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共
和
制
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
議
会
と
政
府(

一)

——

大
臣
責
任
制
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
——

小

栗
 

実

は
じ
め
に

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命
期
の
議
会
と
政
府
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
二
つ
の
論
文
の
問
題
関
心
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
に
あ
っ
た
。
議 

院
内
閣
制
あ
る
い
は
大
臣
責
任
制
と
よ
ば
れ
る
憲
法
上
の
制
度
が
憲
法
史
の
う
え
で
い
つ
成
立
し
た
の
か
、
と
問
わ
れ
る
場
合
、

一
八
世
紀
末 

の
庶
民
院
に
よ
る
不
信
任
決
議
案
の
可
決
に
も
と
づ
く
内
閣
の
総
辞
職
と
い
う
憲
法
慣
習
の
成
立
に
も
と
め
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い 

さ
か
の
ぼ
っ
て
も
一
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
事
実
上
の
制
度
と
し
て
の
内
閣
の
誕
生
か
ら
検
討
が
は
じ
め
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ
れ 

で
は
人
権
の
発
展
の
歴
史
に
お
い
て
は
不
可
欠
の
画
期
と
さ
れ
て
い
る
近
代
市
民
革
命
は
、
議
院
内
閣
制
あ
る
い
は
大
臣
責
任
制
の
発
展
の
う 

え
で
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
近
代
憲
法
の
基
本
概
念
の
成
立
に
か
か
わ
る
、
な
ん
ら
か
の
重
要 

な
契
機
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
近
代
市
民
革
命
を
憲
法
の
基
本
原
則
、
と
く
に
議
院
内
閣
制
あ
る 

い
は
大
臣
責
任
制
の
成
立
に
と
っ
て
の
重
要
な
契
機
と
し
て
位
置
づ
け
な
お
し
て
み
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
こ
の
課
題
の
研
究
を
は
じ
め
た
問 

題
意
識
で
あ
っ
た
。

一
六
四
〇
年
に
は
じ
ま
る
長
期
議
会
に
よ
る
国
王
に
た
い
す
る
抵
抗
はr

憲
法
闘
争
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
、
近
代
憲
法
の
基
本
理
念
と
議
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会
や
行
政
府
、
裁
判
所
な
ど
の
憲
法
制
度
の
成
立
に
か
ん
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
模
索
を
ふ
く
ん
で
い
た
。
と
り
わ
け
国
王
大
権
に
た
い
す
る
議
会 

に
よ
る
統
制
の
要
求
は
、
年
を
経
る
に
つ
れ
て
、r

国
王
に
た
い
す
る
大
臣
の
責
任
」
に
対
抗
す
る
「議
会
に
対
す
る
大
臣
の
責
任
」
の
観
念 

を
う
み
、
具
体
的
な
制
度
に
つ
い
て
の
要
求
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
国
王
の
官
吏
任
命
権
、
軍
隊
指
揮
権
に
た
い
す
る
議
会
に
よ
る
統
制
は 

そ
の
基
本
的
な
二
つ
の
柱
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
要
求
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命
初
期
の
段
階
で
、
い
わ
ば
憲
法
文
書
と
し
て
定
式
化
し
た
も 

の

が

「
ー
九
ヶ
条
の
提
案
」
(

一
六
四
二
年)

だ
っ
た
。
こ
の
提
案
は
「議
会
の
両
院
に
よ
・
っ
て
承
認
さ
れ
る
」
枢
密
顧
問
お
よ
び
大
臣
だ
け 

が
そ
の
職
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
要
求
し
た
。
し
か
し
、
こ

の

r  

ー
九
ヶ
条
の
提
案
」
で

の

「議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
賣
任
」
の
主
張 

は
、
王
政
に
反
対
す
る
革
命
の
到
達
段
階
を
反
映
し
て
、
事
態
の
緊
急
性
を
理
由
と
し
て
、
あ
く
ま
で
臨
時
的
な
対
応
と
し
て
主
張
さ
れ
た
。
 

や
が
て
、
国
王
軍
と
の
内
戦
に
勝
利
し
た
議
会
軍
の
中
か
ら
、
こ

の

「議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
責
任
」
の
原
則
を
み
ず
か
ら
憲
法
構
想
の 

中
に
も
っ
と
明
確
に
位
置
づ
け
る
主
張
が
で
て
く
る
。
平
等
派
の
憲
法
構
想
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
の
後
、

一
六
四
九
年
の
共
和
制
樹
立
に
い
た
る
革
命
の
経
羨
、
こ
の
平
等
派
と
、
共
和
制
の
も
と
で
主
導
権
を
と
る
こ
と
に
な
る
独
立 

派
と
の
共
同
そ
し
て
対
抗
を
軸
に
進
む
。
独
立
派
の
憲
法
構
想
で
あ
る
「提
案
要
綱
」(

一
六
四
七
年)

、
「
フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ク
ス
軍
司
令
官
と 

軍
会
議
の
謙
虚
な
る
抗
議
」(

一
六
四
八
年)

、
さ
ら
に
共
和
制
樹
立
直
後
の
実
際
の
統
治
機
構
で
あ
る
国
務
会
議
の
設
置(

一
六
四
九
年)

な 

- 

_
 

(
5
)
 

ど
の
文
書
や
制
度
は
、
内
容
的
に
は
差
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
はr

議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
責
任
」
の
原
則
を
程
度
の
差
は
あ
れ
、
う
け
い 

れ
て
い
る
。

以
前
の
二
つ
の
拙
稿
が
対
象
と
し
た
、
議
会
内
で
の
議
会
派
と
王
党
派
と
の
対
立
の
時
期(

一
六
四
〇
年
〜
一
六
四
二
年)

、
第
一
次
内
戦 

か
ら
議
会
軍
の
勝
利
に
至
る
時
期(

一
六
四
二
年
〜
一
六
四
七
年)

、
国
王
に
対
す
る
勝
利
の
後
の
統
治
構
造
の
あ
り
方
が
さ
ま
ざ
ま
に
論
争 

さ
れ
、
か
つ
主
導
権
を
め
ぐ
り
闘
争
が
な
さ
れ
た
時
期(

一
六
四
七
年
〜
一
六
四
九
年)

に
ひ
き
つ
づ
い
て
、
共
和
制
期(

一
六
四
九
年
〜
一 

六
六
〇
年)

の
政
府
と
議
会
の
関
係
を
、
こ

の

「議
会
に
対
す
る
政
府
の
責
任
」
の
原
則
、
大
臣
責
任
制
の
原
則
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
成
立 

を
め
ぐ
っ
て
分
析
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
検
討
の
さ
い
、

一
応
の
時
期
区
分
と
し
て
、
次
の
四
つ
の
時
期
を
画
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し
て
み
た
。㈠

共
和
制
樹
立
に
さ
き
だ
っ
て
、
基
本
的
に
は
国
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
代
表
議
会
が
中
心
的
な
国
家
権
力
機
関
で
あ
る
こ
と
を 

か
か
げ
、
代
表
議
会
に
よ
る
執
行
府
の
統
制
を
念
頭
に
お
い
た
憲
法
構
想
が
提
出
さ
れ
た
時
期(

一
六
四
七
〜
一
六
四
九
年)
㈡

実
際
に
共
和 

制
が
樹
立
さ
れ
て
、
理
念
的
に
はr

議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
責
任
」
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
、
政
府
の
諸
活
動
が
展
開
さ
れ
た
が
、
実
際
に 

は
、r

新
た
な
る
国
王
」
と
で
も
い
う
べ
き
プ
ロ
テ
ク
タ
—
政
権
が
生
ま
れ
て
く
る
時
期
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
時
期
に
ど
の
よ
う
な
政
府
活
動 

が
お
こ
な
わ
れ
、
政
府
が
実
際
に
、
い
か
に
議
会
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
反
対
に
、
そ
の
原
則
は
た
ん
に
理
念
的
な
も
の
に 

と
ど
ま
っ
た
か
、
を
検
討
し
て
み
た
い
。(

一
六
四
九
年
〜
一
六
五
三
年)
㈢

イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
歴
史
の
上
で
、
唯
一
の
成
文
憲
法
典
で
あ
る
「統 

治
章
典
」
が
実
効
化
さ
れ
た
時
期
。
「統
治
章
典
」
に
は
権
力
分
立
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
る
、
と
憲
法
史
の
上
で
い
わ
れ
て
い
る
が
、
本
稿 

の
問
題
関
心
か
ら
い
え
ば
、
革
命
期
の
「議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
責
任
」
の
原
則
が
い
か
に
変
形
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
注
目 

し
た
い
。(

一
六
五
三
年
〜
一
六
五
七
年)
㈣

プ
ロ
テ
ク
タ
—
政
権
の
崩
壊
期
。
憲
法
史
か
ら
は
、

一
六
五
七
年
の
「謙
虚
な
る
請
願
と
助
言
」 

の
成
立
が
そ
の
画
期
を
な
す
。r

王
政
復
古
」
の
前
夜
と
い
え
る
。

一
六
四
二
年
の
内
戦
開
始
以
後
の
市
民
革
命
の
達
成
し
た
成
果
が
ほ
ぼ
く 

つ
が
え
さ
れ
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
「王
政
復
古
」
は
一
六
四
〇
年
か
ら
一
六
四
ー
ー
年
ま
で
に
議
会
が
課
し
た
国
王
大
権
に
た
い
す
る

' 

(
6
)

制
約
を
国
王
が
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
は
み
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第1

章 

共
和
制
の
成
立
前
の
憲
法
構
想
で
の
「議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
責
任
」
の
主
張 

こ
こ
で
は
、
共
和
制
樹
立
に
先
立
っ
て
、
当
時
の
諸
勢
力
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
「議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
責
任
」
の
原
則
を
簡
単
に
あ 

と
づ
け
て
み
た
い
。

一
六
四
〇
年
代
末
の
段
階
で
は
、
国
王
と
の
和
解
あ
る
い
は
妥
協
を
く
わ
だ
て
る
勢
力
は
依
然
と
し
て
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
た
。
第
一
次 

内
戦
終
了
以
後
の
、
い
わ
ゆ
る
長
老
派
の
憲
法
提
案
と
い
え
る
「
四
つ
の
提
案
」
は
国
王
の
大
権
の
存
在
、
国
王
に
よ
る
そ
の
行
使
を
前
提
に 

し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
主
張
は
、

一
六
四
二
年
の
段
階
の
「
ー
九
ヶ
条
の
提
案
」
の
水
準
を
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

一
六
四
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二
年
に
は
、
国
王
大
権
の
一
時
的
あ
る
い
は
部
分
的
な
制
限
は
議
会
派
の
革
命
的
な
要
求
で
あ
っ
た
が
、
国
王
と
の
内
戦
に
勝
利
し
た
段
階
に 

お
い
て
は
、
も
は
や
そ
れ
ほ
ど
進
歩
的
な
内
容
を
も
ち
え
て
い
な
い
。
そ
し
て
実
際
に
も
、
長
老
派
は
「プ
ラ
イ
ド
の
バ
ー
ジ
」(

一
六
四
八
年) 

に
よ
っ
て
、
議
会
か
ら
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命
を
に
な
っ
た
諸
政
治
勢
力
の
な
か
で
、
こ
こ
で
、
ま
ず
注
目
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
平
等
派
の
憲
法
構
想
で
あ
る
。
こ 

の
憲
法
構
想
は
結
果
と
し
て
は
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
お
わ
っ
た
が
、
共
和
制
期
の
統
治
構
造
論
が
う
ち
た
て
ら
れ
る
際
に
も
っ
と
も
一
貫 

し
た
民
主
主
義
的
な
構
想
と
し
て
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
共
和
制
期
に
主
導
権
を
と
っ
た
独
立
派
に
と
っ
て
、
こ
の
平
等
派
の
構
想
と
い
か
に 

対
抗
す
る
か
が
一
つ
の
理
論
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
こ
の
構
想
を
無
視
し
て
は
革
命
を
お
し
す
す
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
 

実
際
に
も
、
独
立
派
の
構
想
は
平
等
派
の
そ
れ
か
ら
お
お
い
に
影
響
を
う
け
て
い
る
。
反
対
に
こ
の
構
想
が
徹
底
し
て
無
視
さ
れ
、
平
等
派
が 

政
治
的
に
弾
圧
さ
れ
た
と
き
、
革
命
の
も
っ
て
い
た
民
主
主
義
的
性
格
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
平
等
派
の
憲
法
思
想
に
つ 

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
紹
介
、
検
討
さ
れ
て
き
切)

本
章
の
目
的
は
、
前
稿
で
、
独
立
派
の
「提
案
要
桐
ー
の
構
想 

し

たr

議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
賁
任
」
に
つ
い
て
「責
任
追
求
の
こ
の
手
法
は
、
弾
劾
に
よ
っ
て
法
的
な
責
任
を
問
う
、
と
い
う
革
命
前
の 

大
臣
責
任
の
追
求
の
法
理
を
外
れ
て
は
お
ら
ず
、
大
臣
に
た
い
す
る
政
治
的
な
責
任
の
追
求
を
課
題
と
す
る
近
代
憲
法
上
の
原
理
に
は
な
お
到 

達
し
て
い
な
い
」
と
評
価
し
た
対
比
と
し
て
、
平
等
派
の
見
解
に
つ
い
て
、
「明
確
な
、
政
府
の
議
会
に
た
い
す
る
責
任
の
観
念
は
す
で
に
現 

れ
て
い
た
」
と
の
べ
た
こ
と
に
を
、
平
等
派
の
の
こ
し
た
資
料
を
追
い
つ
つ
、
も
う
す
こ
し
敷
衍
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
意
図
に
あ
る
。 

(

1

)

「人
民
に
た
い
す
る
議
会
の
責
任
」

ー
 

ウ
ル
フ
の
史
料
集
で
、
平
等
派
が
当
時
、
発
表
し
た
文
書
の
中
で
最
初
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、r

何
千
人
も
の
市
民
の
抗
匏 
(

一
 

六
四
七
年
七
月
七
日)

で
あ
る
。
こ

の

「抗
議
」
は
平
等
派
の
一
員
で
あ
る
リ
ル
バ
ア
ー
ン
の
逮
捕
を
指
示
し
た
庶
民
院
に
た
い
す
る
抗
議
を 

表
明
し
て
い
る
が
、
議
会
の
権
限
、
議
会
と
政
府
の
関
係
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
政
府
と
い
っ
て
も
、
こ
の
段
階
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で
は
、
な
に
に
も
ま
し
て
、
国
王
の
大
権
機
構
が
政
府
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
議
会
と
国
王
大
権
と
の
関
係
と
い
う
形
で
、
問
題
が
取
り 

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
王
の
大
権
事
項
で
あ
る
諸
権
限
を
議
会
は
い
か
に
制
限
あ
る
い
は
奪
取
す
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
「抗
議
」 

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「庶
民
院
の
最
高
権
力
」
の
主
張
が
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。r

人
民
は
、
庶
民
院
に
最
高
の
権
力
を
与 

え
る
。
そ
の
権
力
は
ひ
と
り
庶
民
院
の
み
に
属
す
る
。
庶
民
院
だ
け
が
人
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
。
そ
れ
は
明
白
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
注
意 

し
て
い
る
よ
う
に
、
国
王
と
貴
族
院
が
幅
を
き
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。
最
高
権
力
が
人
民
や
庶
民
院
と
一
致
し
な
い
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意 

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
。
人
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
庶
民
院
こ
そ
、
こ
の
国
の
最
高
権
力
で
あ
る
と
す
る
、
こ
の
主
張
は
平
等
派
の
そ
の
後 

の
憲
法
構
想
に
一
貫
し
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
民
主
権
原
理
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
議
会
中
心
主
義
の
原
理
そ
の
も
の
の 

表
現
と
い
え
る
。

と
く
に
、
こ

の

「抗
議
」
で
は
、
庶
民
院
に
よ
る
立
法
権
の
独
占
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
「法
律
を
制
定
、
修
正
、
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 

こ
の
国
全
体
を
拘
束
す
る
権
力
は
あ
な
た
方
だ
け
に
し
か
な
い
。
し
か
し
、
国
王
の
裁
可
と
貴
族
院
の
同
意
な
し
に
は
法
律
が
制
定
で
き
な
い 

か
の
ご
と
く
ふ
る
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
方
は
わ
れ
わ
れ
を
欺
い
た
。
国
王
あ
る
い
は
貴
族
院
が
あ
な
た
方
が
承
認
す
る
事
柄
に
同
意 

し
な
い
な
ら
ば
、
あ
な
た
方
の
議
院
自
身
の
決
定
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
方
が
適
切
と
考
え
る
事
柄
に
法
律
の
効
力
を
与
え
る
こ
と
は
十
分
な
理

(
〇)

由
が
あ
る
」
。

一
六
四
二
年
の
い
わ
ゆ
る
「
民
兵
令
」
以
後
、
議
会
は
、
両
院
の
同
意
し
た
法
案
に
つ
い
て
、
た
と
え
国
王
の
裁
可
を
う
け
る 

こ
と
が
な
く
て
も
、
法
律
と
お
な
じ
よ
う
に
効
力
を
も
つ
、
と
し
た
。
た
だ
し
、
議
会
は
こ
れ
に
は
法
律
の
名
称
を
あ
た
え
ず
、
オ
ー
デ
ィ
ナ 

ン

ス(
o
r
d
i
n
a
n
c
e
)

の
名
称
で
あ
く
ま
で
そ
の
一
時
的
、
臨
時
的
、
緊
急
避
難
的
な
性
格
を
強
調
し
た
。
平
等
派
は
こ
れ
を
も
っ
と
徹
底
し
て
、
 

国
王
に
加
え
て
、
貴
族
院
も
排
除
し
て
も
、
な
お
正
当
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
根
拠
は
、
長
期
議
会
の
正
当
化
の
論
理
と
こ
と
な
っ 

て
、
人
民
に
選
ば
れ
た
が
ゆ
え
に
、
と
い
う
人
民
主
権
原
理
に
よ
っ
て
正
当
化
し
た
。
平
等
派
に
と
っ
て
、
議
会
は
あ
く
ま
で
人
民
に
奉
仕
す 

る
機
関
と
し
て
あ
っ
た
。
議
会
の
権
力
は
「
わ
れ
わ
れ
が
信
託
し
た
権
力
に
す
ぎ
ず
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
よ
り
よ
き
生
活
の
た
め
以
外
の
目
的 

に
用
い
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
「
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
な
た
が
た
の
主
人
で
あ
り
、
あ
な
た
方
は
わ
れ
わ
れ
の
代
理
人 

(A
ge

nf
s

) 

で
あ
る
。

——47——
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そ
れ
は
、
あ
な
た
方
が
承
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
真
実
で
あ
る
」
と

「抗
議
」
は
述
べ
る
。
く
わ
え
て
、
代
表
議
会
は
最
高
の
権
力
を
持
つ

(
3
)

が
、
そ
の
代
表
議
会
は
「
最
大
限
、

一
年
間
だ
け
議
会
で
あ
る
」
こ
と
を
、
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
一
年
ご
と
の
選
挙
を
平
等
派
は
要
求
し
て
い 

る
。
現
状
の
ご
と
き
、•
三
年
に
一
回
の
選
挙
で
は
不
十
分
と
い
う
の
で
あ
る
。

-
-

一
六
四
七
年
三
月
三
一
日
に
庶
民
院
に
た
い
し
て
提
出
さ
れ
た
「
三
月
請
願
」
に
お
い
て
も
、
国
王
と
貴
族
院
の
法
案
に
た
い
す
る
拒
否 

権
が
否
定
さ
れ
、
庶
民
院
が
、
人
民
の
意
思
に
基
礎
を
お
く
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
請
願
の
全
体
の
色
調
は
、
先
に
ふ
れ
た
「抗
議
」 

と
こ
と
な
つ
て
、
や
や
お
さ
え
た
表
現
に
な
っ
て
い
紀

こ
の
請
顧
で
も
、
平
等
派
は
庶
民
院
を
こ
の
国
の
最
高
権
力
と
認
め
て
い
る
。
請
願
の
題
名
か
ら
し
て
「
こ
の
国
の
ま
さ
に
尊
敬
さ
れ
る
ベ 

き
、
最
高
の
権
威
で
あ
る
庶
民
院
へ
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
請
願
は
「
人
民
の
自
由
な
選
挙
に
基
礎
を
も
つ
議
会
に
よ
る
統
治
以
上
に
、
公 

正
な
る
統
治
は
憲
法
に
お
い
て
存
在
し
な
い
」
と
し
て
、
議
会
が
統
治
の
基
本
的
な
機
関
で
あ
る
こ
と
を
い
、を)

議
会
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
 

第
一
項
で
あ
っ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
内
容
は
、
名
指
し
こ
そ
し
て
は
い
な
い
が
、
国
王
と
貴
族
院
の
拒
否
権
の
否
定
で
あ
つ
旬 

一
六
四
七
年
夏
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
、
平
等
派
の
憲
法
構
想
に
お
い
て
、
国
王
の
大
権
や
そ
の
機
構
の
改
革
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
さ 

れ
た
事
柄
と
し
て
は
、
こ
の
国
王
お
よ
び
貴
族
院
の
拒
否
権
の
否
定
が
主
要
な
要
求
で
あ
っ
て
、
他
の
事
柄
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

(
9
)

革
命
前
に
支
配
的
で
あ
っ
た
伝
統
的
な
憲
法
構
造
に
よ
れ
ば
、
国
王
と
議
会
の
両
院
の
共
同
に
よ
っ
て
立
法
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
国
王 

と
貴
族
院
の
拒
否
権
の
否
定
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
伝
統
的
な
憲
法
構
造
の
否
定
を
意
味
し
て
い
た
。

そ
の
の
ち
、
こ
の
請
願
は
、
十
三
項
目
に
わ
た
っ
て
議
会
に
対
す
る
要
望
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
人
身
の
自
由
、
信
仰
の
自
由 

を
ふ
く
み
、
さ
ら
に
独
占
的
な
商
人
団
体
の
廃
止
、
裁
判
制
度
の
改
革
、
十
分
の
一
税
の
廃
止
な
ど
を
か
か
げ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
平
等
派
の
要
請
に
た
い
し
て
、
庶
民
院
は
、
表
決
の
結
果
、
こ
の
請
願
に
な
ん
ら
回
答
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
。
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三
一
六
四
七
年
七
月
一
七
日
の
オ
ー
バ
ー
ト
ン
の
筆
に
な
るr

衰
退
し
た
代
表
機
関
で
あ
る
庶
民
院
か
ら
、
 

こ
の
王
国
の
自
由
な
る
人
民
す 

ベ
て
を
代
表
す
る
機
関
へ
の
訴
え
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。r

い
か
な
る
人
物
あ
る
い
は
い
か
な
る
人
々
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
拒
否
権
に 

よ
る
妨
害
と
偏
見
か
ら
、
議
会
の
権
威
が
、
将
来
に
わ
た
っ
て
保
全
さ
れ
、
確
保
さ
れ
る
こ
と
」
が
平
等
派
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
 

大
権
機
構
の
改
革
自
体
の
本
格
的
な
構
想
は
、
こ
の
段
階
で
は
具
体
化
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
文
書
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
議
会
の
議
員
に
対
し
て
、
選
挙
民
の
が
わ
か
ら
、
議
員
の
行
動
に
つ
い
て
そ
の
責
任
を
問
う
制
度
が
構
想 

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。r

そ
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
信
頼
を
い
つ
わ
り
、
裏
切
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、•

こ
の
国
に
専
制
的
な
権
力
を
導
入
し 

よ
う
と
い
う
試
み
が
あ
っ
た
場
合
、
議
会
の
議
員
一
人
ひ
と
り
に
た
い
し
て
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
住
民
か
ら
提
起
さ
れ
る
全
て
の
弾
劾
を
カ
ウ
ン 

テ
ィ
の
審
問
官
は
受
理
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
審
問
官
は
、
そ
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
名
に
お
い
て
弾
劾
す
る
権
限
を
も
ち
、
か
つ
、
 

そ
の
権
限
を
き
ち
ん
と
と
り
お
こ
な
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
審
問
官
は
、
そ
の
議
員
を
法
廷
に
召
喚
す
る
権
限
を
有
す
る
。
有
罪 

ー

(
)
 

が
判
明
す
れ
ば
、
判
決
が
執
行
さ
れ
、
そ
の
議
員
の
代
わ
り
に
別
の
人
が
人
民
の
選
挙
に
よ
り
、
議
会
に
送
ら
れ
る
」
。
大
臣
あ
る
い
は
国
王
49 

の
枢
密
顧
問
官
に
た
い
す
る
弾
劾
は
、
長
期
議
会
の
開
始
直
後
の
一
六
四
〇
年
か
ら
一
六
四
二
年
に
か
け
て
、
ス
ト
ラ
フ
ォ
ー
ド
を
は
じ
め
と 

一
 

す
る
国
王
政
府
の
高
官
に
た
い
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
平
等
派
の
文
書
に
は
、
議
会
の
議
員
に
た
い
す
る
、
選
挙
民
か
ら
の
弾
劾
制
度 

の
確
立
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
平
等
派
の
一
六
四
七
年
段
階
ま
で
の
憲
法
構
想
で
は
、
「議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
責
任
」
の
原
則
が
主
張
さ 

れ
る
以
上
に
、r

人
民
に
た
い
す
る
議
会
の
責
任
」
の
原
則
の
確
立
が
と
く
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

平
等
派
が
そ
の
当
時
ど
の
よ
う
な
政
治
勢
力
の
な
か
に
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
か
、
と
い
え
ば
、
議
会
の
内
部
に
は
だ
れ
ひ
と
り
平
等
派
の 

議
員
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
都
市
の
市
民
や
下
級
兵
士
が
そ
の
主
要
な
支
持
基
盤
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
議
会
か
ら
排
除
さ
れ
、
議
会
に 

か
れ
ら
の
声
が
届
か
な
い
こ
と
こ
そ
、
最
大
の
問
題
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
な
に
に
も
ま
し
て
、
「人
民
に
対
す
る
議
会
の
責
任
」 

の
原
則
を
う
ち
た
て
て
、
い
か
に
議
会
を
か
れ
ら
に
ち
か
づ
け
る
か
、
が
構
想
さ
れ
た
。
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平
等
派
の
憲
法
構
想
の
中
に
、
大
臣
や
官
吏
に
対
す
る
統
制
の
構
想
が
も
っ
と
具
体
的
な
か
た
ち
で
登
場
し
て
く
る
の
は
、

一
六
四
七
年
秋 

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
期
に
は
、
議
会
軍
の
な
か
で
一
定
の
力
を
も
っ
た
か
れ
ら
は
、
軍
の
将
校
た
ち
の
憲
法
構
想
に
対
抗
し
て
、
か
れ
ら
独 

自
の
憲
法
構
想
を
よ
り
鮮
明
に
し
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
、r

議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
責
任
」
の
原
則
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

(
2
)
 

r
議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
責
任
」

一
 

議
会
す
な
わ
ち
庶
民
院
が
最
高
の
権
力
を
も
っ
こ
と
は
す
で
に
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
実
際
の
政
府
活
動
を
最
高
権
力
た
る
議 

会
は
ど
う
統
制
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
構
想
が
は
っ
き
り
と
登
場
し
て
く
る
の
は
、

一
六
四
七
年
一
〇
月
一
五
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
出

(
)

版
さ
れ
た
「真
に
の
べ
ら
れ
た
軍
隊
の
主
張
」
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
一
〇
月
九
日
に
軍
隊
内
の
ア
ジ
テ
ー
テ
ー
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
、

ー
 

〇

 

月
ー
八
日
、
軍
の
司
令
官
フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ク
ス
あ
て
に
提
出
さ
れ
た
。

「主
張
」
は
、
議
会
に
つ
い
て
、r
人
民
に
と
っ
て
、
権
利
と
自
由
に
た
い
す
る
要
望
の
基
礎
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
議
会
を
い
か
に 

構
成
し
、
い
か
に
選
ぶ
の
か
に
つ
い
て
、
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
二
年
に
一
度
か
な
ら
ず
選
挙
が
な
さ
れ
る
。
「
そ
れ
ぞ
れ
の 

カ
ウ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
、
議
会
の
代
表
を
選
ぶ
た
め
に
、
人
民
は
、
二
年
毎
の
定
ま
っ
た
日
に
、
令
状
あ
る
い
は
証
状
が
な
く
て
も
、
当
然
の

(
)

こ
と
と
し
て
、
集
合
す
る
」
。
そ
し
て
、r

主
張
」
は
こ
の
二
年
ご
と
の
選
挙
の
実
施
を
、
議
会
に
よ
っ
て
も
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
「最 

高
の
法 

(
p
a
r
a
m
o
u
n

二a
w
)

」

つ
ま
り
、
い
わ
ば
憲
法
的
な
規
律
と
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
要
求
は
、
長
期
議
会
の
初
期
に
「
三

(

刎)

年
議
会
期
法
」
で
議
会
が
国
王
に
三
年
ご
と
の
議
会
の
確
実
な
召
集
を
義
務
づ
け
た
内
容
に
似
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
国
王
の
議
会
召
集
権
が 

一
応
前
提
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
国
王
の
意
思
に
全
く
か
か
わ
り
な
く
、
議
会
が
選
挙
さ
れ
、
召
集
さ
れ
る
。
現
代
の
憲
法
学
の
分 

類
か
ら
い
え
ば
、
議
会
の
自
律
的
召
集
の
し
く
み
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
こ
の
要
求
はr

最
高
の
法
」
と
さ
れ
て
い
る
。
平
等
派
に
と
っ
て
、
議
会
の
存
在
を
国
王
の
意
の
ま
ま
に
さ
せ
ず
、
正
確
に
開
会 

さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
当
面
の
最
大
の
要
求
で
あ
っ
た
。
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第
二
に
、
二
十
一
歳
以
上
の
男
子
普
通
選
挙
権
を
要
求
す
る
。r

違
法
な
行
為
の
ゆ
え
に
、
数
年
の
間
あ
る
い
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
自
由

(
5
)
 

を
奪
わ
れ
た
、
あ
る
い
は
奪
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
人
々
を
除
い
て
、
二
十
一
歳
以
上
の
自
由
民 

(
f
h
e  f

r
e
e
b
o
r
n
)  

は
す
べ
て
選
挙
権
者
で
あ
参
。
 

平
等
派
に
と
っ
て
、
議
会
を
選
挙
す
る
権
利
は
、
基
本
的
な
性
格
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
た
。
「定
ま
っ
た
時
期
に
、
議
会
の
あ
ら
た
な
選
挙
を 

お
こ
な
う
権
利
を
人
民
は
も
っ
て
い
る
。.

そ
の
こ
と
は
、
人
民
の
自
由
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
な
の
で
、
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
 

選
挙
を
お
こ
な
う
権
利
が
な
い
と
す
れ
ば
、
立
法
権
力
の
性
格
は
専
制
的
な
も
の
に
な
り
、
人
民
は
奴
隸
と
同
様
の
状
態
に
と
ど
め
お
か
れ
扬
寸 

要
求
の
第
二
は
、
ま
さ
に
平
等
派
の
基
本
的
な
要
求
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
そ
れ
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
な
党
派
と
平
等
派
の
政
治
的
な
主
張
の 

大
き
な
ち
が
い
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
議
会
の
会
期
決
定
お
よ
び
停
会
、
解
散
に
つ
い
て
、
他
の
国
家
機
関
の
関
与
を
否
定
す
る
。
「選
挙
さ
れ
、
召
集
さ
れ
た
議
会
は
、
 

会
期
を
定
め
る
。
そ
の
会
期
は
議
会
み
ず
か
ら
決
定
す
る
。
そ
の
会
期
終
了
以
前
に
は
、
議
会
は
、
国
王
あ
る
い
は
議
会
以
外
の
他
の
い
か
な

(
)

る
人
々
に
よ
っ
て
も
、
停
会
に
さ
れ
た
り
、
解
散
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
」
。•
第
三
の
要
求
も
、
第
一
と
お
な
じ
く
長
期
議
会
の
初
期
の 

(
)

r

解
散
反
対
法
」
の
内
容
に
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
要
求
は
第
一
の
要
求
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
、
二
年
の
会
期
中
の
、
議
会
に
た
い 

す
る
国
王
ほ
か
か
ら
の
介
入
を
排
除
す
る
こ
と
に
そ
の
主
旨
が
あ
る
。
長
期
議
会
が
一
六
四
ー
一
年
以
後
、
人
民
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
こ
と
な 

く
、
こ
の
時
点
ま
で
継
続
し
て
い
る
こ
と
に
た
い
し
平
等
派
は
批
判
的
で
あ
り
、
「
こ
の
議
会
が
確
実
に
解
散
さ
れ
る
日
程
が
決
め
ら
れ
る
。

(
)

た
だ
し
、
そ
の
日
程
は
今
後
九
〜
十
ケ
月
以
内
に
」
と
主
張
し
て
、
長
期
議
会
の
解
散
を
要
求
し
た
。

こ
の
よ
う
に
議
会
の
選
挙
そ
し
て
会
期
を
確
実
に
保
証
す
る
規
定
を
の
べ
た
の
ち
、
議
会
の
最
高
性
がr

す
べ
て
の
権
力
は
元
来
、
本
質
的 

に
、
こ
の
国
の
人
民
全
体
に
あ
り
、
人
民
の
自
由
な
選
択
あ
る
い
は
人
民
の
代
表
者
に
よ
る
同
意
は
す
べ
て
の
公
正
な
統
治
の
唯
一
の
根
源
あ 

る
い
は
基
礎
で
あ
る
」
と
し
て
、
正
当
化
さ
れ
、
そ
し
てr

人
民
の
代
表
者
の
最
高
権
力
は
、
法
律
を
制
定
、
廃
止
す
る
権
限
と
し
て
、
た
だ

(
1
)

ち
に
明
確
に
宣
言
さ
れ
る
」
と
、
立
法
権
が
ま
ず
第
一
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

つ
づ
い
て
、r

議
会
に
対
す
る
政
府
の
責
任
」
の
原
則
に
も
と
づ
く
、
議
会
の
官
吏
に
た
い
す
る
統
制
権
限
が
主
張
さ
れ
る
。
第
一
に
、
官
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吏
に
た
い
す
る
問
責
権
。
議
会
はr

こ
の
国
の
全
て
の
官
吏
に
た
い
し
て
、
人
民
の
善
の
た
め
に
か
れ
ら
に
あ
た
え
ら
れ
た
信
託
に
つ
い
て
の 

(
跛)

怠
慢
あ
る
い
は
裏
切
り
行
為
を
問
責
す
る
権
限
を
も
つ
」
。
第
ー
ー
に
、
官
吏
の
任
免
権
。
「
そ
の
官
吏
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
業
務
あ
る
い
は 

事
柄
に
お
け
る
忠
誠
あ
る
い
は
裏
切
り
に
よ
る
功
罪
に
し
た
が
っ
て
、
官
吏
が
そ
の
職
務
、
位
階
、
信
託
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
転
任

(
)
 

あ
る
い
は
免
職
さ
れ
る
の
か
を
決
定
す
る
権
限
を(

人
民
の
代
表
者
た
る
最
高
権
力
は)

も
つ
」
。
第
三
に
、
官
職
の
設
置
権
。
議

会
は

「
人

(
)
 

民
の
善
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
と
判
断
さ
れ
る
官
吏
を
、
ど
の
よ
う
な
職
種
で
あ
れ
、
設
置
す
る
権
限
を
も
つ
」
。 

こ
の
よ
う
にr
真
に
の
べ
ら
れ
た
軍
隊
の
主
張
」
は
、
き
た
る
べ
き
統
治
機
構
の
構
想
に
お
い
て
、
人
民
主
権
原
理
に
も
と
づ
い
て
、
議
会 

の
最
高
性
を
う
た
い
、
そ
し
て
、
議
会
に
よ
る
執
行
機
関
の
統
制
を
講
じ
よ
う
と
し
て
い
た
。

-- 

平
等
派
の
憲
法
構
想
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
人
民
協
定
」
は
実
は
同
じ
題
名
の
「
人
民
協
定
」
で
あ
っ
て
も
、
三
次
に
わ
た
っ
て 

(％)

つ
く
ら
れ
て
い
る
。
第
一
次
人
民
協
定
は
一
六
四
七
年
一
〇
月
二
八
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
「主
張
」
の
内
容
を 

よ
り
整
理
し
た
も
の
で
、
議
会
の
権
限
に
か
ん
す
る
項
目
に
つ
い
て
も
、
内
容
的
に
はr

主
張
」
の
内
容
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
は
な
い
。
 

第
一
に
、
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
不
均
衡
を
是
正
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
「今
日
、
議
会
に
お
け
る
代
表
を
選
挙
す
る
た
め
に
、
カ
ウ 

ン
テ
ィ
、
市
、
ボ
ロ
ー
ご
と
に
、
き
わ
め
て
不
均
衡
に
配
分
さ
れ
て
い
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
人
民
は
、
住
民
の
数
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
差
が 

も
っ
と
す
く
な
く
な
る
よ
う
に
配
分
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
議
員
の
数
、
選
挙
区
、
配
分
の
し
か
た
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
議
会
の
終
了
ま
で 

(％)

に
決
め
ら
れ
る
」
。
た
だ
第
一
次
人
民
協
定
で
は
選
挙
権
の
制
限
の
改
正
に
つ
い
て
、
と

く

に

「主
張
」
の
ご
と
く
、
「
二
十
一
歳
以
上
の
自 

由
民
」
と
か
い
う
よ
う
に
は
、
と
り
わ
け
て
具
体
的
に
は
の
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
「住
民
の
数
に
し
た
が
っ
て
」
と
い
う
原
則
は
、
普 

通
選
挙
権
の
要
求
を
前
提
に
お
い
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

第
二
に
、
現
在
の
長
期
議
会
の
解
散
が
提
案
さ
れ
る
。
「
同
じ
人
物
が
長
い
間
、
権
威
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
生
ま
れ 

て
き
て
い
る
多
く
の
不
都
合
を
防
止
す
る
た
め
に
、
現
在
の
議
会
は
一
六
四
八
年
九
月
末
日
を
も
っ
て
解
散
さ
れ
る
。
」
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第
三
に
、
二
年
ご
と
の
議
会
の
確
実
な
開
催
と
会
期
の
限
定
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
四
に
、
議
会
の
権
限
がr

主
張
」
の
内
容
を
よ
り
要
約
し
た
形
で
、
規
定
さ
れ
て
い
る
。
議
会
の
権
限
に
つ
い
て
の
大
前
提
は
、
議
会
に 

国
の
最
高
機
関
の
地
位
を
あ
た
え
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
人
民
の
主
権
を
こ
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
こ
の
国
の 

代
表
的
議
会
の
権
力
、
お
よ
び
将
来
に
わ
た
っ
て
す
べ
て
の
代
表
議
会
の
権
力
は
、
そ
の
代
表
議
会
を
選
挙
す
る
人
々
に
た
い
し
て
の
み
、
劣

(
)

位
に
お
か
れ
る
。
一
列
挙
さ
れ
た
議
会
の
権
限
の
最
後
に
はr

一
般
的
に
は
、
代
表
さ
れ
る
人
民
に
よ
っ
て
議
会
に
た
い
し
明
示
的
に
、
あ
る

) 

い
は
暗
黙
の
う
ち
に
み
ず
か
ら
留
保
し
て
い
る
こ
と
以
外
は
、
い
か
な
る
こ
と
で
あ
れ
、
議
会
は
お
こ
な
、つ
権
限
を
も
っ
て
い
る
」
旨
、
示
さ 

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
最
高
権
力
た
る
議
会
を
も
制
限
す
る
事
項
の
存
在
を
意
味
す
る
。
し
ば
し
ば
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
人
民
協
定 

の
な
か
に
は
、
宗
教
の
自
由
な
ど
議
会
に
よ
っ
て
も
関
与
で
き
な
い
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
議
会
に
よ
っ
て
も
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
権 

利
を
基
本
的
人
権
と
し
て
認
め
た
近
代
憲
法
の
人
権
観
念
の
発
展
の
歴
史
か
ら
い
っ
て
も
、
人
民
協
定
は
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い

(

如)
る
。そ

れ
以
下
に
、
議
会
の
権
限
が
列
挙
さ
れ
る
。r
い
か
な
る
人
物
あ
る
い
は
い
か
な
る
人
々
で
あ
れ
、
そ
の
同
意
あ
る
い
は
一
致
が
な
い
と

(
I
)

し
て
も
、
法
律
を
制
定
、
修
正
、
廃
止
す
る
権
限
」
を
議
会
は
も
つ
。
前
に
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
指
名
し
こ
そ
さ
れ
て
は
い
な
い 

が
、
国
王
と
貴
族
院
の
立
法
に
た
い
す
る
介
入
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
。

議
会
に
よ
る
官
吏
に
対
す
る
統
制
と
い
う
点
で
は
「官
職
、
裁
判
所
を
創
設
、
廃
止
す
る
権
限
、
ど
の
よ
う
な
位
階
で
あ
れ
、
執
行
官 

(
)

(
m
a
g
i
s
f
r
a
a
)

と
官
吏
を
任
命
、
罷
免
、
問
責
す
る
権
限
」
が
注
目
さ
れ
る
。
す

で

に

「主
張
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
「議
会
に
対
す
る
政 

府
の
責
任
」
の
原
則
が
ふ
た
た
び
提
案
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
宣
戦
講
和
を
お
こ
な
う
権
限
、
外
交
交
渉
を
お
こ
な
う
権
限
を
議
会
に
あ
た
え
て
い
る
。
過
去
、
こ
れ
ら
の
権
限
は
い
ず
れ
も
国 

王
の
大
権
で
あ
っ
た
。
国
王
の
大
権
の
剝
奪
、
人
民
の
自
由
で
平
等
な
選
挙
に
も
と
づ
い
て
成
立
す
る
議
会
に
よ
る
国
王
大
権
の
掌
握
、
こ
れ 

は
ま
さ
に
伝
統
的
な
憲
法W

造
を
打
破
す
る
革
命
的
な
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
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第
一
次
人
民
協
定
が
提
案
さ
れ
た
時
期
よ
り
、
約
三
ケ
月
前
、
議
会
軍
の
主
流
派
で
あ
る
独
立
派
は
、
そ
の
憲
法
構
想
と
し
て
「提
案
要
變
を 

発
表
し
て
い
た
。
「提
案
要
綱
」
を

「人
民
協
定
」
と
比
較
し
て
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
革
命
以
前
に
国
王
が
も
つ
て
い
た
広
範
な
国
王
大
権 

の
領
域
を
ひ
き
つ
づ
き
承
認
し
て
、
そ
こ
に
か
な
り
広
い
範
囲
で
の
国
王
の
裁
量
を
認
め
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
た
と
え
ば
議
会
の
解
散
に
つ 

い
て

「
ー
ー
年
ご
と
の
議
会
は
、
議
院
み
ず
か
ら
の
同
意
に
よ
っ
て
休
会
あ
る
い
は
解
散
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
か
な
ら
ず
一
ニ
〇
日
間
の
会
期
を 

も
つ
。
そ
の
の
ち
、
国
王
に
よ
っ
て
休
会
あ
る
い
は
解
散
さ
れ
る
」
と
い
う
一
項
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
官
吏
の
任
免
に
つ
い
て
も
「議
会
の 

両
院
が
三
人
を
指
名
し
、
そ
の
な
か
か
ら
国
王
が
一
人
を
任
命
す
る
」
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
、r

提
案
要
綱
」
は
、
革
命
前
か
ら 

の
伝
統
的
な
憲
法
構
造
つ
ま
り
国
王
と
議
会
の
両
院
の
共
同
と
い
う
図
式
に
な
お
強
く
と
ら
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
第
二
次
内
戦
を
へ
て
、
 

共
和
制
樹
立
直
前
に
な
る
と
、
独
立
派
も
ま
た
、
平
等
派
と
同
様
に
、
こ
の
伝
統
的
な
憲
法
構
造
を
ふ
み
こ
え
て
し
ま
う
。
 

第
二
に
、
こ

のr

提
案
要
綱
」
は

軍

隊(

民
兵)

の
指
揮
に
か
ん
す
る
当
面
の
中
央
政
府
の
機
関
と
し
て
国
務
会
議(C

o
u
n
c
i
l  o

f  s
e
a
s
)

 

の
設
置
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
国
王
政
府
の
中
央
機
関
と
し
て
は
、
国
王
の
他
に
は
、
大
法
官
な
ど
の
個
々
の
大
臣
、
そ
れ
に
枢
密
顧 

問
官
を
擁
す
る
枢
密
院(

p
r
i
v
y  c

o
u
n
c
i
l
)

が
主
要
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
国
務
会
議
は
ま
っ
た
く
あ
た
ら
し
い
執
行
機
関
で
あ
っ
た
。
こ
の 

国
務
会
議
の
構
想
は
、
第
二
次
人
民
協
定
に
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
共
和
制
期
に
現
実
に
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

-
-

一
六
四
七
年
の
有
名
な
パ
ッ
ト
ニ
ー
会
發
の
対
立
、
さ
ら
に
議
会
に
よ
る
平
等
派
に
た
い
す
る
抑
圧
な
ど
か
ら
、
平
等
派
と
独
立
派
の 

あ
い
だ
に
は
亀
裂
が
ふ
か
ま
っ
て
い
た
が
、

一
六
四
八
年
一
月
の
平
等
派
に
よ
るr

庶
民
院
へ
の
請
賢
は
、r

人
民
協
定
」
な
ど
、
こ
れ
ま 

で
の
文
書
で
主
張
さ
れ
て
き
た
統
治
構
造
の
改
革
の
あ
り
方
を
く
り
か
え
す
と
と
も
に
、
長
期
議
会
に
よ
る
抑
圧
へ
の
は
げ
し
い
抗
議
と
公
正 

な
裁
判
に
よ
る
そ
の
救
済
策
を
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。r

こ
の
名
誉
あ
る
議
院
は
、
法
律
を
制
定
・
廃
止
す
る
こ
と
、
裁
判
所
を
設
置
・
 

廃
止
す
る
こ
と
、
官
吏
を
罷
免
・
任
命
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
苦
情
を
救
済
し
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
の
た
め
に
安
全
を
提
供 

す
る
権
力
の
す
べ
て
を
、
人
民
か
ら
信
託
さ
れ
て
い̂
)

」(
第
一
項)

。r

す
べ
て
の
統
治
者
お
よ
び
執
行
官
も
、
神
の
使
い
で
あ
る
ま
え
に
、
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人
間
の
使
い
で
あ
り
、
そ
し
て
い
か
な
る
権
威
も
神
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
人
民
の
相
互
の
同
意
に
よ
っ
て
い
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考 

え
る
の
で
、
こ
の
名
誉
あ
る
議
院
だ
け
が
、
こ
の
国
の
人
民
を
代
表
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
か
な
る
人
で
あ
れ
、
明
確
に
、
あ
る
い
は
疑
う 

余
地
な
く
こ
の
議
院
か
ら
権
限
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
そ
の
信
託
の
行
使
に
つ
い
て
人
民
の
代
表
機
関
た
る
議
会
に
お
い
て
、
人
民
に
た
い
し

(
)

て
責
任
を
負
わ
な
い
人
は
、
い
か
な
る
権
力
も
権
威
も
行
使
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
」
(
第
二
項)

。
こ

の

r

請
願
」
も

r

議
会
に
た
い
す 

る
責
任
」
の
原
則
を
み
と
め
て
い
る
。
そ
し
て

「
人
民
に
た
い
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
」
人
、
つ
ま
り
国
王
や
そ
の
大
権
機
構
の
存
在
を
拒
否 

す
る
。

選
挙
権
に
つ
い
て
は
、
平
等
派
の
他
の
文
書
と
同
様
に
、
基
本
的
に
は
普
通
選
挙
権
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。r

全
て
の
自
由
民
が
議
会
へ
の 

代
表
お
よ
び
シ
ェ
リ
フ
、
治
安
判
事
を
自
由
に
選
挙
し
た
の
が
、
こ
の
国
の
古
来
か
ら
の
自
由
で
あ
り
、

ヘ
ン
リ
ー
六
世
治
世
八
年
法
律
第7
 

号
の
制
定
法
に
よ
っ
て
人
民
は
こ
の
生
れ
な
が
ら
の
自
由
を
奮
わ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
権
利
が
す
べ 

て
の
人
に
回
復
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
刑
事
上
の
理
由
の
あ
る
も
の
、
二
十
一
歳
末
満
、
従
者 

(servant)
、

浮
浪
者 

(
Be
gg
er
s)

 

は
除
か

(
8
)

れ
る
」
。
た
だ
し
、
「主
張
」
と
く
ら
べ
る
と
、
従
者
、
浮
浪
者
が
つ
け
く
わ
わ
っ
て
い
る
。
選
挙
区
に
つ
い
て
も
、
配
分
の
不
均
衡
が
是
正 

さ
れ
る
。r

す
べ
て
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
は
等
し
い
割
合
で
代
表
を
送
る
。
す
べ
て
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
は
、

一
人
の
代
表
が
選
出
さ
れ
る
い
く
つ
か
の 

選
挙
区 

(
D
i
v
i
s
i
o
n
s
)

を
も
つ
。
」
い
わ
ば
均
等
に
分
割
さ
れ
た
小
選
挙
区
制
と
で
も
い
う
べ
き
構
想
と
い
え
よ
う
。
 

こ
の
請
願
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
裁
判
に
か
ん
す
る
規
定
で
あ
る
。
裁
判
所
の
管
轄
権
、
裁
判
官
の
権
限
が
明
確
に
確
定
さ
れ
る
こ 

と
を
要
求
じ
た
。(
第
三
項)

の
ち
、
議
会
と
裁
判
所
の
関
係
が
の
べ
ら
れ
る
。
「今
後
は
、
通
常
の
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
内
に
あ
る
事
項 

は
、
刑
事
に
か
ん
す
る
事
項
で
あ
れ
、
そ
の
ほ
か
の
事
項
で
あ
れ
、
議
院
あ
る
い
は
議
会
の
委
員
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
事 

項
は
、
こ
の
名
誉
あ
る
議
院
が
制
定
す
る
法
律
を
執
行
す
る
こ
と
が
そ
の
義
務
で
あ
り
、
不
正
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
こ
の
議
院
か
ら
非
難
さ

(
)

れ
る
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」
(
第
四
項)

。

つ
ま
り
最
高
権
力
た
る
議
会
で
も
、
裁
判
所
に
か
わ
っ
て
、
判
決
を
下
す
こ
と
は
で
き 

な
い
。
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そ
し
て
裁
判
官
に
た
い
し
て
は
、
手
数
料
な
ど
の
取
得
に
よ
っ
て
裁
判
が
不
当
な
結
果
に
な
ら
な
い
よ
う
、
国
庫
か
ら
の
報
酬
が
支
払
わ
れ 

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、r

い
か
な
る
裁
判
所
の
、
ど
ん
な
裁
判
官
も
三
年
以
上
、
継
続
し
て
は
な
ら
な
い
115)

と
、
裁
判
官
に
た 

い
し
て
任
期
を
つ
け
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。r

裁
判
官
の
独
立
」
の
原
則
と
裁
判
に
た
い
す
る
民
主
的
な
統
制
と
の
関
係
が
こ
こ
で
問
題 

に
な
っ
て
い
る
。

(
3
)
 

国
務
会
議
の
構
想

-

一
六
四
八
年
に
は
い
っ
て
、
第
二
次
内
戦
の
開
始
は
、
共
通
の
敵
に
対
す
る
平
等
派
と
独
立
派
の
連
携
を
ふ
た
た
び
強
め
る
こ
と
に
な
つ 

た
。
そ
う
し
た
中
で
、
一
六
四
八
年
末
に
な
る
と
、
憲
法
構
想
に
つ
い
て
重
要
な
二
つ
の
文
書
が
そ
れ
ぞ
れ
の
派
か
ら
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
2
)

そ
の
一
つ
は
、
独
立
派
の
「
フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ク
ス
軍
司
令
官
と
軍
会
議
の
謙
虚
な
る
抗
土
印 

で
あ
る
。
こ

の

「抗
告
」
は
独
立
派
の
そ
れ
ま 

ー
 

で
の
憲
法
構
想
で
あ
っ
た
「提
案
要
綱
」
と
大
き
く
異
な
っ
て
、
国
王
大
権
に
反
対
す
る
主
張
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
「
人

56 

民
に
よ
っ
て
自
由
に
選
ば
れ
る
代
理
人
、
あ
る
い
は
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
」
議
会
を
国
の
最
高
地
位
に
お
く
こ
と
を
表
明
し
て
い
た
。
こ 

ー
 

れ
ま
で
国
王
大
権
と
さ
れ
て
き
た
、
国
家
の
諸
機
構
を
編
成
す
る
権
限
、
そ
れ
ら
を
改
正
・
廃
止
す
る
権
限
、
宣
戦
講
和
に
か
ん
す
る
権
限
な 

ど
を
議
会
に
帰
属
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
政
府
の
具
体
的
な
諸
活
動
は
、
人
民
の
代
表
体
が
つ
く
っ
た
法
に
し
た
が
っ
て
、
人
民
の
代
表
体
が
任 

命
し
た
官
吏
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
る
。

-- 

他
方
、
平
等
派
は
い
わ
ゆ
る
「第
二
次
人
民
協
定
」
を
軍
会
議
に
提
出
す
る
。
こ
の
第
二
次
人
民
協
定
は
、

一
六
四
七
年
に
提
案
さ
れ
た 

r

第
一
次
人
民
協
定
」
と
比
較
し
て
、
よ
り
包
括
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
選
挙
に
つ
い
て
の
方
法
、
選
挙
権
の
範
囲
な
ど
が
よ 

り
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
討
議
し
た
軍
会
議
は
、
一
部
に
修
正
を
く
わ
え
て
、
議
会
に
提
出
し
た
。(

一
六
四
九
年
一
月
二
〇
日)

。
平
等
派
リ
ル
バ
ー
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ン
は
こ
の
修
正
の
内
容
、
そ
し
て
人
民
不
在
の
手
続
き
を
怒
り
、

ー
二
月
一
五
日
の
日
付
で
、
修
正
さ
れ
る
以
前
の
案
を
公
表
し
た
。
そ
こ
で
、
 

僉) 

克)

ー
ー
つ
のr

人
民
協
定
」(

以
下
の
記
述
で
は
、
平
等
派
案
と
軍
会
議
案
と
よ
ぶ)

が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。 

議
会
と
政
府
の
関
係
を
検
討
す
る
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
、
こ
の
二
つ
のr

人
民
協
定
」
を
み
て
み
る
と
、
議
会
の
議
員
を
選
ぶ
選
挙
に
つ 

い
て
、(

一)

選
挙
区
の
不
均
衡
の
是
正
。(

二)

二
年
に
一
度
の
選
挙
。
こ
の
選
挙
は
だ
れ
か
の
命
状
な
ど
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
 

日
程
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
る
。(

三)

選
挙
権
者
の
範
囲
、
が
重
要
な
柱
で
あ
る
。
と
く
に(

二)

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て 

い
る
。r

す
べ
て
の
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
者
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
民
お
よ
び
公
民
権
を
与
え
ら
れ
た
帰
化
し
た
外
国
人
で
あ
る
。
慈 

善
基
金
を
う
け
と
っ
て
い
る
も
の
は
選
挙
権
者
で
は
な
く
、
通
常
、
救
貧
税
を
課
さ
れ
て
い
る
も
の
が
選
挙
権
者
で
あ
る
。
特
定
の
誰
か
に
召 

し
か
か
え
ら
れ
て
い
る
も
の
、
特
定
の
誰
か
か
ら
手
当
を
う
け
て
い
る
も
の
は
選
挙
権
者
で
は
な
い
。
全
て
の
選
挙
に
お
い
て(
大
学
選
挙
区 

を
の
ぞ
い
て)

選
挙
権
者
は
、
二
十
一
歳
以
上
の
男
子
で
あ
り
、
選
挙
が
お
こ
な
わ
れ
る
選
挙
区
内
に
居
住
す
る
家
屋
保
有
者(

H
o
u
s
e
k
e
e
p
e
r
s
)

 

(
)
 

(
)
 

で
あ
る
」
。
平
等
派
の
選
挙
権
論
が
は
た
し
て
真
の
意
味
で
普
通
選
挙
権
と
い
え
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
周
知
の
論
争
が
あ
る
。
平
等
派
の
主 

張
が
、
当
時
の
政
治
的
な
状
況
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
、
制
限
さ
れ
る
選
挙
権
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
文
書
に
よ
っ
て
、
違
い
が
あ
る
の
は
た 

し
か
に
事
実
で
あ
る
。
こ
の
人
民
協
定
で
も
従
者
や
浮
浪
者
が
の
ぞ
か
れ
、
完
全
な
普
通
選
挙
権
論
と
い
い
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し 

か
し
、
独
立
派
の
選
挙
権
論
な
ど
の
当
時
の
議
論
の
水
準
か
ら
い
う
と
、
断
然
、

一
頭
地
を
抜
い
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
 

そ
の
よ
う
な
選
挙
制
度
に
よ
っ
て
、
選
挙
さ
れ
た
議
会
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
書
で
主
張
さ
れ
た
よ
う
に
、
強
大
な
権
限
を
も
つ
。
平
等
派
案 

第
六
条
と
軍
会
議
案
第
八
条
に
あ
げ
ら
れ
た
議
会
の
権
限
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
「代
表
議
会
の
権
限
か
ら
除
外
あ
る
い
は
留
保
」
さ
れ
て
い
る 

事
項
に
つ
い
て
、
い
く
ぶ
ん
異
な
っ
た
規
定
に
な
っ
て
い
る
。

軍
会
議
案
で
は
、r

代
表
議
会
は
、
全
体
の
保
全
と
統
治
の
た
め
に
、
最
高
の
信
託
を
あ
た
え
ら
れ
た
。
代
表
議
会
の
権
限
は
、
他
の
い
か 

な
る
人
あ
る
い
は
人
々
の
同
意
と
一
致
な
し
に
、
裁
判
所
お
よ
び
官
職
を
設
置
、
廃
止
す
る
権
限
、
法
律
を
制
定
、
修
正
、
廃
止
お
よ
び
公
布 

す
る
権
限
、
聖
的
あ
る
い
は
教
会
に
か
ん
す
る
事
項
を
の
ぞ
い
て
、
世
俗
的
あ
る
い
は
市
民
に
か
ん
す
る
事
項
に
お
い
て
の
最
高
か
つ
最
終
の
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(
,57)

判
断
権
ま
で
に
お
よ
ぶ
」
な
っ
て
い
る
が
、
平
等
派
案
で
は
、
右
の
引
用
文
の
傍
線
部
が
ぬ
け
て
お
り
、
そ
の
か
わ
り
に
「
こ
の
協
定
で
、
代 

表
議
会
の
権
限
か
ら
除
外
あ
る
い
は
留
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
す
べ
て
を
お
こ
な
う
権
限
」
が
は
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
軍
会
議
案
で
は
、
 

代
表
議
会
の
権
限
か
ら
除
外
あ
る
い
は
留
保
さ
れ
る
事
項
と
し
て
、
六
項
目
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
平
等
派
案
で
は
、
八
項
目 

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
大
き
な
違
い
は
、
軍
会
議
案
で
は
、
第
九
条
に
、
議
会
の
権
限
と
は
別
の
項
目
を
た
て
て
、
宗
教
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る 

の
に
た
い
し
て
、
平
等
派
案
で
は
、
議
会
に
よ
っ
て
も
関
与
し
え
な
い
こ
の
八
項
目
の
最
初
に
、
信
仰
の
自
由
、
宗
教
上
の
行
為
の
自
由
を
さ 

ま
た
げ
る
法
律
を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
平
等
派
案
の
作
成
者
で
あ
る
リ
ル
バ
ー
ン
は
、
み
ず
か
ら
提
出
し 

た
案
の
中
で
、
宗
教
に
か
ん
す
る
項
目
に
つ
い
て
、
軍
会
議
が
修
正
し
た
こ
と
に
怒
り
を
も
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
信
仰
の
自
由
を 

め
ぐ
っ
て
、
両
派
の
間
に
は
大
き
な
対
立
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
軍
会
議
案
に
く
ら
べ
て
、
平
等
派
案
が
も
っ
と
詳
細
に
定
め
て
い
る
項
目
は
、
特
権
に
た
い
す
る
制
限
で
あ
る
。
土
地
保
有
、
国 

王
か
ら
の
特
許
状
、
あ
る
い
は
出
自
な
ど
を
理
由
に
し
て
、
法
律
の
適
用
を
免
除
さ
れ
た
り
、
通
常
の
裁
判
手
続
か
ら
除
外
さ
れ
た
り
す
る
こ 

と
は
な
く
、
ま
た
、
そ
う
い
う
内
容
の
法
律
を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
旨(
第
四
項
、
第
五
項)

に
な
っ
て
、
軍
会
議
案
の
「特
権 

を
与
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
規
定•(

第
四
項)

よ
り
具
体
的
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
案
を
比
較
し
て
み
る
と
、
平
等
派
案
で
は
、
議
会
の
権
限
に
対
し
て
い
く
ぶ
ん
警
戒
的
で
あ
り
、
議
会
に
よ
っ
て
も 

侵
し
え
な
い
項
目
を
充
実
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
国
王
や
貴
族
の
特
権
に
た
い
し
て
厳
し
い
目
を
向
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
平
等
派
が
そ
の 

当
時
お
か
れ
て
い
た
権
利
状
況
か
ら
き
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
議
会
に
よ
る
不
当
な
拘
束
や
信
仰
に
た
い
す
る
妨
害
が
実 

際
に
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
平
等
派
は
、
人
民
の
自
由
で
平
等
な
選
挙
に
も
と
づ
い
て
成
立
す
る
代
表
議
会
に
、
国
の
最
高
の
地 

位
を
与
え
な
が
ら
も
、
「議
会
に
よ
る
専
制
」
に
も
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し
た
。

そ
れ
で
は
、
国
王
政
府
に
代
わ
る
執
行
機
関
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
か?

こ
の
点
で
は
、
平
等
派
案
と
軍
会
議
案
に
は
ほ 

と
ん
ど
違
い
が
な
い
。
そ
の
二
つ
のr

人
民
協
定
」
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
執
行
機
関
と
し
て
の
国
務
会
議
の
構
想
で
あ
る
。
「代
表
議
会
は
、
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そ
の
最
初
の
会
合
の
後
、
二
〇
日
以
内
に
、
公
務
の
執
行
の
た
め
に
、
国
務
会
議
を
任
命
す
る
」(
平
等
派
案
第
四
条
、
軍
会
議
案
第
五
条)

。 

こ
の
よ
う
に
し
て
任
命
さ
れ
た
国
務
会
議
の
任
期
は
、
次
期
の
代
表
議
会
の
開
会
後
一
〇
日
ま
で
、
と
決
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
二
年
ご
と
に 

代
表
議
会
が
も
た
れ
る
た
び
に
、
国
務
会
議
は
あ
ら
た
に
任
命
さ
れ
る
。
国
務
会
議
は
、
代
表
議
会
が
与
え
る
訓
令
、
指
示
に
し
た
が
っ
て
行 

動
す
る
。

国
務
会
議
の
重
要
な
権
限
と
し
て
、
議
会
が
ひ
ら
か
れ
て
い
な
い
時
期
に
、
危
険
が
さ
し
せ
ま
っ
た
り
、
緊
急
な
必
要
が
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
 

代
表
議
会
が
た
だ
ち
に
選
出
さ
れ
、
会
合
す
る
よ
う
に
、
議
員
の
選
挙
、
召
集
を
お
こ
な
う
。
こ
の
、
い
わ
ば
臨
時
の
議
会
に
つ
い
て
は
、
平 

等
派
案
で
は
会
期
が
四
〇
日
に
な
っ
て
い
る
の
に
た
い
し
、
軍
会
議
案
で
は
、
八
〇
日
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
平
等
派
は
、
議
会
が
解 

散
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
延
々
と
つ
づ
い
て
い
る
長
期
議
会
の
実
現
を
ふ
ま
え
て
、
会
期
を
短
期
に
し
よ
う
と
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。 

国
務
会
議
の
構
想
は
、
す

で

にr

提
案
要
綱
」
に
み
る
こ
と
が
で
き
た
が
、r

提
案
要
綱
」
の
国
務
会
議
の
権
限
は
、

一
時
的
な
軍
隊
指
揮 

権
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
構
成
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
国
王
の
意
思
が
反
映
さ
れ
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
国
務
会
議 

の
構
想
は
、
第
一
次
人
民
協
定
に
は
か
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
第
一
次
に
な
く
て
、
第
二
次
人
民
協
定
に
平
等
派
の
構
想
と
し 

て
も
登
場
し
て
き
た
の
か?

こ
れ
に
つ
い
て
、
ウ
ル
フ
は
、
こ
の
第
二
次
協
定
が
た
ん
な
る
宣
伝
文
書
に
と
ど
ま
ら
ず
、
平
等
派
が
「特
定
の
問
題
を
現
実
的
に
考
え
よ 

う
、
と
こ
こ
ろ
み
た
」
こ
と
に
も
と
め
て
い
る
。
こ
の
協
定
の
書
か
れ
た
一
六
四
八
年
末
は
、
第
二
次
内
戦
が
議
会
軍
の
勝
利
に
お
わ
り
、
平 

等
派
の
影
響
力
は
現
実
の
政
治
の
舞
台
で
も
無
視
で
き
な
い
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
第
一
次
人
民
協
定
で
は
、
人
民
の
選
ぶ
代
表
議
会 

の
最
高
性
の
確
立
が
基
本
的
な
主
張
で
あ
っ
た
が
、
第
二
次
人
民
協
定
で
は
、
議
会
の
最
高
性
を
ふ
ま
え
て
、
執
行
機
関
や
裁
判
所
の
具
体
的 

な
構
想
が
模
索
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

議
会
と
執
行
府
の
関
係
で
は
、
代
表
議
会
の
議
員
と
国
務
会
議
の
構
成
員
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
次
人
民
協
定
に
は
、

ー
 

見
す
る
と
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。
平
等
派
案
第
五
条
と
軍
会
議
案
第
三
条
四
項
に
あ
る
「
国
務
会
議
の
い
か
な
る
構
成
員
も
、
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•••
代
表
議
会
の
議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
な
い
」
と
い
う
規
定
と
、
平
等
派
案
第
六
条
七
項
と
軍
会
議
案
七
条
に
あ
るr

代
表
議
会
の
議
員
は
、
 

在
職
中
は
、
国
務
会
議
の
構
成
員
以
外
に
は
、
管

財

人(
R
e
c
e
i
v
e
r
)、

財

務

官(
T
r
e
a
s
u
r
e
r
)

そ
の
ほ
か
、
い
か
な
る
官
吏
に
も
な
り
え
な 

い
」
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
規
定
を
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
議
員
は
、
選
出
さ
れ
た
の
ち
に
、
国
務
会
議
の
構
成
員
と
な
る
こ 

と
が
で
き
る
が
、
国
務
会
議
の
構
成
員
は
、
任
命
さ
れ
た
の
ち
は
、
議
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

ど
う
し
て
、
こ
う
し
た
一
見
矛
盾
し
た
規
定
が
お
か
れ
た
の
か?

軍
会
議
案
で
は
、
前
者
の
規
定
は
、
選
挙
に
か
ん
す
る
項
目
の
一
節
と 

し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
軍
会
議
案
第
三
条
第
四
項
の
冒
頭
に
あ
る
「
国
の
す
べ
て
の
官
吏
は
、
確
実
に
そ
の
目
的
に
責
任
を
負
う
」 

と
い
う
規
定
は
、
選
挙
に
お
け
る
公
正
さ
、
そ
し
て
召
集
の
確
実
さ
を
保
証
す
る
た
め
の
、
官
吏
の
責
任
を
あ
ら
わ
し
た
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ 

う
。
も
し
国
務
会
議
の
構
成
員
が
み
ず
か
ら
議
員
候
補
と
し
て
選
出
過
程
に
加
わ
れ
ば
、
そ
こ
に
恣
意
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ 

て
、
国
務
会
議
の
構
成
員
に
な
る
こ
と
の
禁
止
は
、
そ
れ
を
防
止
す
る
た
め
の
処
置
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
と
み
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

ー
 

方
、
平
等
派
案
で
は
、
国
務
会
議
の
任
命
に
つ
い
て
の
「代
表
議
会
は
、
そ
の
最
初
の
会
合
の
の
ち
二
十
日
以
内
に
、
公
務
の
執
行
の
た
め
に
、
 

国
務
会
議
を
任
命
す
る
」
と
い
う
規
定
に
つ
づ
け
て
、
前
者
の
こ
の
規
定
が
あ
る
の
で
、
こ
の
条
文
の
冒
頭
に
あ
る
「
国
の
す
べ
て
の
官
吏
は
、
 

確
実
に
そ
の
目
的
に
責
任
を
負
う
」
と
い
う
文
の
「
そ
の
目
的
」
の
意
味
が
、
よ
り
一
般
的
に
「
公
務
の
執
行
」
に
か
か
る
、
と
考
え
ら
れ
る 

が
、
こ
こ
で
も
、
公

務

が

「腐
敗
し
た
利
益
」
と
む
す
び
つ
く
こ
と
が
つ
よ
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
「人
民
協
定
」
は
、

一
般
的
に
は
、
選
挙 

を
は
じ
め
と
す
る
公
務
の
公
正
さ
を
保
証
す
る
た
め
に
、
議
員
と
官
吏
の
兼
職
を
禁
じ
て
い
る
が
、
官
吏
の
な
か
で
、
国
務
会
議
の
構
成
員
だ 

け
は
、
そ
の
任
命
方
法
、
権
限
を
考
え
て
、
議
員
の
中
か
ら
も
選
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
地
位
に
置
い
て
い
る
と
い
え
る
。
現
代
の 

憲
法
学
か
ら
み
る
と
、
こ
の
規
定
は
、
議
院
内
閣
制
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
い
る
統
治
構
造
で
の
、
国
会
議
員
と
国
務
大
臣
と
の
関
係
に
つ
い 

て
の
、
憲
法
の
歴
史
の
上
で
、
も
っ
と
も
初
発
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
条
文
の
中
に
は
、
法

律

家(
L
a
w
y
e
r
)

と
議
員
お
よ
び
国
務
会
議
の
構
成
員
と
の
兼
職
の
禁
止
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
裁
判 

官
お
よ
び
裁
判
の
独
立
と
立
法
府
、
執
行
府
と
の
関
係
と
い
う
点
で
、
こ
の
規
定
は
さ
き
に
ふ
れ
た
平
等
派
の
一
六
四
八
年
一
月
の
請
願
と
あ
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わ
せ
て
、
「裁
判
官
の
独
立
」

の
原
則
の
発
展
と
い
う
視
点
か
ら
注
目
を
必
要
と
す
魅
し
か
し
、
こ
こ
で
は
課
題
の
提
示
に
と
ど
め
ざ
る
を 

え
な
い

小 

括

こ
こ
ま
で
、
主
と
し
て
平
等
派
の
文
書
の
な
か
か
ら
、
議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
責
任
の
原
則
の
発
生
、
展
開
を
お
っ
て
み
た
。
そ
れ
は
、
 

⑺

人
民
に
よ
る
公
正
で
平
等
な
選
挙
、⑷

そ
の
選
挙
に
よ
っ
て
成
立
し
た
代
表
議
会
の
最
高
性
、(-
>)
代
表
議
会
に
た
い
す
る
執
行
機
関
の
服
従
、
 

と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
近
代
的
な
議
会
制
民
主
主
義
の
い
わ
ば
成
立
を
意
味
し
て
い
た
が
、
と
く
に⑶

に
か
ん
し
て
は
、
議
会 

と
政
府
の
相
対
的
な
独
自
性
と
、
議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
責
任
と
を
内
容
と
す
る
近
代
的
な
議
会
制
民
主
主
義
の
構
造
と
く
ら
べ
て
、
当
時 

の
革
命
の
進
行
を
反
映
し
て
、
議
会
に
よ
る
強
力
な
統
制
を
内
容
と
し
て
い
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
たr
議
会
に
た
い
す
る
政
府
の
責
任
」
の
原
則
が
、
共
和
制
の
実
際
政
治
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
現 

実
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か?

あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
に
理
念
が
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
の
か?

そ
れ
と
も
反
対
に
、
理
念
が
現
実
の
な
か
で 

形
骸
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か?

そ
の
疑
問
に
こ
た
え
る
こ
と
が
、
次
の
課
題
と
な
る
。 

(
第
一
章
お
わ
り)

註

(1) 

拙

稿

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命
初
期
に
お
け
る
執
行
権
と
議
会
の
関
係
に
つ
い
て
」
『名
大
法
政
論
集
』
八
七
号
、
八
七
頁
以
下
、
同

「
政
府
の
、
議 

会
に
た
い
す
る
責
任
の
観
念
の
萌
芽
」
『鹿
児
島
大
学
社
会
科
学
雑
誌
』
七
号
、

一
頁
以
下
。

(
2
)
 

議
院
内
閣
制
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
古
典
的
な
研
究
論
文
の
一
つ
で
あ
る
、
宮
沢
俊
義
「議
院
内
閣
制
の
イ
ギ
リ
ス
型
と
フ
ラ
ン
ス
型
」(

一
九
四 

九
年)

所

収

r

憲
法
と
政
治
制
度
』(
岩
波
書
店•

ー
九
六
八
年)

で

も

r

内
閣
の
諸
大
臣
の
議
会
に
対
す
る
責
任
」
が
確
立
す
る
画
期
を
一
七
八
二 

年
の
ノ
ー
ス
内
閣
の
不
信
任
決
議
に
よ
る
総
辞
職
に
も
と
め
て
、
そ
れ
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
最
近
、
公
刊
さ
れ
た
、
児
玉
誠
『議 

院
内
閣
制
の
研
究
』(
御
茶
の
水
書
房
・
 

ー
九
八
六)

は
、
内
閣
の
起
源
を
一
七
世
紀
後
半
に
も
と
め
て
、
市
民
革
命
に
は
な
ん
ら
言
及
し
て
い
な
い
。
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(
3
)
 

S
R
G
a
r
d
i
n
g
c
o
n
s
エ

貧f

3--
D
o
c
u
m
e
n
t
s

 

〇
/'  M

e

 p

w

~

§

 R
e

w
u

-
o

n

 1
6
2
5
1
1
6
6

-
L
o
n
d
o
n
”  

一
%
 e
p
 1

8
8

-
3
r
d

 e
d
・

1
9
06

“  p
p

 2
4
9—2

5
-

 

以
下
、
引
用
の
さ
い
はD

o
c
v
m
e

角s

で
示
す
。

(4) 

革
命
の
過
程
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
文
献
と
し
て
、
浜
林
正
夫
『増
補
版
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
史
』(

ー
九
七
一
前
・
未
来
社)

、
今

井

宏

『イ
ギ 

リ
ス
革
命
の
政
治
過
程
』(

一
九
八
四
年
・
未
来
社)

を
参
照
し
た
。
外
国
の
基
本
的
な
文
献
と
し
て
はW

»
■
 G

a
r
d
i
n
e
r
-

 H
£
o
r
y

 &
 E

n
g

s-n
d
,

 

v
s

・
 

一
d

i

H
i

w
y

 &
 E

h
e

 G
T
e
B

 c
i
z

が
ゴ 
v

舛 4
,

法
原
理
に
つ
い
て
の
通
史
的
な
基
本
書
と
し
て
、F

.

 
w

・
 M

a
i

a
n

T
h

e

 c
f
m
s
m
u
o
n
H
i
s
t
o
r
y

 o
f

 E
-
n
a
n
d
y

 1
9

0
r

e
p

r
1
9
7

(
5
)
 

「責
任
」
の
概
念
が
、
多
義
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
足
立
忠
夫
「責
任
論
と
行
政
学
」
所

収

・
辻
清
明
ほ
か
編
『行
政
学
講
座1

行
政
の
理
論
』
 

(
東
京
大
学
出
版
会•

ー
九
七
六
年)

ー
ニ
七
頁
以
下
を
参
照
。
本

稿
で

「
議
会
に
対
す
る
政
府
の
責
任
」
と
い
う
ば
あ
い
、
政
府
の
政
策
、
人
事
な

ど
に
議
会
が
関
与
す
る
権
限
と
い
う
意
味
で
つ
か
っ
て
い
る
。

(
6
)
 

王
政
復
古
の
評
価
に
つ
い
て
、
『
マ
ル
ク
ス
主
義
法
学
講
座
第
四
巻
国
家
・
法
の
歴
史
理
論
』(

ー
九
七
八
年•

日
本
評
論
社)

二
四
頁
以
下
、
に
お 

け
る
戒
能
通
厚
の
コ
メ
ン
ト
を
参
照
。

(
7
)
 

最
近
の
代
表
的
な
文
献
と
し
て
は
、
小
池
正
行r

変
革
期
に
お
け
る
法
思
想
と
人
間
』(

ー
九
七
四
年•

木
鐸
社)

、
安
藤
高
行r

近
代
イ
ギ
リ
ス
憲 

法
思
想
史
研
究
』(

ー
九
八
三
年•

御
茶
ノ
水
書
房)

、
山
本
隆
基
『
レ
ヴ
エ
ラ
ー
ズ
政
治
思
想
の
研
究
』(

ー
九
八
六
年
・
法
律
文
化
社)

を
参
照
し
た
。
 

と
く
に
、
山
本
、
前
掲
書
の
巻
末
に
は
、
詳
細
な
文
献
リ
ス
ト
が
つ
い
て
い
る
。

(
8
)
 

L
e
e
e
u
e
r
s

 M
a
n
i
f
e
s
t
o
e
s  T

h
e
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H
O
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 e
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・
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o
l

f
1
9
4
4
,

 p
1
1
3
1
1
3

(
9
)

 

1
6

其 
p
•

ー
ー
9
,

(

lox

s:p

 1
1
6
,

(
u
)
 

G
a
r
d
i
n
e
D
o
c
l
m

 
誓p

2
4
5
1
2
4
7

♦

(
)
 

w
f
e
y

p
 c

ーー

(

)

其 
p

・12

(
M
)
I
b

其 p
p
・
1
3
1
1
1
4L
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や
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(
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憲
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績
と
し
て
あ
る
。
安
藤
、
前
掲
書
は
、
序

章

で

「伝
統
憲
法
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。
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ソ
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ソ
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介
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