
そ
の
担
い
手
た
ち
が
行
政
に
随
行
す
る
の
だ
。
そ
の
際
、
し
ば
し
ば
、

考
え
ら
れ
う
る
決
定
の
内
容
を
議
論
の
対
象
に
し
て
、
討
論
の
期
日
が
予
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、

心
理
学
的
な
理
由
ゆ
え
、
意
見
の
た
ん
な
る
交
換
か
ら
共
同
決
定
へ
と
傾
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

Ⅳ
．
チ
ャ
ン
ス
と
リ
ス
ク

国
家
の
代
表
者
と
社
会
的
ア
ク
タ
ー
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
私
が
述
べ
た
こ
と
は
、
国
家
に
よ
る
決
定
の
質
に
と
っ
て

有
益
な
チ
ャ
ン
ス
と
な
る
。
長
い
こ
と
わ
れ
わ
れ
は
、
リ
ス
ク
に
対
す
る
こ
う
し
た
チ
ャ
ン
ス
を
は
っ
き
り
と
強
調
し
て
き
た
よ
う
に
思

う
。
参
加
さ
せ
、
開
放
的
で
、
か
つ
柔
軟
に
見
せ
て
い
る
国
家
と
い
う
も
の
は
、
た
ん
に
好
感
が
持
て
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
一
方

的
に
厳
し
く
上
か
ら
官
憲
的
に
決
定
す
る
国
家
と
比
べ
て
、
た
い
て
い
は
適
切
に
行
動
す
る
。
そ
れ
は
、
決
定
を
行
う
機
関
が
、
そ
の
決

定
の
帰
結
全
体
を
考
慮
で
き
る
場
合
に
は
適
切
に
は
た
ら
く
。
立
法
手
続
に
お
い
て
も
、
行
政
手
続
に
お
い
て
も
、
社
会
的
ア
ク
タ
ー
の

関
与
は
、
事
実
に
関
す
る
決
定
者
の
知
識
を
補
完
し
、
本
質
的
な
観
点
が
無
視
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
こ
と
に
役
立
つ
。
さ
ら
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
国
家
の
決
定
の
受
容
を
獲
得
す
る
こ
と
に
も
役
立
ち
う
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
国
家
が
自
ら
の
決
定
に
対
す

る
裁
判
上
の
権
利
保
護
の
主
張
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
ど
の
程
度
考
慮
す
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
判
断
す
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る
負
担
を
軽
減
し
て
い
る
。
徹
底
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
前
も
っ
て
長
期
的
な
訴
訟
を
回
避
す
る
手
助
け
と
な
り
う
る
の
で
あ

る
。し

か
し
、
チ
ャ
ン
ス
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
。
リ
ス
ク
は
巨
大
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
い
よ
い
よ
明
白
に
な
っ
て

い
る
。
限
界
が
踰
越
さ
れ
る
と
、
説
明
責
任
が
曖
昧
に
な
る
。
個
々
の
決
定
に
あ
た
っ
て
、
国
家
が
単
に
形
式
に
従
っ
て
決
定
を
行
う
場

合
に
は
、
そ
の
も
の
ご
と
に
関
し
て
社
会
的
ア
ク
タ
ー
の
強
制
力
と
圧
力
の
度
合
い
に
応
じ
て
│
実
質
的
に
│
形
式
や
内
容
が
脅
か
さ
れ

る
。
国
家
が
自
ら
活
動
を
低
下
さ
せ
て
い
る
事
項
、
す
な
わ
ち
民
営
化
を
推
進
し
て
い
る
領
域
や
、
い
わ
ゆ
る
規
制
緩
和
の
分
野
で
は
、

事
実
上
、
国
家
に
残
さ
れ
た
統
制
権
限
と
監
督
権
限
が
も
は
や
実
効
的
に
行
使
さ
れ
な
い
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
、

国
家
が
立
法
権
と
執
行
権
の
決
定
の
準
備
の
た
め
に
、
社
会
と
の
協
働
を
招
く
場
合
に
も
起
こ
り
う
る
。
こ
こ
で
も
、
国
家
は
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
公
共
善
に
沿
う
よ
う
に
民
主
的
に
正
当
化
さ
れ
た
手
続
で
制
定
さ
れ
た
法
律
に
基
づ
い
て
一
方
的
に
決
定
す
る
力
を
必
要
と

し
て
い
る
。
国
家
は
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
抵
抗
勢
力
に
対
し
て
も
強
制
す
る
力
と
、
そ
の
力
を
使
用
す
る
意
思
を
必
要
と
し
て
い

る
。そ

の
よ
う
な
力
に
は
部
分
的
に
欠
け
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
国
家
は
、
最
小
の
抵
抗
方
法
を
と
ら
せ
る
よ
う
に
誘
導
で
き
る
。
立
法
の
際

に
起
こ
り
う
る
の
は
、
国
家
が
可
能
な
限
り
多
く
の
、
相
互
に
対
立
す
る
利
益
を
対
等
に
考
慮
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
明
快

な
決
定
を
行
わ
ず
に
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
妥
協
の
よ
う
な
は
っ
き
り
し
な
い
法
律
を
施
行
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
権
力
分
立
の
バ
ラ
ン
ス
を
狂
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
考
え
ら
れ
う
る
の
は
、

│
こ
れ
は
行
政
と
同
様
に
、
立
法
に
も
当
て
は
ま
る
の
だ
が

│
国
家
が
、
と
く
に
持
続
的
な
影
響

力
を
も
っ
た
自
己
利
益
の
代
表
者
た
ち
か
ら
影
響
を
受
け
う
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
的
勢
力
を
組
織
す
る
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こ
と
は
、
し
ば
し
ば
財
政
の
問
題
と
な
る
。
専
門
家
の
助
言
は
、
法
的
助
言
で
す
ら
も
費
用
が
か
か
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
弱
者

や
経
済
力
の
弱
い
社
会
部
門
の
利
益
が
、
背
後
に
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
の
は
、
国
家
が
、
彼
ら
の
利
益
を
実
効
的
に
代
表

す
る
者
た
ち
に
対
し
て
優
位
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
く
に
巨
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
行
政
決

定
の
際
に
明
ら
か
に
な
る
。
国
家
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
決
定
を
行
う
際
に
、
一
定
の
決
定
へ
の
積
極
的
な
い
し
消
極
的
利

益
を
も
つ
者
た
ち
と
優
先
的
に
関
係
を
も
つ
場
合
に
、
全
体
社
会
の
利
益
が
背
後
に
押
し
や
ら
れ
る
危
険
が
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
国
家

が
決
定
を
行
う
際
、
世
論
調
査
に
基
づ
い
た
多
数
者
に
短
期
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
は
よ
り
長
期
的
な
公
共
の
利
益

を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
利
益
を
代
弁
す
る
者
は
必
然
的
に
少
数
だ
か
ら
で
あ
る
。
国
家
は
と

く
に
こ
の
代
弁
者
た
ち
を
想
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
察
か
ら
い
く
つ
か
の
懸
念
が
生
じ
る
。
立
法
に
目
を
向
け
た
と
き
認
め
ら
れ
る
問
題

│
い
つ
、
そ
し
て
い
か
な
る
条

件
下
で
社
会
的
利
益
の
集
積
が
、
法
律
の
質
に
欠
陥
を
生
じ
さ
せ
た
り
、
特
定
の
法
律
を
一
面
的
な
利
益
誘
導
に
至
ら
せ
た
り
す
る
の
か

│
は
、
し
か
し
、
行
政
決
定
の
質
に
関
し
て
も
生
じ
て
い
る
。
国
家
行
為
は
、
社
会
的
勢
力
が
押
し
付
け
た
も
の
に
ど
こ
ま
で
制
約
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
部
分
的
に
は
発
信
し
放
題
で
、
あ
る
い
は
原
初
的
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
は
、
決
定
の
客
観
性

│

と
正
当
性
！

│
の
ど
こ
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
国
家
と
法
は
、
そ
の
決
定
が
私
的
な
個
別
的
利
益
の
手
段
と
見
ら
れ
た

場
合
に
は
、
そ
の
威
信
を
失
っ
て
し
ま
う
。

市
場
、
競
争
及
び
民
営
化
は
、
多
数
者
の
た
め
の
繁
栄
と
社
会
保
障
の
唯
一
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
い
う
信
念
は
、
我
々
は
今
日
で
は

他
の
国
々
で
も
受
け
入
れ
る
所
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
私
的
ア
ク
タ
ー
が
ま
ず
自
己
の
利
益
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
の
状
況
に
適
合
し
て
い
な
い
。
彼
ら
は
、
何
人
も
最
初
は
私
的
利
用
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
と
い
う

│
人
間
が
こ

一
四
九
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の
思
想
を
も
ち
は
じ
め
た
と
き
以
来

│
よ
く
知
ら
れ
た
状
況
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
心
を
寄
せ
て
い
る
。
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
れ
を

狼
の
よ
う
だ
と
呼
ん
で
い
る
。
国
家
は
、
利
益
を
め
ぐ
る
闘
い
に
可
能
な
限
り
多
数
者
が
参
加
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
を
設
定
す
る
こ
と
で

満
足
し
て
は
な
ら
ず
、
非
参
加
者
や
弱
者
の
利
益
な
ら
び
に
将
来
の
利
益
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
憲
法
は
、
私
人

に
は
妥
当
し
な
い
諸
義
務
を
、
国
家
に
は
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅴ
．
民
主
主
義
と
法
治
国
家
性
の
燈
す
国
家
の
責
任

国
家
は
、
誰
も
が
真
剣
に
取
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
政
治
学
や
経
済
学
の
理
論
に
し
た
が
え
ば
、
社
会
的
原
動
力
を
制
御
す
る
唯
一
の
引

受
手
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
以
来
知
っ
て
い
る
し
、
マ
ル
ク
ス
も
、
少
な
く
と
も
彼
の
期
待
す
る
無
階
級
社
会

と
い
う
悟
り
の
境
地
の
前
段
階
に
対
す
る
認
識
を
本
質
的
に
豊
か
な
も
の
と
し
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
期
待
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
以
下
の
考
察
で
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
学
問
で
あ
る
法
学
が
、
国
家
の
任
務
遂
行
に
と
っ
て
唯
一
の
基
準

で
あ
り
う
る
も
の
を
促
進
す
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
と
っ
て
、
そ
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
等
な
発
展
の
チ
ャ

ン
ス
の
保
障
と
そ
の
よ
う
な
チ
ャ
ン
ス
を
実
現
で
き
る
生
活
条
件
の
維
持
な
い
し
整
備
を
促
進
す
る
た
め
に
、
い
か
な
る
寄
与
を
な
し
う

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

法
治
国
家
は
、
民
主
主
義

│
競
争
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
形
成
さ
れ
る
理
念

│
の
手
続
に
必
要
な
組
織
形
式
で
あ
る
。
民
主
主
義

が
、
正
確
に
は
可
能
な
限
り
多
く
の
決
定
に
参
加
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
当
た
っ
て
は
愚
か
さ
や
無
知
に
影

響
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
何
ら
根
本
的
な
異
議
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
民
主
主
義
的
決
定
に
基
づ
く
不
正
、
不
幸
及
び
衰
退
は
、

無
制
約
な
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
の
結
果
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
エ
リ
ー
ト
思
想
に
基
づ
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
幻
想
を
実
現
し
た
結
果
と
し

一
五
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て
の
平
等
性
に
対
比
す
れ
ば
、
最
善
で
あ
る
は
ず
だ
と
お
そ
ら
く
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
治
国
家
と
民
主
主
義
に
対
す
る
他
の
選
択
肢
は
な
い
の
で
、
最
近
の
誤
っ
た
発
展
を
か
ん
が
み
る
に
、
す
で
に
存
在

し
継
続
的
に
発
展
し
て
い
る
措
置
の
活
発
化
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

戒
め
る
べ
き
は
、
ま
ず
は
、
一
般
的
な
法
の
役
割
で
あ
る
そ
の
妥
当
性
と
堅
牢
性
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
法
律
の
優
位
性
と
そ
の

拘
束
力
は
、
平
和
的
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
革
命
を
通
じ
て
開
発
さ
れ
た
の
で
、
高
位
の
国
家
の
代
表
者
た
ち
を
も
い
ら
だ
た
せ
て
い

る
。
ド
イ
ツ
の
連
邦
宰
相
は
、
議
会
選
挙
の
機
会
を
改
善
す
る
た
め
に
憲
法
の
諸
ル
ー
ル
を
相
対
化
し
て
議
会
を
解
散
し
た
。
ア
メ
リ
カ

大
統
領
た
ち
は
国
際
法
を
あ
ま
り
気
に
か
け
な
い
。
あ
る
イ
タ
リ
ア
の
大
統
領
は
、
自
分
は
法
的
な
責
任
の
外
に
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に

振
る
舞
っ
て
い
た
。
他
国
の
多
く
の
代
表
者
た
ち
か
ら
は
、
法
は
、
法
の
支
配
（R

ule of L
aw

）
の
意
味
と
い
う
よ
り
も
、
法
に
よ
る
支

配
（R

ule by L
aw

）
の
意
味
で
理
解
さ
れ
、
す
な
わ
ち
法
は
内
容
的
な
規
準
と
し
て
で
は
な
く
、
単
な
る
道
具
と
し
て
理
解
さ
れ
る
、
と

い
う
見
解
が
あ
る
。

類
似
し
て
、
問
題
な
の
は
、
国
家
の
代
表
者
た
ち
と
、
社
会
お
よ
び
資
本
と
の
間
の
距
離
の
喪
失
で
あ
る
。
国
家
官
僚
は
、
と
き
お
り

自
分
で
、
し
ば
し
ば
官
僚
に
関
係
す
る
人
に
、
相
当
な
個
人
的
な
利
得
を
与
え
る
。
ド
イ
ツ
で
は
官
僚
は
失
墜
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
官
僚

は
社
会
領
域
か
ら
の
寄
付
に
よ
っ
て
利
得
を
あ
さ
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
多
く
の
国
で
こ
の
こ
と
は
微
罪
と
さ
れ
る
。
し
か
し
私
は
、
こ
こ

で
は
、
そ
れ
が
法
文
化
の
発
展
と
存
続
の
前
提
条
件
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
う
そ
れ
を
政
治
的
倫
理
の
問
題
と
言
う
こ
と
は
な
い
。

個
人
と
集
団
の
意
思
表
明
に
よ
っ
て
国
家
の
決
定
を
事
前
に
刻
印
づ
け
る
民
主
主
義
の
理
念
は
、
弱
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
国
家
の

決
定
に
対
す
る
社
会
の
影
響
力
は
、
民
主
主
義
の
表
明
で
す
ら
な
い
。
社
会
的
影
響
力
は
、
ま
さ
に
国
家
的
ア
ク
タ
ー
の
人
の
選
定
と
正

当
化
に
お
い
て
実
現
さ
れ
、

│
と
く
に
重
要
な
の
は

│
政
党
内
部
の
民
主
主
義
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
政
党
は
、
人

一
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的
に
も
内
容
的
に
も
、
国
家
と
社
会
の
結
び
つ
き
を
創
出
す
る
課
題
を
も
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
的
ア
ク
タ
ー
な
の
だ
か
ら
。
そ
の
点
で
、

政
党
は
多
く
の
諸
国
家
で
荒
廃
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。

し
ば
し
ば
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
民
主
主
義
は
不
可
分
に
、
正
当
化
だ
け
で
は
な
く
、
内
容
的
な
責
任
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
社
会
的
ア
ク
タ
ー
は
国
家
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
ず
、
他
の
私
人
と
自
身
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
、
民
主
主
義
原
理

は
、
責
任
の
実
効
的
な
引
き
受
け
を
す
で
に
要
請
し
て
い
る
し
、
行
為
義
務
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
家
任
務
の
民
営
化
と
、

国
家
が
責
任
を
負
う
決
定
へ
の
私
人
の
影
響
力
の
甘
受
に
、
法
的
な
限
界
を
引
い
て
い
る
。

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
今
年
一
月
に
、
私
人
に
よ
る
高
権
的
任
務
遂
行
へ
の
注
目
す
べ
き
基
本
決
定
を
行
っ
た

（
1
）

。
そ
こ
で
は
、

刑
罰
執
行
の
一
部
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
任
務
が
委
譲
さ
れ
た
私
法
上
の
資
本
会
社
に
よ
る
精
神
科
病
棟
と
教
護

施
設
に
お
け
る
措
置
で
あ
る
。
そ
こ
で
強
制
措
置
を
与
え
ら
れ
た
施
設
利
用
者
が
憲
法
異
議
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
基
本
法
三
三
条
四
項

は
、
高
権
的
任
務
の
た
め
の
官
吏
の
設
置
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
そ
の
よ
う
な
任
務
の
私
人
へ
の
委
譲
に
も
適
用
さ
れ
、
例

外
事
例
に
は
限
定
的
に
適
用
さ
れ
る
。
要
請
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
裁
判
所
が
、
任
務
遂
行
に
対
す
る
議
会
に
よ

る
統
制
可
能
性
を
保
持
し
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
裁
判
所
は
明
確
に
、
国
家
責
任
か
ら
の
逃
走
に
対
す
る
憲
法

上
の
禁
止
を
述
べ
た
。
秩
序
に
か
な
っ
た
任
務
遂
行
の
た
め
に
、
国
家
の
保
証
責
任
に
は

│
議
会
に
対
し
て
も

│
相
応
の
観
察
義
務

が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て

│
引
用
す
る
と

│
「
民
主
的
正
当
化
の
連
関
は
、
議
会
が
こ
の
観
察
義
務
の
履
行
を
妨
げ
な
い
場
合
に

の
み
維
持
さ
れ
続
け
る
」。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
事
実
上
の
質
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
国
家
の
監
督
官
庁
は
、
割
っ
て
入
っ
て
き
た

私
人
に
対
す
る
実
効
的
な
監
督
に
つ
い
て
た
ん
に
権
限
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
義
務
づ
け
ら
れ
て
す
ら
い
る
の
だ
。
重
要
な
の
は
、
憲
法

の
上
記
規
定
が
、
こ
こ
で
は
絶
対
的
な
民
営
化
の
限
界
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
責
任
あ
る
合
理
的
な
決
定
を
求
め
て

訳
注
2

一
五
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い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
権
力
と
責
任
の
一
体
化
の
憲
法
上
の
義
務
づ
け
と
い
う
根
本
思
想
は
、
個
別
事
例
を
越
え
て
広
く

一
般
化
可
能
で
あ
る
。

Ⅵ
．
憲
法
学
と
立
憲
化

上
述
し
た
、
国
家
責
任
の
憲
法
上
の
要
請
と
い
う
民
主
主
義
理
論
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
テ
ー
ゼ
は
、
そ
れ
故
に
判
例
に
よ
っ
て

確
立
さ
れ
た
一
つ
の
憲
法
学
的
認
識
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
す
べ
て
の
民
主
的
に
志
向
さ
れ
た
憲
法
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い

て
、
た
ん
に
発
見
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
け
だ
と
私
は
確
信
し
て
い
る
。
と
も
か
く
憲
法
学
の
革
新
力
は
呼
び
起
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
だ
。
憲
法
学
は
基
礎
学
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
法
制
史
、
比
較
法
、
法
哲
学
と
並
び
立
つ
も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
憲
法
学
は
、
法
の
歴
史
や
哲
学
と
は
ち
が
っ
て
、
現
行
法
に
取
組
む
の
で
、
そ
れ
ら
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

憲
法
学
は
、
一
定
の
時
点
で
の
法
律
に
基
づ
い
て
、
そ
の
つ
ど
実
際
に
妥
当
し
て
い
る
憲
法
に
基
づ
い
て
、
具
体
的
な
法
問
題
に
い
か
に

答
え
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
題
に
専
念
す
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
、
そ
の
通
用
し
て
い
る
諸
憲
法
の
間
で
共
通
し
た
内
容
と
い
う
の

は
、
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
大
き
い
も
の
で
、
少
な
く
と
も
多
様
な
個
別
性
を
顧
慮
し
な
い
公
理
よ
り
も
大
き
い
。
そ
れ
ゆ

え
比
較
憲
法
も
、
多
く
の
国
々
の
憲
法
実
務
の
方
法
と
し
て
、
き
わ
め
て
長
い
こ
と
定
着
し
て
き
た
。
憲
法
学
は
、
他
の
基
礎
学
と
と
も

に
、
全
体
法
秩
序
に
関
わ
っ
て
い
る
。
憲
法
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
法
秩
序
に
対
し
て
上
位
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
優
位
を
要
請
さ
れ
て

い
る
。
憲
法
は
、
国
内
規
範
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
で
は
最
高
位
に
あ
り
、
国
際
法
だ
け
が
さ
ら
に
上
位
に
あ
る
。

他
の
す
べ
て
の
法
に
対
す
る
優
位
性
は
、
原
則
的
に
、
お
そ
ら
く
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
憲
法
が
要
請
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
帰
結
は
、
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
比
較
法
的
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
憲
法
が
き
わ
め
て
異
な
っ
た
基
準
を
も
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と
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
た
い
て
い
の
憲
法
は
、
た
ん
に
大
綱
を
設
定
す
る
機
能
に
限
定
さ
れ
て
い
て
、
憲
法

下
位
法
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
単
純
法
に
、
ま
っ
た
く
異
な
る
方
向
に
発
展
す
る
可
能
性
を
与
え
、
そ
の
内
容
を
拘
束
し
な
い
。
そ
れ
は
結

局
、
多
か
れ
少
な
か
れ
ど
れ
も
同
じ
よ
う
に
見
え
る
政
党
綱
領
と
同
じ
よ
う
に
読
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
多
く
の
憲
法
秩
序
に
は
、
単
純
法

の
憲
法
適
合
性
保
障
な
い
し
そ
の
憲
法
適
合
的
解
釈
に
関
す
る
実
効
的
な
実
現
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
欠
け
て
い
る
。
憲
法
学
は
そ
の
よ
う
な
欠

缺
の
除
去
と
い
う
目
標
を
も
つ
基
本
的
な
学
問
と
し
て
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
学
は
、
憲
法
が
法
全
体
の
立
憲
化
を
獲
得
す
る

こ
と
を
十
分
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（
2
）

。
以
下
で
は
、
こ
の
こ
と
が

│
こ
こ
に
挙
げ
た
民
主
主
義
理
論
の
要
請
を
越
え
て

│
社
会
的
勢
力
に
対
す
る
国
家
の
脆
弱
さ
と
の
闘
い
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
結
論
を
も
つ
の
か
、
説
明
し
た
い
。

も
し
法
秩
序

│
全
体

│
の
立
憲
化
と
い
う
場
合
、
考
え
ら
れ
る
の
は
、
基
本
権
と
、
さ
ら
に
、
例
え
ば
立
法
の
権
限
規
定
や
立
法

の
内
容
形
成
の
憲
法
上
の
基
準
と
い
っ
た
他
の
憲
法
諸
原
理
が
、
法
シ
ス
テ
ム
全
体
に
偏
在
し
、
単
純
法
の
解
釈
を
導
く
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
基
本
権
の
水
平
的
効
力
の
意
味
で
、
私
法
に
対
し
て
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る

（
3
）

。
憲
法
が
法
律
や
あ
る
私
法
契
約
の

一
定
の
解
釈
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
憲
法
は
こ
の
解
釈
を
あ
ら
か
じ
め
強
制
的
な
ま
で
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
し

そ
の
よ
う
な
解
釈
が
、
単
純
法
の
立
法
者
の
認
識
し
う
る
規
律
意
思
を
鑑
み
て
不
可
能
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
法
律
は
違
憲
と
考

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
権
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
広
範
な
帰
結
を
有
し
て
い
る
。
基
本
権
の
水
平
的
効
力
は
、
基
本
権

が
、
た
ん
に
国
家
権
力
に
対
す
る
個
人
の
防
御
権
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
だ
け
で
は
な
く
、
価
値
を
置
く
基
本
決
定
と
し
て
も
理
解
さ
れ
、

そ
し
て
、
基
本
権
に
置
か
れ
た
価
値
の
、
私
的
ア
ク
タ
ー
と
、
私
人
同
士
の
関
係
の
保
護
が
国
家
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
も
理
解

さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
法
的
紛
争
は
、
潜
在
的
に
は
憲
法
争
訟
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ

て
の
専
門
裁
判
所
は
、
憲
法
裁
判
所
で
も
あ
る
。
そ
し
て
結
果
的
に
、
そ
れ
ら
の
憲
法
裁
判
所
は
専
門
裁
判
所
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
は
多
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く
の
重
要
な
限
界
問
題
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
実
際
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
憲
法
裁
判
権
の
優
越
な
く
し
て
解
決
す
る
こ

と
は
で
き
な
い

（
4
）

。

立
法
へ
の
基
本
権
の
影
響
は
、
本
質
的
に
、
立
法
可
能
な
内
容
の
実
質
的
な
限
界
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
立

法
は
、
立
法
の
必
要
性
に
由
来
す
る
基
本
権
保
護
義
務
に
よ
っ
て
も
決
定
さ
れ
て
い
る
。
立
法
は
基
本
権
の
実
現
に
資
す
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
、
基
本
権
実
現
の
条
件
を
作
り
上
げ
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
個
人
の
た
め
に
平
等
な
機
会
実
現
の
可
能
性
を
保
障
す
る
義
務
を

国
家
が
負
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ほ
か
の
社
会
的
勢
力
が
そ
の
よ
う
な
機
会
掌
握
の
た
め
の
状
況
を
作
っ
た
場
合
に
は
、
国
家
は
、
立

法
に
よ
っ
て
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

基
本
権
介
入
の
領
域
で
、
許
容
さ
れ
る
介
入
を
限
定
す
る
た
め
の
決
定
的
な
基
準
と
し
て
比
例
原
則
が
有
効
な
ら
ば

（
5
）

、
保
護
の
次
元
で

は
過
少
保
護
の
禁
止
が
相
応
す
る
。
比
例
原
則
が
要
求
し
て
い
る
の
は
、
正
当
な
目
的
が
た
だ
適
切
な
手
段
に
よ
っ
て
の
み
追
求
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
手
段
は
、
よ
り
小
さ
な
負
担
の
手
段
を
用
い
ず
に
、
最
終
的
に
適
切
と
な
る
と
い
う
意
味
で
必
要

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
比
例
原
則
の
考
え
方
は
、
法
治
国
家
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
法
文
化
に
共
通
の
要
素
と
し
て
妥
当

し
う
る
ほ
ど
ま
で
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、〔
法
治
国
家
と
い
う
〕
術
語
〔
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
〕
問
題
と
は
ま
っ
た
く

関
係
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
構
造
的
に
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
基
本
思
想
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を

合
理
的
に
理
由
づ
け
て
い
る
よ
う
な
法
秩
序
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

立
法
不
作
為
や
不
十
分
な
履
行
と
い
っ
た
状
況
で
は
、
過
少
保
護
の
禁
止
が
過
剰
介
入
の
禁
止
と
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
過
少
保
護
の
禁
止
は
、
比
例
性
審
査
を
裏
返
し
に
し
た
思
考
の
ス
テ
ッ
プ
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
こ
で
適
切
性
と
と
ら
え
ら
れ
る

も
の
に
対
応
し
て
考
察
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
資
本
市
場
法
の
厳
し
い
規
律
と
い
っ
た
立
法
を
放
棄
す
る
こ
と
か
ら
、
不
適
切
に
も
基
本
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権
の
発
展
と
対
立
す
る
状
況
が
生
じ
る
の
か
？
比
例
性
審
査
の
要
素
で
あ
る
必
要
性
と
対
応
し
て
、
衡
量
さ
れ
た
あ
る
立
法
措
置
が
こ
の

不
適
切
性
を
除
去
で
き
る
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
不
適
切
性
を
除
去
で
き
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
よ
り
緩
や
か
な
手
段
に
代

替
さ
れ
な
い
相
当
な
措
置
が
行
わ
れ
う
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
憲
法
上
そ
の
措
置
が
要
請
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
立
法
は
通
常
、
立
法
者
の

裁
量
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
状
況
は
、
裁
量
の
縮
減
の
問
題
で
あ
る
。
な
の
で
、
こ
こ
で
挙
げ
た
合
理
性
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
審
査

さ
れ
た
法
律
が
公
布
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
立
法
者
の
客
観
的
義
務
で
あ
る
。
こ
の
義
務
は
、
規
範
統
制
手
続
に
お

け
る
審
査
に
開
か
れ
て
い
る
。
客
観
的
な
国
家
の
義
務
が
、
主
観
的
権
利
の
次
元
に
も
及
ぶ
の
は
い
つ
も
、
措
置
の
不
作
為
が
、
基
本
権

保
持
者
そ
の
者
へ
の
個
別
的
な
介
入
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
状
況
で
は
憲
法
異
議
の
可
能
性
も
開
か
れ
る
。

こ
の
構
想
が
、
法
律
の
公
布
と
同
時
に
、
他
者
の
基
本
権
の
介
入
と
結
び
つ
く
と
き
に
は
、
そ
れ
は
憲
法
が
求
め
る
法
律
の
比
例
性
審

査
に
と
っ
て
代
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
立
法
は
、
典
型
的
に
は
多
極
関
係
の
な
か
で
行
わ
れ
る
。
過
少
保
護
の
審
査
の
結
果
は
、
権
利
が

縮
減
さ
れ
る
者
の
観
点
か
ら
、
過
剰
介
入
の
審
査
状
況
に
よ
る
。
あ
ら
ゆ
る
関
係
人
の
基
本
権
地
位
を
包
括
的
に
衡
量
で
き
る
適
切
性
の

審
査
段
階
は
、
相
当
の
判
断
基
準
を
提
供
す
る
。
憲
法
裁
判
権
を
強
調
し
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
裁
判
所
を
憲
法
が
拘
束
す
る
と
い
う
こ
と

を
鑑
み
て
、
と
ど
の
つ
ま
り
、
裁
判
権
一
般
を
強
調
す
る
よ
う
な
構
想
に
は
、
反
論
す
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
裁
判
官
支
配
を
助

長
す
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
と
い
う
の
は
、
立
法
者
自
身
が
立
法
権
の
憲
法
上
の
規
準
を
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
の

介
入
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
過
少
保
護
の
禁
止
と
結
び
つ
い
た
保
護
の
構
想
も
、
立
法
の
内

容
形
成
に
対
す
る
裁
判
官
の
敬
譲
の
必
要
性
を
課
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
裁
判
官
の
規
範
統
制
は
、
不
作
為
ま
た
は
不
十
分
に
行
動
す
る

立
法
者
に
対
す
る
統
制
も
、
合
理
性
審
査
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
審
査
を
、
立
法
者
は
合
理
的
な
論
証
に
よ
っ
て
切
り
抜
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
も
は
や
合
理
的
に
理
由
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
は
違
憲
で
あ
り
、
不
作
為
で
も
あ
る
。
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Ⅶ
．
展
望

多
く
の
国
々
で
、
こ
の
裁
判
規
範
統
制
に
よ
っ
て
、
と
く
に
こ
の
統
制
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
予
防
的
効
果
に
よ
っ
て
、
よ
き
経
験
が

え
ら
れ
て
い
る
。
規
範
統
制
は
、
立
法
者
の
基
本
権
侵
害
を
抑
制
さ
せ
、
最
小
化
さ
せ
た
。
似
た
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
裁
判
メ
カ
ニ

ズ
ム
で
も
言
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
基
本
的
自
由
は
、
と
く
に
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
提
訴
で
き
る
よ
う
に
取
決
め
ら
れ
た
人
権
は
、
個

人
を
保
護
す
る
力
を
、
主
に
裁
判
所
の
機
能
に
負
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
介
入
の
次
元
の
裏
面
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
無

視
を
す
る
立
法
者
に
も
不
作
為
の
立
法
者
に
も
、
実
効
的
な
裁
判
統
制
を
受
け
さ
せ
る
の
で
、
筋
が
通
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
民

主
的
な
思
想
に
基
づ
く
国
家
の
最
終
責
任
は
、
法
治
国
家
理
念
に
お
か
れ
た
裁
判
統
制
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
る
場
合
に
必
要
と
な
る
。

た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
憲
法
と
憲
法
に
関
す
る
学
問
に
過
大
な
要
求
を
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
社
会
的
領
域
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
実

際
の
脅
威
の
シ
ナ
リ
オ
に
対
し
て
、
こ
れ
を
発
揮
さ
せ
る
理
由
が
あ
る
。
法
は
、
普
遍
的
な
要
請
を
も
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
書
に
置
か

れ
た
共
通
の
価
値
を
貯
蔵
す
る
倉
庫
で
あ
り
、
貯
蔵
室
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
私
が
冒
頭
で
言
及
し
た
思
想
の
潮
流
に
由
来
し
て
い
る
。
こ

の
潮
流
は
か
つ
て
、
唯
一
者
と
し
て
社
会
契
約
に
参
加
せ
ず
、
そ
れ
で
も
不
可
欠
と
み
な
さ
れ
た
レ
ヴ
ィ
ア
タ
ン
〔
怪
物
〕
を
、
法
の
遵

守
の
確
保
の
た
め
に
飼
い
馴
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
海
の
怪
物
と
い
う
脅
威
の
な
い
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
（
幸
福
）
の
登
場
に
関
す
る
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
修
正
す
る
こ
と
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
レ
ヴ
ィ
ア
タ
ン
を
わ
れ
わ
れ
は
解
放
し
よ
う
と
は
し
な

い
。
し
か
し
、
か
つ
て
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
が
レ
ヴ
ィ
ア
タ
ン
を
案
出
し
た
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ア
タ
ン
の
特
質
を
十
分
に
生
か
し
き
れ
ば
、

平
等
で
尊
厳
あ
る
人
間
の
生
を
侵
害
す
る
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
介
入
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
家
と
、
国
家
間
の
結
合
し
た
諸

組
織
を
準
備
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
。
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
三
二
）

長
い
こ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
憲
法
学
者
は
、
自
覚
的
に
、
法
治
国
家
と
民
主
主
義
の
伝
統
を
外
に
輸
出
し
て
い
る
し
、
簒
奪
の
エ
リ
ー

ト
た
ち
が
形
式
的
な
正
当
性
を
伴
い
つ
つ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ま
た
は
家
族
主
義
的
・
封
建
主
義
的
に
飾
ら
れ
、
多
か
れ
少
な
か
れ
法
律
も

な
く
支
配
し
た
か
現
に
支
配
し
て
い
る
よ
う
な
か
の
0

0

シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
推
奨
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
そ
れ
を
続
け
る
理
由
は
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
そ
の
自
分
の
要
求
を
か
な
え
る
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
意
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
私
が
何
度
も
強
調
し
て
き
た
の
は
、
法
治
国
家
の
遺
産
の
公
理
で
あ
る
、
立
法
の
水
準
の
要
求
、

個
人
の
権
利
保
護
、
独
立
し
た
裁
判
所
に
よ
る
国
家
行
為
の
統
制
可
能
性
、
比
例
原
則
、
人
権
に
含
ま
れ
る
価
値
の
た
め
の
国
家
の
最
終

責
任
、
こ
こ
で
さ
ら
に
付
け
加
え
て
、
社
会
的
・
経
済
的
・
文
化
的
人
権
を
含
め
て
、
各
国
に
与
え
ら
れ
た
国
際
法
と
み
な
す
こ
と
で
あ

る
。
国
内
に
お
い
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
発
展
を
獲
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
努
力
は
、
き
ち
ん
と
見
て
み
れ
ば
、
普
遍
的
な
法
の
規
準
を

執
行
す
る
こ
と
な
の
だ
。
た
と
え
そ
の
意
識
が
、
規
範
的
な
当
為
（S

ollen

）
に
劣
っ
て
い
て
も
、
法
的
に
こ
の
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で

あ
る
。

│
も
う
一
度
マ
ル
ク
ス
を
引
用
す
る
と

│
た
と
え
存
在
（S

ein

）
が
意
識
を
規
定
し
て
も
、
当
為
が
強
力
に
意
識
と
行
為
す

ら
も
規
定
で
き
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
飽
く
こ
と
な
く
取
組
み
つ
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
国
際
法
秩
序
は
、
こ
れ
ま
た
尊
大
に
も
、
保
護
責
任
履
行
の
た
め
に
信
頼
す
べ
き
介
入
能
力
の
拡
充
を
求
め
る
状
況

に
あ
り
、
つ
ま
り
、
権
力
者
た
ち
と
諸
国
家
の
利
益
の
集
中
を
克
服
す
る
状
況
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
間
の
法
か
ら
世
界
の
人
々
の
た

め
の
法
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り

（
6
）

、
国
際
法
学
は
、
わ
れ
わ
れ
が
立
憲
国
家
の
内
部
で
維
持
し
よ
う
と
し
て
き
た
平
等

の
価
値
の
た
め
に
、
刺
激
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
刺
激
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

訳　

注　

訳
者
に
よ
る
訳
注
を
つ
け
た
ほ
か
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
〔
括
弧
〕
の
表
記
で
こ
と
ば
を
補
っ
た
部
分
が
あ
る
。

一
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国
家
と
社
会
の
機
能
変
動
：
憲
法
と
国
際
秩
序
へ
の
挑
発
（
高
橋
）

（
三
三
三
）

訳
注
1　
「
ア
ク
タ
ー
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
日
本
語
と
し
て
あ
ま
り
な
じ
み
が
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
カ
タ
カ
ナ
語
で
は
な
く
「
主
体
」
と
訳
出

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
の
方
が
読
み
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
こ
こ
で
は
「
ア
ク
タ
ー
」
と
す
る
。
そ
れ
に
は
、
重
大
な

理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
語
で”A

kteur”

と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は”S

ubjekt”

（
主
体
）
と
表
記
さ
れ
て

い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
つ
ま
り
、”A

kteur”

と
表
記
し
た
の
に
は
、「
主
体
性
」
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、
国
家
と

社
会
と
が
交
錯
す
る
公
共
空
間
で
一
定
の
役
割
を
演
じ
る
行
動
因
子
・
要
素
と
し
て”A

kteur”

（
役
者
）
の
意
味
を
込
め
た
、
と
い
う
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
国
家
的
主
体
や
非
国
家
的
主
体
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
「
ア
ク
タ
ー
」
が
交
わ
る
こ
の
世
界
観
（
国
家
と
社
会
の
脱
分
化
）
に
お
い
て
は
、

「
主
体
性
」
よ
り
も
、
多
様
な
「
ア
ク
タ
ー
」
の
交
わ
る
「
関
係
性
」
を
基
点
に
し
て
世
界
が
観
察
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
関
係
間
で
の
一
因
子
を
示

す
こ
と
ば
と
し
て
「
ア
ク
タ
ー
」
が
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
本
稿
の
よ
う
に
、
国
家
と
社
会
が
交
錯
す
る
公
共
空
間

を
議
論
す
る
際
に
は
、
近
年
の
ド
イ
ツ
で
は
、「
主
体
」
で
は
な
く
「
ア
ク
タ
ー
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
こ
と
が
通
用
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
、

「
主
体
性
」
か
ら
「
関
係
性
」
へ
と
視
点
が
移
行
し
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
用
法
で
最
も
代
表
的
な
論
者

の
一
人
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
レ
ナ
ー
テ
・
マ
イ
ン
ツ
は
、
次
の
よ
う
に
「
ア
ク
タ
ー
」
と
い
う
用
語
を
述
べ
て
い
る
：「
協
働
す
る
国
家

の
モ
デ
ル
で
は
、
制
御
を
行
う
主
体
と
制
御
の
客
体
の
明
確
な
区
別
と
い
う
も
の
が
消
滅
す
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
『
政
治
』
シ
ス
テ
ム
は
、
も
は
や

国
家
的
ア
ク
タ
ー
の
意
味
や
政
治
行
政
シ
ス
テ
ム
の
構
成
員
の
意
味
で
の
行
為
者
の
み
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
『
公
共
的

利
益
』
を
代
表
し
、
実
現
す
る
あ
ら
ゆ
る
ア
ク
タ
ー
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」（R

enate M
ayntz, G

overnance T
heory als 

fortentw
ickelte S

teuerungstheorie?, in: G
unnar F

olke S
chuppert

（H
rsg.

）, G
overnance-F

orschung, 2.A
ufl . 

（2006

） S.11-20

（13

））

訳
注
2　
「
今
年
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
稿
の
基
に
な
っ
た
講
演
会
が
二
〇
一
二
年
に
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
正
確
に
は
「
今
年
一
月
」
と

は
二
〇
一
二
年
一
月
で
あ
り
、
具
体
的
な
判
例
そ
の
も
の
は
下
記
の（
1
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
）　B
eschluss v. 18. Januar 2012, -2 B

vR
 133/10-; dazu M

arc A
ndré W

iegand, D
ie B

eleihung P
rivater im

 K
ernbereich 

hoheitlicher A
ufgabenw

ahrnehm
ung, in: D

eutsches V
erw

altungsblatt 2012, 1134 ff .

（
2
）　P

hilip K
unig, K

onstitutionalisierung der R
echtsordnung, in: A

nnales de la F
aculté de D

roit d‘ Istanbul, V
ol. 43 N

o. 60 

（2011

）, 3ff .
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）

（
3
）　

D
azu H

inw
eise bei Ingo v. M

ünch/P
hilip K

unig, V
orbem

erkungen zu A
rt. 1-19, R

n. 14ff., in: dieselben 

（H
rsg.

）, 

G
rundgesetzkom

m
entar, B

d. 1, 6. A
ufl ., 2012.

（
4
）　

P
hilip K

unig, V
erfassungsrecht und einfaches R

echt ‒ V
erfassungsgerichtsbarkeit und F

achgerichtsbarkeit, in: 

V
eröff entlichungen der V

ereinigung der D
eutschen S

taatsrechtslehrer, B
d. 61 

（2001

）, 34 ff . 

（
5
）　H

ierzu und zum
 F

olgenden P
hilip K

unig, D
as V

erhältnism
äßigkeitsprinzip im

 deutschen öff entlichen R
echt, in: P

hilip 

K
unig/M

akoto N
agata 

（H
rsg.

）, D
eutschland und Japan im

 rechtsw
issenschaftlichen D

ialog, 2006, 169ff .

（
6
）　G

edanken dazu bei P
hilip K

unig, D
as V

ölkerrecht und die Interessen der B
evölkerung, in: F

estschrift für C
hristian 

T
om

uschat, 2006, 377 ff .
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