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着
が
付
け
ら
れ
て
い
る
」（

（
（

。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
異
を
唱
え
る
余
地
は
も
は
や
な
さ
そ
う
に
み
え
る
。

日
本
国
憲
法
が
衆
議
院
の
解
散
に
つ
い
て
定
め
た
条
文
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
他
国
の
憲
法
と
比
較
し
た
と
き
、
そ
の
規
定
は
あ
ま
り

に
少
な
い
と
い
っ
て
よ
い（

（
（

。
こ
れ
は
明
治
憲
法
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
衆
議
院
の
解
散
は
、
そ
の
時
々
の
政
治
的
な

状
況
の
中
で
自
在
に
用
い
ら
れ
、そ
の
根
拠
規
定
も
融
通
無
碍
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、現
在
で
は
解
散
権
を
「
首

相
の
専
権
事
項
」
で
あ
る
と
か
、「
伝
家
の
宝
刀
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
い
さ
さ
か
の
疑
問
も
も
た
な
い
風
説
が
広
が
る
状
況
を
も
招
い
て
い
る
。

日
本
国
憲
法
は
、
条
文
を
も
っ
て
解
散
権
の
決
定
を
内
閣
に
与
え
、
そ
の
事
由
を
信
任
案
の
否
決
も
し
く
は
不
信
任
案
の
可
決
に
限
定
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
世
界
的
に
見
て
も
最
も
無
制
約
な
解
散
権
行
使
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

実
務
的
に
見
れ
ば
、
決
着
済
み
の
問
題
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
は
得
策
で
は
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
学
説
と
し
て
は
、
議
論
を
蒸
し
返
し
、

そ
の
当
否
や
適
否
を
論
じ
続
け
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
戦
後
の
憲
法
学
が
前
提
と
し
て
き
た
解
釈
の

モ
ー
ド
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
功
罪
を
明
る
み
に
出
す
作
業
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
解
散
権
を
め
ぐ
る
議
論
を
整
理
し
て
、
支
配
的
な
学
説
（
第
六
九
条
非
限
定
説
以
下
、
適
宜
、
非
限
定
説
と
呼
ぶ
（
を
整

理
し
つ
つ
そ
の
憲
法
解
釈
と
し
て
の
特
徴
を
解
明
す
る
。
次
い
で
、
解
散
権
を
め
ぐ
る
日
本
国
憲
法
の
原
意
を
参
照
し
な
が
ら
、
解
散
権

論
争
が
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
解
散
権
に
対
す
る
法
的
な
制
約
の
可
否
に
つ
い
て
論
じ
る
。
結
論
と
し

て
、
日
本
国
憲
法
を
改
正
す
る
ま
で
も
な
く
解
散
権
を
制
約
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
望
ま
し
い
こ
と
を
英
国
の
実
例
と

の
比
較
に
お
い
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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一　

衆
議
院
解
散
権
を
め
ぐ
る
議
論
の
状
況

１　

理
論
状
況
の
確
認

（
1
）
解
釈
の
整
理

①
解
散
権
の
歴
史
と
議
院
内
閣
制
の
歴
史

議
会
を
解
散
す
る
政
府
の
権
能
は
、
権
力
分
離
と
民
主
主
義
の
交
錯
点
で
あ
る
。
両
者
の
い
ず
れ
を
重
く
見
る
の
か
で
解
散
権
の
意
味

が
異
な
っ
て
く
る（

（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
解
散
権
の
歴
史
は
議
院
内
閣
制
の
歴
史
と
一
致
す
る（

（
（

。
議
会
の
召
集
解
散
権
を
国
王
が
握
り
、
執
政
を

補
助
す
る
た
め
に
大
臣
を
任
用
す
る
。
や
が
て
選
挙
権
の
拡
大
と
と
も
に
議
会
の
力
が
強
く
な
り
、
大
臣
は
国
王
と
同
時
に
議
会
に
対
し

て
も
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
政
府
と
議
会
が
対
立
す
る
場
合
、
国
王
は
解
散
権
を
行
使
し
て
議
会
を
攻
撃
す
る
。
一
方
で
大
臣
の
存

在
感
も
増
し
て
き
て
い
る
た
め
、
解
散
詔
書
に
大
臣
の
副
書
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
や
が
て
大
臣
の
助
言
（advice

（

制
度
へ
と
発
展
す
る
。

他
方
で
議
会
（
下
院
（
は
公
選
に
よ
る
国
民
の
意
思
を
背
景
に
し
て
、
国
王
と
対
峙
す
る
よ
う
に
な
る
。
政
府
は
国
王
で
は
な
く
議
会

の
信
任
に
よ
っ
て
存
続
す
る
道
を
探
る
ほ
か
な
く
な
る
。
議
会
の
信
任
を
失
っ
た
大
臣
は
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と

同
時
に
、
議
会
と
大
臣
が
対
立
し
た
と
き
、
国
王
は
解
散
権
を
行
使
し
て
こ
の
対
立
を
解
決
す
る
役
割
を
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

役
割
と
大
臣
助
言
制
度
が
合
わ
さ
っ
て
、一
九
世
紀
半
ば
に
現
在
の
よ
う
な
解
散
権
が
表
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
英
国
の
場
合
、

一
七
一
五
年
制
定
の
七
年
任
期
法
（the Septennial A

ct （7（5

（
が
一
九
一
一
年
の
議
院
法
（the Parliam

ent A
ct （9（（

（
第
七
条
に
よ
っ

て
改
正
さ
れ
、「
議
会
は
、
国
王
陛
下
も
し
く
は
そ
の
継
承
者
に
よ
っ
て
、
期
限
よ
り
早
く
解
散
さ
れ
な
い
限
り
、
当
選
証
書
が
交
付
さ
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ら
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と
定
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
英
国
で
は
、
い
ま
だ
解
散
権
の
実
質
的
決

定
権
は
国
王
（
女
王
（
に
あ
り
、
た
だ
そ
の
行
使
に
際
し
て
首
相
の
助
言
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
習
律
が
確
立
し
て
い
る
。
わ

が
国
の
解
散
権
解
釈
は
、
こ
の
よ
う
な
英
国
の
実
例
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。

②
六
九
条
非
限
定
説
の
概
要

で
は
、
衆
議
院
解
散
権
を
め
ぐ
る
解
釈
の
概
況
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う（

（
（

。
論
点
は
、
衆
議
院
解
散
権
の
決
定
主
体
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
、
そ
の
行
使
の
理
由
は
六
九
条
に
限
定
さ
れ
る
の
か
に
あ
る
。
議
論
を
明
確
に
す
る
た
め
、
解
散
事
由
を
限
定
す
る
か
否
か
に
つ
い

て
の
議
論
か
ら
整
理
を
進
め
た
い
。

ま
ず
、
七
条
に
い
う
天
皇
へ
の
「
助
言
と
承
認
」
の
中
に
、
解
散
の
実
質
的
決
定
権
を
読
み
込
む
立
場
が
あ
る
（
Ａ
１
説
（。
英
国
の
庶

民
院
解
散
に
際
す
る
国
王
大
権
（royal prerogative

（
に
先
立
つ
大
臣
の
助
言
（advice

（
制
度
を
そ
の
ま
ま
日
本
国
憲
法
に
読
み
込
む

立
場
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
日
本
国
憲
法
の
書
き
ぶ
り
か
ら
す
る
と
、「
助
言
と
承
認
」
は
、
政
治
的
な
権
能
を
持
た
な
い

天
皇
の
国
事
行
為
（
形
式
的
行
為
（
に
対
す
る
助
言
と
承
認
に
止
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
行
為
を
行
う
旨
の
助
言
と
承
認
と
な
ら

ざ
る
を
得
ず
、
そ
こ
か
ら
実
質
的
決
定
権
を
導
く
の
は
論
理
的
に
無
理
が
あ
る
と
の
批
判
を
受
け
る
。
形
式
的
行
為
に
対
す
る
助
言
と
承

認
が
実
質
的
決
定
権
の
所
在
ま
で
明
ら
か
に
す
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
難
点
を
避
け
る
た
め
、
解
散
権
を
六
九
条
か
ら
解
放
す
る
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
に
分
岐
す
る
。
憲
法
七
条
に
い
う
「
助
言
と
承
認
」

に
は
実
質
的
決
定
権
を
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
解
散
権
を
行
政
権
と
と
ら
え
内
閣
の
権
能
と
し
て
正
当
化
す
る

解
釈
（
Ａ
２
説
（
が
登
場
す
る
。
こ
の
解
釈
も
ま
た
解
散
権
を
国
王
大
権
に
帰
属
さ
せ
た
伝
統
的
解
釈
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
が
、

解
散
権
が
ど
こ
に
帰
属
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
そ
の
実
質
的
決
定
権
を
た
だ
ち
に
導
き
出
す
わ
け
で
は
な
く
、
Ａ
１
説
と
同
様
の
難
点
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を
払
拭
で
き
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
も
う
少
し
巨
視
的
に
考
え
、
日
本
国
憲
法
が
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
問
題
を

解
決
し
よ
う
と
す
る
解
釈
が
登
場
す
る
（
Ａ
３
説
（。
し
か
し
、
議
院
内
閣
制
の
形
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
解
散
権
の
実
質
的
決
定
権
を
導

き
出
す
論
理
と
は
な
り
得
な
い
。
ま
た
、
む
し
ろ
権
力
分
立
の
要
請
に
訴
え
か
け
る
解
釈
も
あ
る
（
Ａ
４
説
（。
だ
が
、
権
力
分
立
の
制
度

化
は
一
様
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
の
よ
う
に
強
い
権
力
分
立
制
度
を
採
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
議
会
解
散
権
を
否
定

し
て
い
る
例
も
あ
る
。

一
方
、
こ
の
問
題
に
時
間
の
要
素
を
入
れ
て
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
解
釈
も
展
開
さ
れ
て
い
る
（
Ａ
５
説
（。
こ
の
学
説
に
は
、
憲
法
の

条
文
上
解
散
権
行
使
は
六
九
条
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
読
む
べ
き
で
あ
る
が
、
解
散
権
の
持
つ
意
味
の
変
化
（
国
王
体
験
に
基
づ
く
議
会
へ

の
攻
撃
権
か
ら
民
主
的
な
意
見
聴
取
の
手
段
へ
の
変
化
（
を
理
由
と
し
て
、そ
の
拡
張
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
（
Ａ
５
─

１
説
（
も
あ
れ
ば
、

憲
法
習
律
の
形
成
も
し
く
は
憲
法
の
変
遷
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
を
認
め
る
解
釈
も
あ
り
得
る
（
Ａ
５
─

２
説
（。

③
六
九
条
限
定
説

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
日
本
国
憲
法
は
六
九
条
に
定
め
ら
れ
る
場
合
以
外
に
衆
議
院
の
解
散
を
認
め
な
い
趣
旨
で
あ
る
と
考
え
る
解
釈
も

あ
る
。
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論
や
条
文
の
書
き
ぶ
り
か
ら
す
る
と
、
憲
法
は
自
由
か
つ
広
汎
な
解
散
権
行
使
を
予
定
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
そ
の
理
由
と
す
る
（
Ｂ
説
（。
一
九
四
八
年
に
行
わ
れ
た
初
め
て
の
解
散
に
際
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
と
っ
た
立
場
が
こ

れ
に
該
当
す
る
。
制
憲
趣
旨
は
条
文
に
表
れ
て
お
り
、
Ａ
説
的
な
解
釈
は
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
点
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
制
憲
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
七
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
六
九
条
に
こ
だ
わ
ら
な
い
解
釈
が
定
着
し
、
解
散
権
の
運
用
が
行
わ
れ
て
き

た
事
実
は
重
い
。
Ｂ
説
が
制
憲
意
思
で
あ
り
、
正
し
い
条
文
解
釈
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
事
実
を
否
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
、
Ｂ
説
に
依
り
つ
つ
、
Ａ
５
─

２
説
に
与
す
る
立
場
が
現
実
的
な
対
応
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
対
応
を
と
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〇

る
に
し
て
も
、
憲
法
解
釈
の
あ
り
方
と
い
う
観
点
か
ら
一
定
の
こ
だ
わ
り
を
も
つ
必
要
は
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
以
下
、

解
散
権
を
め
ぐ
る
代
表
的
学
説
を
取
り
上
げ
、
そ
の
憲
法
解
釈
と
し
て
の
特
質
を
解
明
し
て
お
き
た
い
。

（
2
）
支
配
的
解
釈
の
構
造

①
佐
藤
功
説
の
構
造
と
批
判

（
ａ
）
憲
法
の
欠
缺
と
補
充

さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
Ａ
説
的
解
釈
で
あ
る
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
、
日
本
国
憲
法
に
は
あ
る
べ
き
条
文
が
欠
け
て

い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
憲
法
条
文
の
欠
缺
と
い
う
認
識
が
Ａ
説
の
根
底
に
共
通
し
て
見
て
取
れ
る
。
法
の
欠
缺
を
補
う
方
法
は
、
憲

法
改
正
（
追
加
＝am

endm
ent

（、
法
律
に
よ
る
補
正
、
そ
し
て
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
Ａ
説
は
解
釈
に
よ
る
補
完
を
選
ん
だ
。
憲
法
の

欠
缺
と
い
う
思
考
法
は
、
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
描
き
、
そ
こ
か
ら
現
行
条
文
を
評
価
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
Ａ
説
は
そ
の
根
拠
を
七
条

に
求
め
よ
う
と
も
、
ま
た
議
院
内
閣
制
や
権
力
分
立
に
求
め
よ
う
と
も
同
じ
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
こ
の
構
造
を
明
確
に
示
す

の
が
佐
藤
功
説
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

佐
藤
功
説
は
、
解
散
権
の
も
つ
制
度
的
意
味
か
ら
説
き
始
め
る（

7
（

。「
そ
の
制
度
的
な
意
味
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
総
選
挙
に
よ
っ
て
国

民
の
意
思
を
問
い
、
そ
れ
を
衆
議
院
に
反
映
せ
し
め
よ
う
と
す
る
制
度
で
あ
る
」。
そ
し
て
、
六
九
条
の
場
合
は
、
そ
の
事
例
の
ひ
と
つ

で
し
か
な
い
と
考
え
る
。
国
民
の
意
思
を
問
う
べ
き
事
由
は
、
こ
れ
以
外
に
も
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
重
大
な
政
治
上
の
問
題
の
発
生

で
あ
っ
た
り
、
少
数
与
党
に
よ
る
国
政
の
停
滞
で
あ
っ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
状
況
を
打
開
す
る
必
要
で
あ
っ
た
り

と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
政
権
運
営
の
停
滞
が
国
政
の
混
乱
を
招
い
て
い
る
場
合
の
打
開
方
法
と
し
て
六
九
条
以
外
の
解
散
権
行
使
が
求
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め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
「
要
す
る
に
、
衆
議
院
が
国
民
の
意
思
を
正
し
く
代
表
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
必
要

が
あ
る
と
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
場
合
に
、
内
閣
が
解
散
に
よ
っ
て
国
民
の
意
思
に
訴
え
る
と
言
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
且
つ
正
当
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
解
散
制
度
の
本
質
に
他
な
ら
な
い
」（

（
（

と
説
く
。
こ
れ
は
、
解
散
権
行
使
を
め
ぐ
る
英
国
の
代
表
的
学
説
と
も
一
致
す

る
。
佐
藤
功
説
は
、
当
時
の
英
国
の
憲
法
理
論
に
つ
い
て
も
熟
知
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（
ｂ
）
国
事
行
為
と
国
政
に
関
す
る
権
能

佐
藤
功
説
は
、
こ
の
解
散
権
の
本
質
を
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
活
か
す
た
め
、
欠
缺
を
補
正
す
る
道
を
、
す
で
に
あ
る
条
文
の
中
に
探

す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
先
に
触
れ
た
と
お
り
、
七
条
に
定
め
ら
れ
る
「
助
言
と
承
認
」
か
ら
実
質
的
な
解
散
決
定
権
を
導
き
出
す
こ

と
は
難
し
い
。
天
皇
の
形
式
的
権
限
へ
の
助
言
と
承
認
は
形
式
的
行
為
を
助
言
す
る
に
止
ま
る
か
ら
で
あ
る（

9
（

。
そ
こ
で
佐
藤
功
説
は
、
七

条
の
「
国
政
に
関
す
る
」
と
い
う
文
言
に
着
目
す
る
。
衆
議
院
の
解
散
と
は
「
国
政
に
関
す
る
」
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
実
質
的

な
政
治
性
を
払
拭
で
き
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
は
こ
れ
を
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
服
せ
し
め
る
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
象
徴
天
皇
制
と
調
和

で
き
る（

（1
（

。
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
四
条
一
項
が
定
め
る
「
天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み
を
行
い
、
国
政
に
関

す
る
権
能
を
有
し
な
い
」
と
い
う
文
言
の
う
ち
、「
国
事
に
関
す
る
行
為
」
と
「
国
政
に
関
す
る
権
能
」
を
区
別
し
、
解
散
権
に
つ
い
て

は
国
政
に
関
す
る
作
用
で
あ
っ
て
、「
君
主
制
の
伝
統
的
機
能
の
残
存
で
あ
っ
て
」、
天
皇
に
帰
属
す
る
が
、
四
条
は
こ
の
実
質
的
決
定
権

を
内
閣
に
委
ね
て
い
る
と
読
む
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
対
し
て
は
、
憲
法
の
文
言
か
ら
し
て
不
自
然
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
象
徴
化

し
た
は
ず
の
天
皇
に
政
治
権
力
を
い
さ
さ
か
で
も
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
と
の
批
判
が
提
起
さ
れ
る（

（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
佐

藤
功
説
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
実
質
的
な
政
治
権
力
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
な

ぜ
解
散
権
だ
け
が
「
君
主
制
の
伝
統
的
機
能
の
残
存
」
と
し
て
「
国
政
に
関
す
る
権
能
」
に
該
当
す
る
の
か
、
十
分
な
説
明
に
は
な
っ
て
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い
な
い
。
な
ら
ば
、
首
相
（
内
閣
総
理
大
臣
（
の
任
命
も
、
議
会
の
召
集
も
「
君
主
制
の
伝
統
的
機
能
」
と
し
て
「
国
政
に
関
す
る
権
能
」

に
当
て
は
ま
ら
な
い
の
か
。
こ
れ
が
佐
藤
功
説
最
大
の
弱
点
で
も
あ
る
。

（
ｃ
）
第
六
九
条
の
解
釈

佐
藤
功
説
は
、
六
九
条
の
意
味
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
解
釈
を
展
開
す
る
。
六
九
条
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
解
散
の

一
事
例
を
挙
げ
た
に
止
ま
る
と
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る（

（1
（

。
こ
の
解
釈
は
Ａ
説
に
共
通
す
る
理
解
で
あ
り（

（1
（

、
佐
藤
功
説
に
特
徴
的
な
も

の
と
は
い
え
な
い
が
、
本
来
あ
る
べ
き
憲
法
の
姿
を
措
定
し
て
、
本
来
あ
る
べ
き
結
論
を
導
き
出
す
手
法
を
採
る
以
上
、
現
実
に
あ
る
条

文
と
ど
う
向
き
合
う
か
に
つ
い
て
の
格
闘
の
結
果
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

ま
た
、
佐
藤
功
説
は
、
解
散
制
度
の
民
主
的
性
格
に
た
び
た
び
言
及
し
て
い
る
。
議
会
と
世
論
と
の
不
一
致
が
生
じ
て
い
る
場
合
、
両

者
を
近
づ
け
る
方
法
が
解
散
と
い
う
制
度
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
第
六
九
条
の
場
合
に
限
定
さ
れ
な
い
と
す
る
解
釈
は
、
内
閣
が

衆
議
院
の
支
持
を
理
由
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
論
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
」（

（1
（

。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
説

の
中
で
も
佐
藤
功
説
は
、
議
院
内
閣
制
の
成
立
以
来
解
散
権
が
果
た
し
て
き
た
機
能
の
プ
ラ
ス
の
側
面
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
佐
藤
功
説
は
、
か
つ
て
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
時
代
ナ
チ
ス
が
解
散
権
を
利
用
し
て
台
頭
し
て
き
た
歴
史

を
指
摘
し
た
尾
高
朝
雄
教
授
の
批
判
に
対
し
て
、「
む
や
み
に
非
条
理
な
解
散
は
行
わ
ぬ
で
あ
ろ
う
と
い
う
他
な
い
」
と
述
べ
る（

（1
（

。
解
散

権
が
そ
の
用
い
ら
れ
方
次
第
で
議
会
制
民
主
主
義
を
破
壊
し
か
ね
な
い
道
具
と
な
る
こ
と
に
は
沈
黙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
佐

藤
功
説
は
、
後
年
、
衆
議
院
議
長
で
あ
っ
た
保
利
茂
が
解
散
に
つ
い
て
言
及
し
た
「
保
利
メ
モ
」
に
言
及
し
、
解
散
権
行
使
に
は
一
定
の

制
約
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
約
は
法
的
な
も
の
と
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い（

（1
（

。

（
ｄ
）
比
較
憲
法
史
的
条
文
解
釈
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解
散
権
の
実
質
的
決
定
権
の
所
在
に
つ
い
て
、
憲
法
は
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
、
佐
藤
功
説
は
、
こ
の
欠
缺
を
「
助
言
と
承
認
」

の
解
釈
に
よ
り
補
充
し
よ
う
と
す
る
。
お
そ
ら
く
一
八
世
紀
に
確
立
し
た
英
国
議
会
の
大
臣
助
言
制
度
が
佐
藤
功
の
頭
に
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
英
国
で
は
、
議
会
の
召
集
解
散
権
は
国
王
大
権
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
権
限
を
大
臣
責
任
制
度
の
一
元
化

に
よ
っ
て
浸
食
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
解
散
と
い
う
政
治
的
権
能
が
国
王
大
権
か
ら
徐
々
に
形
式
化
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も

に
実
質
的
決
定
権
が
大
臣
に
移
行
し
て
き
た
。
佐
藤
功
説
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
、
日
本
国
憲
法
の
「
助
言
」
に
も

同
じ
趣
旨
を
読
み
取
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
佐
藤
功
説
は
、
日
本
国
憲
法
を
比
較
憲
法
史
に
基
づ
き
解
釈
し
た
一
例

で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
そ
の
解
釈
の
適
否
に
つ
い
て
は
評
価
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が（

（1
（

。

（
3
）
清
宮
四
郎
説

①
制
度
趣
旨
か
ら
の
解
釈

第
七
条
の
助
言
と
承
認
に
解
散
権
の
実
質
的
決
定
権
を
読
み
込
む
こ
と
が
難
し
い
と
判
断
し
た
清
宮
説
も
、
解
散
制
度
の
趣
旨
か
ら
問

題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
解
散
制
度
の
背
景
を
な
し
、
そ
の
合
理
性
を
基
礎
づ
け
る
原
理
は
、
自
由
主
義
及
び
民
主
主
義

で
あ
る
」（

（1
（

こ
と
を
前
提
に
し
て
、
解
散
権
の
自
由
主
義
的
性
格
を
権
力
分
立
に
よ
る
権
力
均
衡
論
に
求
め
、
民
主
主
義
的
性
格
を
議
会
─

内
閣
対
立
に
際
す
る
国
民
の
判
定
に
求
め
て
い
る（

（1
（

。
そ
し
て
、「
解
散
の
制
度
は
、
行
政
部
と
立
法
部
の
関
係
の
変
化
に
つ
れ
て
、
行
政

部
優
位
の
も
と
の
解
散
か
ら
、
行
政
部
と
立
法
部
と
の
対
等
の
立
場
に
お
い
て
、
両
者
の
均
衡
を
狙
っ
た
解
散
へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
立

法
部
に
優
位
を
認
め
る
解
散
へ
と
変
遷
し
て
き
て
い
る
」（

11
（

と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
は
、
こ
の
最
後
の
段
階
に
あ
る
と

い
う
。



七
四

②
形
式
的
解
散
権
と
実
質
的
解
散
権
の
区
別

清
宮
説
は
、
解
散
権
に
お
い
て
は
形
式
的
な
も
の
と
実
質
的
な
も
の
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る（

1（
（

。「
す
な
わ
ち
解

散
権
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
実
際
に
解
散
を
決
定
す
る
権
能
（
実
質
的
解
散
権
ま
た
は
解
散
決
定
権
（
と
、
右
の
決
定
に
も
と
づ
き
、
解

散
す
る
旨
を
外
部
に
表
示
す
る
権
能
（
形
式
的
解
散
権
ま
た
は
解
散
宣
示
権
（
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
」（

11
（

と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
天
皇

の
実
質
的
解
散
権
を
否
定
す
る
た
め
の
概
念
構
成
で
あ
る
。「
実
質
的
決
定
権
は
、『
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
』
天
皇
の
行
い
う

る
と
こ
ろ
に
は
属
し
な
い
」
の
で
あ
り
、「
天
皇
の
解
散
行
為
は
、『
国
事
行
為
』
と
し
て
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

こ
の
場
合
に
お
け
る
内
閣
の
助
言
と
承
認
は
、
天
皇
の
形
式
的
解
散
宣
示
行
為
に
つ
い
て
、
し
か
も
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
な
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
…
…
天
皇
の
形
式
的
行
為
に
対
し
て
内
閣
が
助
言
と
承
認
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
た
だ
ち
に
内
閣
の
実
質
的
決
定
権
ま
で
も

導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」（

11
（

と
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
清
宮
説
は
佐
藤
功
説
と
対
立
す
る
。

③
実
質
的
解
散
権
の
所
在

一
方
、
実
質
的
解
散
権
に
つ
い
て
は
「
憲
法
に
明
文
の
規
定
も
な
く
」、「
解
散
権
の
実
質
的
決
定
権
が
内
閣
に
、
し
か
も
内
閣
の
み
に

あ
る
と
す
る
の
は
、
学
会
に
お
け
る
多
数
説
で
あ
る
」（

11
（

と
述
べ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
で
は
、
実
質
的
決
定
権
を
ど
の
よ
う
に
導
き
出
す

か
。
す
で
に
七
条
の
み
か
ら
こ
れ
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
他
の
理
由
を
探
す
し
か
な
い
が
、
清
宮
説
は
、
次
の

よ
う
な
論
理
を
経
て
、
実
質
的
解
散
権
が
内
閣
に
帰
属
す
る
こ
と
を
導
き
出
す
。

ま
ず
、
自
律
的
解
散
権
が
否
定
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
理
由
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
単
に
憲
法
五
四
条
と
六
九
条
が
受

け
身
の
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
条
文
上
の
理
由
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（。
次
い
で
、
天
皇
の
実
質
的
決
定
権
が
否
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

日
本
国
憲
法
が
権
力
分
立
制
度
を
採
用
し
て
お
り
、
解
散
の
決
定
を
内
閣
の
担
当
す
る
作
用
に
振
り
分
け
て
、
さ
ら
に
、
議
院
内
閣
制
を
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採
用
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
手
が
か
り
と
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
こ
に
お
い
て
清
宮
説
が
前
提
と
し
た
、
解
散
制
度
の
自
由
主
義
的
性
格
論
が

効
き
目
を
現
し
て
く
る
。

④
解
散
の
理
由

内
閣
が
実
質
的
に
解
散
権
を
行
使
す
る
と
し
て
、
そ
の
事
由
は
六
九
条
に
限
定
さ
れ
る
か
。
清
宮
説
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
れ
を
否

定
す
る
。

「
憲
法
六
九
条
は
、
も
と
も
と
、
内
閣
の
総
辞
職
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
解
散
が
行
わ
れ
る
特
定

の
場
合
を
予
想
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
そ
こ
に
は
、
解
散
が
行
わ
れ
る
場
合
を
限
定
す
る
意
図
は
な
い
と
解
せ
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
傍
点

筆
者
（。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
は
、
六
九
条
の
み
に
よ
ら
ず
、
一
般
に
解
散
の
目
的
に
照
ら
し
て
問
題
を
解
決
す
べ
き
で
あ
る
。
そ

う
す
れ
ば
、
解
散
が
行
わ
れ
る
場
合
は
六
九
条
の
場
合
に
限
ら
れ
な
い
と
い
う
解
釈
に
な
る
。
解
散
は
、
国
会
、
殊
に
衆
議
院
が
、
民
意

を
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
場
合
に
、
民
意
を
確
か
め
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
」
と
し
て
、
具
体
的
に
は
、「
衆

議
院
が
内
閣
を
信
任
し
な
い
場
合
、
ま
た
は
重
要
問
題
に
つ
い
て
、
衆
議
院
と
内
閣
と
が
は
な
は
だ
し
く
意
見
を
異
に
す
る
場
合
な
ど
が

考
え
ら
れ
る
」（

11
（

と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
清
宮
説
が
挙
げ
る
解
散
制
度
の
民
主
主
義
的
性
格
論
が
裏
付
け
と
さ
れ
て
い
る
。

清
宮
説
は
、
解
散
制
度
が
も
つ
自
由
主
義
的
性
格
か
ら
権
力
の
均
衡
の
必
要
性
を
導
き
出
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
内
閣
に
実
質
的
な
解
散

権
を
認
め
、
解
散
権
の
民
主
的
性
格
か
ら
解
散
権
に
対
す
る
制
約
を
否
定
す
る
。
そ
の
結
果
、
佐
藤
功
説
と
ほ
ぼ
同
じ
結
論
に
到
達
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
理
解
は
条
文
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
制
度
の
趣
旨
に
依
拠
し
た
憲
法
解
釈
が
展
開
さ
れ

て
い
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
憲
法
規
定
の
欠
缺
を
制
度
の
趣
旨
に
よ
っ
て
補
う
場
合
、
制
度
趣
旨
の
理
解
が
そ
の
内
容
を
左
右
す
る
。
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（
4
）
六
九
条
非
限
定
説
の
背
景

内
閣
の
「
助
言
と
承
認
」
に
実
質
的
決
定
権
の
所
在
を
求
め
る
学
説
も
、
ま
た
制
度
趣
旨
か
ら
内
閣
の
実
質
的
解
散
権
を
導
き
出
す
学

説
も
、
な
ぜ
か
戦
前
に
お
け
る
解
散
権
の
用
い
ら
れ
方
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
よ
っ
て
戦
前
の
政
治
制
度
が

葬
ら
れ
た
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
国
憲
法
が
も
た
ら
し
た
議
院
内
閣
制
に
絶
対
的
な
信
頼
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か

は
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
だ
が
、明
治
憲
法
下
で
行
わ
れ
た
計
二
十
二
回
の
解
散
に
つ
い
て
の
総
括
が
何
も
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

明
治
憲
法
七
条
は
、「
天
皇
は
帝
国
議
会
を
召
集
し
そ
の
開
会
閉
会
停
会
及
び
衆
議
院
の
解
散
を
命
ず
」
と
い
う
単
純
な
定
め
を
置
い

て
い
た
に
止
ま
る
。
し
か
し
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
は
、
議
会
に
対
す
る
懲
罰
的
な
発
動
と
思
わ
れ
る
も
の
か
ら
、
同
一
論
点
に
つ
き
重
ね

て
解
散
が
行
わ
れ
た
事
例
や
、
総
選
挙
実
施
直
後
の
解
散
と
い
う
、
い
わ
ば
濫
用
的
な
解
散
事
例
が
あ
る
一
方
で
、
議
院
内
閣
制
度
的
な

運
用
に
沿
っ
て
、
憲
政
の
常
道
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
責
任
内
閣
制
的
解
散
権
行
使
と
見
ら
れ
る
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
を
見
る

こ
と
が
で
き
る（

11
（

。
明
治
憲
法
下
で
も
解
散
権
に
は
制
約
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
日
本
国
憲
法
下
で
も
同
じ
解
釈
が
成
り
立
つ

と
の
前
提
が
憲
法
学
者
に
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。宮
澤
俊
義
が
解
散
権
論
争
を「
予
想
し
な
か
っ

た
」
と
述
懐
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う（

11
（

。
実
際
、
明
治
憲
法
下
で
の
指
導
的
学
説
で
あ
る
美
濃
部
達
吉

説
で
は
、
解
散
権
行
使
に
は
法
的
な
制
約
が
な
く
、
む
し
ろ
衆
議
院
が
「
国
民
の
民
意
を
代
表
し
て
い
る
や
否
や
」
を
確
か
め
る
制
度
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た（

11
（

。
ま
た
、
美
濃
部
は
、

「
解
散
権
は
、
そ
の
政
治
上
の
意
義
に
於
い
て
は
、
政
府
が
衆
議
院
に
対
す
る
抗
争
手
段
と
し
て
の
唯
一
の
有
力
な
る
武
器
で
あ
る
。

若
し
こ
の
機
能
が
無
か
っ
た
な
ら
ば
、
内
閣
は
議
会
に
対
抗
す
べ
き
何
等
の
手
段
を
有
た
ず
、
全
然
議
会
に
盲
従
す
る
の
外
な
い
こ
と
と

な
り
、
議
会
万
能
の
弊
に
墜
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」（

11
（

と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
解
散
権
を
民
主
主
義
的
性
格
と
自
由
主
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義
的
性
格
か
ら
正
当
化
す
る
清
宮
説
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
解
散
権
の
解
釈
も
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
解
散
権
解

釈
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
天
皇
大
権
と
し
て
解
散
権
か
ら
天
皇
の
実
質
的
決
定
権
を
控
除
す
る
と
内
閣

の
実
質
的
解
散
権
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

２　

日
本
国
憲
法
制
定
過
程
に
お
け
る
解
散
権

（
1
）
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論

①
六
九
条
の
原
意

今
日
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
と
各
条
文
の
原
意
が
か
な
り
公
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
制
定
趣
旨
が
確

認
で
き
る
。

「
内
閣
が
国
会
を
解
散
で
き
る
の
は
、
不
信
任
決
議
が
成
立
し
た
と
き
の
み
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
総
選
挙
を
強
い
る
権
限
を

制
限
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
内
閣
と
の
関
係
で
の
国
会
の
地
位
は
強
化
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
内
閣
に
対
し
総
辞
職

す
る
か
国
民
に
信
を
問
う
か
の
二
者
択
一
を
迫
る
も
の
で
あ
り
、
内
閣
は
国
会
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

原
則
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
よ
う
な
解
散
権
は
、
国
会
が
真
面
目
な
指
導
者
の
も
と
に
政
治
的
責
任
を
負
う

と
い
う
こ
と
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
大
き
い
…
…
内
閣
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
内
閣
ほ
ど
に
は
強
力
な
も
の
と
さ
れ
て
は
い
な
い
。
た
と

え
ば
、
国
会
が
内
閣
の
意
図
す
る
立
法
を
阻
止
し
た
と
き
に
、
自
ら
の
判
断
で
国
会
を
解
散
す
る
と
い
う
権
限
は
与
え
ら
れ
て
い
な

い
。
日
本
で
危
険
な
こ
と
は
、
行
政
権
が
弱
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
反
対
に
、
伝
統
的
に
弱
体
だ
っ
た
の
は
、
立
法
府
な
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の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
内
閣
に
は
優
位
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」（

1（
（

連
合
国
総
司
令
部
は
、
解
散
権
行
使
を
限
定
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
内
閣
不
信
任
案
の
可
決
（
不
信
任
案
の
否
決
（

以
外
に
解
散
を
認
め
な
い
趣
旨
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
内
閣
に
広
い
解
散
決
定
権
を
与
え
な
い
と
い
う
の
が
六
九
条
の

本
来
の
意
味
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

②
小
島
和
司
の
指
摘

憲
法
制
定
過
程
に
携
わ
っ
た
者
に
は
、
帝
国
議
会
に
お
け
る
解
散
権
の
実
情
が
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
支
配
的
学
説
の
よ
う
な
解
釈
が
登
場
し
た
背
景
に
は
、
小
島
和
司
が
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、
憲
法
改
正
に
関
す
る
要
綱

と
草
案
の
間
に
あ
る
ず
れ
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
改
正
要
綱
に
は
「
天
皇
ハ
此
ノ
憲
法
ノ
定
ム
ル
国
務
ヺ
除
ク
ノ
外
政
治
に
関
ス

ル
権
能
ヺ
要
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
コ
ト
」
と
あ
る
箇
所
を
、
草
案
で
は
「
天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
務
の
み
を
行
い
、
政
治
に
関
す
る

権
能
を
有
し
な
い
」
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
上
で
、
支
配
的
な
学
説
は
、
要
綱
に
あ
る
考
え
方
を
ベ
ー
ス
に
し
て
現
第
四
条
と
第
七
条
を

解
釈
し
た
と
い
う
の
で
あ
る（

11
（

。
も
ち
ろ
ん
、
支
配
的
学
説
の
理
論
的
な
背
景
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
議
院
内
閣
制
を
理
想
と
す
る
姿
勢
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
国
憲
法
が
当
初
予
定
し
て
い
た
政
治
体
制
は
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
新
し
い
議
会
制
度

で
あ
っ
た
と
見
る
余
地
は
充
分
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
支
配
的
学
説
は
、
解
散
権
を
軸
に
し
て
、
議
会
と
政
府
が
均
衡
を
保
ち
、
必
要
と

あ
ら
ば
、
政
府
が
国
民
に
信
を
問
う
と
い
う
理
由
で
議
会
を
攻
撃
で
き
る
制
度
こ
そ
が
議
院
内
閣
制
で
あ
る
と
い
う
固
定
観
念
に
と
ら
わ

れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か（

11
（

。
そ
し
て
、
そ
の
観
念
か
ら
日
本
国
憲
法
の
条
文
を
解
釈
し
た
の
で
あ
る（

11
（

。

③
比
較
憲
法
学
と
し
て
の
憲
法
解
釈
学
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議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
い
る
以
上
は
、
内
閣
に
広
い
解
散
決
定
権
が
な
い
の
が
お
か
し
い
と
と
ら
え
る
の
が
六
九
条
非
限
定
説
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
国
憲
法
が
採
用
し
た
政
治
制
度
は
英
国
的
な
議
院
内
閣
制
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
英
国
的
な
議
院
内
閣
制
自

体
が
政
治
抗
争
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
し
く
み
で
あ
っ
て
、
他
国
に
移
植
し
た
と
き
、
そ
れ
が
同
じ
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
と
は
限
ら

な
い
。
英
国
で
発
展
し
た
議
会
解
散
制
度
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
普
及
し
た
が
、
そ
の
使
わ
れ
方
は
各
国
で
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
し
、
議

院
内
閣
制
と
大
統
領
制
を
組
み
合
わ
せ
た
政
治
制
度
も
あ
り
、
国
家
元
首
と
政
府
、
議
会
と
の
関
係
も
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
制
度
設

計
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
た（

11
（

。
当
時
の
憲
法
解
釈
学
が
他
国
に
お
い
て
生
成
展
開
し
て
き
た
法
概
念
を
分
析
し
、
そ
れ
を
日
本
に

適
用
す
る
と
い
う
姿
勢
に
貫
か
れ
て
い
た
こ
と
に
思
い
を
い
た
す
と
、
六
九
条
非
限
定
説
的
な
解
釈
が
支
配
的
学
説
と
な
っ
た
こ
と
に
も

理
由
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
姿
勢
が
や
や
も
す
る
と
、
条
文
か
ら
出
発
し
、
あ
る
い
は
原
意
を
探
り
、
条
文
の
構
造
全
体
の
中
で
合
理

的
な
解
釈
を
探
求
す
る
姿
勢
を
後
退
さ
せ
て
き
た
と
も
い
え
よ
う
。
解
散
権
論
争
は
、
憲
法
解
釈
の
姿
勢
に
関
す
る
論
争
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
解
散
権
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
日
本
国
憲
法
は
六
九
条
で
そ
の
発
動
場
面
を
限
定
す
る
と
と
も
に
、
四
一
条
で
国

会
の
最
高
機
関
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
一
八
七
五
年
憲
法
制
定
の
折
に
議
論
さ
れ
た
、
ル
ソ
ー
流
の
民
主
制
に

似
た
政
治
制
度（

11
（

が
構
想
さ
れ
て
い
た
と
み
る
余
地
も
排
除
で
き
な
い
。
支
配
的
学
説
は
、
そ
の
可
能
性
を
退
け
、
英
国
を
範
型
と
す
る
議

院
内
閣
制
的
解
釈
を
選
択
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
2
）
最
高
裁
に
お
け
る
解
散
権

①
苫
米
地
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決

昭
和
二
七
年
八
月
二
八
日
に
行
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
抜
き
打
ち
解
散
」
が
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
解
散
権
行
使
に
当
た
る
と
し
て
、
元
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衆
議
院
議
員
が
議
員
資
格
の
確
認
と
歳
費
の
請
求
を
行
っ
た
の
が
苫
米
地
事
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
周
知
の
と
お
り
最
高
裁
は
統
治
行

為
論
を
持
ち
出
し
て
裁
判
所
の
審
査
権
か
ら
除
外
す
る
判
断
を
示
し
て
い
る（

11
（

。
し
か
し
、
こ
の
判
決
で
、
小
谷
勝
重
裁
判
官
と
奥
野
健
一

裁
判
官
は
、
統
治
行
為
を
否
定
し
て
、
憲
法
六
九
条
以
外
の
解
散
も
許
さ
れ
る
旨
の
意
見
を
展
開
し
た
。

こ
の
意
見
は
、
六
九
条
は
解
散
が
行
わ
れ
る
一
ケ
ー
ス
を
挙
げ
た
も
の
に
止
ま
り
、
解
散
権
を
限
定
し
て
い
る
趣
旨
で
は
な
い
と
述
べ

る
。
そ
し
て
、
解
散
権
の
根
拠
を
七
条
に
求
め
、
内
閣
の
「
助
言
と
承
認
」
に
実
質
的
決
定
権
を
読
み
込
む
と
い
う
非
限
定
説
を
そ
の
ま

ま
採
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
河
村
大
介
裁
判
官
意
見
は
、
六
九
条
の
文
言
「
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
な
い
限
り
」
の
表

現
は
、「
同
条
に
関
係
の
な
い
解
散
の
可
能
性
を
一
般
的
に
否
定
す
る
趣
旨
を
含
む
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
憲
法

は
如
何
な
る
場
合
に
解
散
を
な
し
得
る
か
に
つ
き
特
に
そ
の
要
件
を
定
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
決
定
は
解
散
権
を
有
す
る
機

関
の
政
策
的
な
い
し
裁
量
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
助
言
と
承
認
」
に

は
そ
れ
に
先
立
つ
実
質
的
決
定
権
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

②
真
野
毅
裁
判
官
と
解
散
権

こ
の
よ
う
に
、
苫
米
地
事
件
最
高
裁
判
決
の
個
別
意
見
の
中
で
は
非
限
定
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
六
九
条
に
よ
ら
な
い
衆
議
院
の

解
散
が
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
こ
と
自
体
を
争
っ
た
事
件
に
お
い
て（
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（

、
真
野
毅
裁
判
官
は
、
補
足
意
見
と
い
う
形
で
第
六
九
条
限
定
説
を
採

用
し
た
。
真
野
裁
判
官
は
、
解
散
権
が
六
九
条
の
場
合
に
限
定
さ
れ
な
い
と
す
る
解
釈
を
「
七
条
説
」
と
呼
び
、
憲
法
条
文
を
丹
念
に
読

み
解
き
つ
つ
、
他
方
で
権
力
分
立
と
均
衡
抑
制
の
観
点
か
ら
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
か
け
て
い
る
。

た
と
え
ば
、「
も
し
、
七
条
論
者
の
よ
う
に
、
七
条
で
内
閣
が
助
言
と
承
認
を
与
え
る
か
ら
、
国
事
行
為
の
実
体
で
あ
る
国
政
の
決
定

も
内
閣
の
権
限
に
属
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、
七
条
一
号
に
定
め
る
憲
法
改
正
・
法
律
の
公
布
の
実
体
た
る
憲
法
の
改
正
や
法
律
の
制
定
も
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内
閣
の
権
限
に
属
す
る
と
解
釈
で
き
る
不
都
合
な
結
果
を
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
、
助
言
と
承
認
に
は
実
体
的
決
定
権
が
含
ま
れ

て
は
い
な
い
と
鋭
く
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、「
三
権
分
立
の
原
則
に
よ
り
、
内
閣
は
行
政
権
を
行
う
権
限
を
分
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本

質
上
の
行
政
権
の
ほ
か
に
、
抑
制
均
衡
の
原
則
に
よ
り
、
内
閣
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
権
限
は
、
六
条
二
項
・
六
九
条
・
七
九
条
・
八
〇
条

等
に
お
い
て
特
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
概
括
的
に
七
三
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
七
三
条
は
『
内
閣
は
、
他
の
一

般
行
政
事
務
の
外
、
左
の
事
務
を
行
ふ
』
と
定
め
、
一
号
な
い
し
五
号
の
中
に
は
、
別
段
こ
の
規
定
が
な
く
と
も
行
政
権
の
属
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
旧
憲
法
に
お
い
て
天
皇
の
大
権
と
さ
れ
て
い
た
事
項
も
あ
る
か
ら
、
念
の
た
め
内
閣
の
権
限
に
属
す
る
こ
と
を
明
確
な
ら
し

め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
六
号
に
は
『
政
令
を
制
定
す
る
こ
と
』、
七
号
に
は
『
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権

を
決
定
す
る
こ
と
』
を
挙
げ
て
い
る
…
…
し
か
る
に
、
重
大
な
政
治
的
・
社
会
的
意
義
を
有
す
る
『
衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
』
に
つ
い

て
は
、
七
三
条
に
お
い
て
は
内
閣
の
権
限
に
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
僅
か
に
六
九
条
に
お
い
て
内
閣
が
衆
議
院
を
解
散
し
得
る

場
合
の
あ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
抑
制
均
衡
の
原
則
か
ら
言
え
ば
、
衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
は
、
六
九
条
の

場
合
を
除
き
、
内
閣
の
権
限
に
賦
与
さ
れ
て
い
な
い
と
結
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
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と
述
べ
て
い
る
。

明
治
憲
法
七
条
に
お
い
て
解
散
権
が
天
皇
に
付
与
さ
れ
て
い
た
の
に
対
応
す
る
文
言
が
七
三
条
に
は
欠
け
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。「
七
条
説
」
の
よ
う
に
、「
あ
る
は
ず
の
も
の
が
な
い
」
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、「
な
い
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
」
と
考
え
た
と
も

い
え
よ
う
か
。

真
野
裁
判
官
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、「
内
閣
は
、
法
律
上
全
く
自
由
に
、
何
時
で
も
衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
る
な

ら
ば
、
責
任
を
問
わ
れ
る
地
位
に
あ
る
内
閣
が
、
自
己
に
対
し
責
任
を
追
及
す
る
衆
議
院
を
解
散
し
、
こ
れ
を
抹
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

法
律
上
責
任
の
追
及
を
不
当
に
免
れ
得
る
結
果
と
な
る
。
こ
れ
で
は
主
従
の
地
位
の
顛
倒
も
甚
だ
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
…
…
し
か
の
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み
な
ら
ず
、
民
主
政
治
に
お
け
る
選
挙
は
、
機
会
均
等
を
前
提
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
等
の
立
場
に
立
つ
て
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
に
よ
つ

て
投
票
の
獲
得
を
争
う
こ
と
を
本
義
と
す
る
。
し
か
る
に
、
抜
打
解
散
で
は
、
政
府
与
党
は
野
党
に
比
し
、
不
当
に
有
利
な
立
場
に
立
つ

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
か
よ
う
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
つ
い
た
条
件
の
下
に
行
わ
れ
る
選
挙
は
、
公
正
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
な

い
ば
か
り
で
な
く
、
民
意
が
真
に
正
し
く
反
映
し
て
表
明
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
」（
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と
述
べ
る
。

さ
ら
に
、
真
野
裁
判
官
補
足
意
見
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
七
条
論
者
の
中
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
型
の
議
院
内
閣
制
を
持

出
し
て
理
由
づ
け
よ
う
と
す
る
学
者
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
が
憲
法
は
イ
ギ
リ
ス
型
の
議
院
内
閣
制
を
採
っ
た
（
大
前
提
（、
イ
ギ
リ
ス
型

の
議
院
内
閣
制
の
下
で
は
内
閣
は
下
院
を
何
時
で
も
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
小
前
提
（、
だ
か
ら
わ
が
憲
法
上
、
内
閣
は
衆
議
院
を
何

時
で
も
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
結
論
（
と
解
釈
す
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
は
、
全
く
形
式
的
な
三
段
論
法
に
過
ぎ

な
い
。
憲
法
の
ど
こ
に
も
、
そ
の
大
前
提
の
存
在
す
る
根
拠
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
は
な
い
か
。
憲
法
は
ど
こ
に
も
、
イ
ギ
リ
ス

型
の
議
院
内
閣
制
を
採
っ
た
と
は
言
っ
て
い
な
い
」（

1（
（

。

私
は
、
こ
の
補
足
意
見
が
な
ぜ
そ
の
後
の
憲
法
学
に
お
い
て
ま
と
も
に
鑑
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
不
思
議
で
な
ら
な
い
。
憲

法
解
釈
の
あ
り
方
か
ら
始
ま
り
、
解
散
権
が
も
た
ら
す
政
治
の
混
迷
に
ま
で
及
ぶ
そ
の
眼
力
に
は
あ
ら
た
め
て
感
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

真
野
意
見
の
よ
う
に
、
条
文
か
ら
出
発
し
、
そ
の
相
互
の
関
連
性
を
整
合
的
に
説
明
す
る
論
理
を
探
し
、
妥
当
な
結
論
を
導
き
出
す
と
い

う
手
法
で
は
な
く
、
結
論
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
を
導
き
出
す
た
め
に
一
般
的
抽
象
的
な
概
念
を
援
用
し
て
、
そ
こ
か
ら
条
文
を
解
釈
す
る

手
法
は
、
こ
の
苫
米
地
事
件
最
高
裁
判
決
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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小　
　
　

括

解
散
権
論
争
の
勝
者
と
な
っ
た
六
九
条
非
限
定
説
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
憲
法
制
定
の
際
の
原
意
は
六
九
条
限
定
を
前
提
と
し
て

い
た
こ
と
が
今
日
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
制
定
に
お
け
る
問
題
意
識
は
、
英
国
流
の
議
院
内
閣
制
を
導
入
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
わ

け
で
は
決
し
て
な
く
、
政
府
に
対
し
て
弱
す
ぎ
る
国
会
の
地
位
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
意
図
か
ら
読
み
解
く
と
、
日
本
国

憲
法
は
四
一
条
で
国
会
の
最
高
機
関
性
を
謳
い
、
解
散
権
を
六
九
条
の
場
合
に
閉
じ
込
め
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
会
主
導
の
政
治
制

度
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
解
散
権
を
め
ぐ
る
支
配
的
な
学
説
は
、
自
由
な
解
散
権
が
内
閣
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
「
助
言
と
承
認
」

の
中
に
実
質
的
決
定
権
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
議
院
内
閣
制
の
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
し
て
き
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
憲
法
解
釈
は
、
所
与
の
条
文
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
論
を
導
き
出
す
作
用
で
は
な
く
、
一
定
の
結

論
を
目
指
し
て
、
理
論
や
先
例
、
裁
判
例
や
条
文
を
動
員
し
て
行
わ
れ
る
正
当
化
の
作
用
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
後
の
九
条
解
釈
と
も
相

ま
っ
て
、
憲
法
あ
る
い
は
憲
法
学
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
、
望
ま
し
い
状
況
を
も
た
ら
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
の
残
る
姿
勢
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
今
日
、
六
九
条
に
よ
ら
な
い
衆
議
院
の
解
散
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
ど
う
評
価
す
る
か
が
問
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
「
実
例
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
確
立
し
て
」（
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（

い
る
と
い
う
に
止
め
る
し
か
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
る
い
は
、
憲
法

条
文
が
想
定
し
な
い
解
釈
運
用
が
継
続
的
に
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
実
例
に
つ
い
て
裁
判
所

の
審
査
権
が
及
ば
な
い
以
上
、
日
本
国
憲
法
が
想
定
し
た
政
治
制
度
が
運
用
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
る
危
険
性
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば



八
四

な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
内
閣
に
よ
る
自
由
な
解
散
権
と
い
う
憲
法
の
予
定
し
て
い
な
い
政
治
制
度
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

が
議
会
制
民
主
主
義
を
破
壊
し
か
ね
な
い
危
険
性
を
も
は
ら
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
議
院
内
閣
制
も
一
様
で
は
な
い
。
政
府
の
存
立
を
議
会
の
信
任
に
基
づ
か
せ
る
制
度
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
、
そ
こ

で
解
散
権
が
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
の
か
は
、
各
国
が
採
用
す
る
選
挙
制
度
、
政
党
の
状
況
、
政
治
状
況
に
左
右
さ
れ
る（

11
（

。
英
国
流
の
議

院
内
閣
制
と
解
散
権
を
採
用
し
た
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
制
憲
法
の
下
で
解
散
権
が
行
使
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
激
し
い
政
治
闘
争
を
経
て

よ
う
や
く
手
に
入
れ
た
政
治
的
安
定
を
失
い
た
く
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
議
院
内
閣
制
の
本
質
が
欠
け
て
い
た
た
め
で
は
な
い（

11
（

。

以
上
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
次
項
で
は
、
解
散
権
に
対
す
る
制
約
の
可
否
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

解
散
権
に
対
す
る
制
約

１　

解
散
権
の
所
在
と
実
例

（
1
）
支
配
的
学
説
に
お
け
る
解
散
権
の
所
在

①
前
提
問
題
と
し
て
の
解
散
権
の
所
在

解
散
権
に
対
す
る
何
ら
か
の
制
約
が
可
能
か
ど
う
か
を
論
ず
る
前
に
、
い
っ
た
い
解
散
権
の
決
定
主
体
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
解
明
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
日
本
国
憲
法
上
、
解
散
権
が
内
閣
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
法
的
制
約
を
論

じ
る
意
味
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
検
討
し
た
と
お
り
、
支
配
的
な
考
え
方
で
あ
る
六
九
条
非
限
定
説
は
、
解
散
権
が

内
閣
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
議
論
を
展
開
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
は
薄
弱
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
解
散
権
を
「
国
政
」
に
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関
す
る
権
能
と
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
内
閣
の
「
助
言
と
承
認
」
に
実
質
的
決
定
権
を
読
み
込
む
学
説
で
は
、
解
散
権
が
伝
統
的
に
君
主
の

権
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
根
拠
を
求
め
、
君
主
権
限
が
空
洞
化
さ
れ
、
そ
れ
が
内
閣
に
異
動
し
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

11
（

。

し
か
し
、
日
本
国
憲
法
上
解
散
権
を
「
国
政
」
に
分
類
す
る
よ
う
な
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
と
の
批
判
を
受
け
る
。
ま
た
、
議
院
内
閣

制
に
根
拠
を
求
め
る
学
説
に
対
し
て
も
議
院
内
閣
制
で
あ
る
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
内
閣
の
解
散
権
独
占
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と

の
批
判
が
提
起
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
議
院
内
閣
制
下
で
も
国
家
元
首
と
内
閣
に
解
散
権
が
分
有
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
ま
た
上

院
の
承
認
を
要
す
る
よ
う
な
制
限
を
設
け
て
い
る
憲
法
、
さ
ら
に
は
自
動
的
解
散
条
項
を
設
け
る
例
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る（

11
（

。
ま
た
、

そ
も
そ
も
英
国
に
お
い
て
も
、
一
八
三
四
年
以
前
の
解
散
は
、
国
王
と
大
臣
（
内
閣
総
理
大
臣
（
の
い
ず
れ
が
主
導
権
を
握
る
か
と
い
う

政
治
闘
争
が
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
議
院
内
閣
制
下
で
の
解
散
権
行
使
は
、
そ
の
時
代
や
憲
法
の
定
め
方
次
第
で
い
か
よ
う
に
も

変
わ
り
得
る
か
ら
で
あ
る（

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
支
配
的
学
説
た
る
六
九
条
非
限
定
説
の
中
に
も
内
閣
以
外
に
解
散
決
定
権
が
あ
る
こ
と
に
つ

き
「
お
そ
ら
く
消
極
的
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」（

11
（

と
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
す
る
も
の
も
あ
る
。
近
時
の
概
説
書
に
も
「
内
閣
以
外
の
も
の
で
は

あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
」（

11
（

と
述
べ
る
に
止
ま
る
も
の
も
あ
る
か
ら
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
上
、
解
散
権
を
内
閣
が
独
占
す
る
こ
と
を
明
確

に
論
証
す
る
こ
と
は
充
分
に
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

つ
ま
り
、
支
配
的
学
説
が
依
拠
す
る
論
理
で
あ
る
、
①
日
本
国
憲
法
は
英
国
流
の
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
た
、
②
英
国
に
お
け
る
解
散

権
は
内
閣
が
独
占
し
、
そ
の
行
使
に
は
制
約
が
な
い
、
③
し
た
が
っ
て
日
本
国
憲
法
下
で
も
内
閣
が
自
由
な
解
散
権
を
独
占
す
る
、
と
い

う
論
理
の
整
合
性
は
充
分
に
証
明
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

②
長
谷
川
正
安
説
─
自
律
解
散
の
可
能
性

こ
の
点
に
つ
い
て
長
谷
川
正
安
が
明
快
な
解
釈
を
展
開
し
て
き
た
。
長
谷
川
説
は
、
助
言
と
承
認
に
は
内
閣
の
実
質
的
な
決
定
権
が
含
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ま
れ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
七
条
は
形
式
的
儀
礼
的
な
助
言
と
承
認
を
行
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
実
質
的
決
定
権
が
含
ま

れ
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
憲
法
条
文
を
探
す
と
、
実
質
的
決
定
権
を
明
示
し
て
い
る
の
は
六
九
条
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は

実
際
の
政
治
の
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る

「
解
散
は
、
立
法
機
関
（
衆
議
院
（
の
期
間
を
短
縮
す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
国
会
が
『
国
権
の
最
高
機
関
』（
四
一
条
（
で
あ
り
、

立
法
権
の
独
立
を
守
る
う
え
か
ら
、
そ
れ
は
原
則
と
し
て
、
国
会
、
ま
た
は
、
衆
議
院
自
身
の
決
議
に
ま
つ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
原
則
を
阻
止
す
る
憲
法
上
の
規
定
は
な
い
。
が
、
現
在
こ
れ
を
明
文
化
し
て
い
る
国
会
法
の
規
定
も
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
憲
法

上
の
慣
習
の
成
立
を
見
な
け
れ
ば
実
現
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
不
可
能
で
は
な
い
。」（

11
（

で
は
そ
の
根
拠
は
国
会
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
か
、
憲
法
慣
習
に
よ
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
の
か
。
若
干
微
妙
な
主
張

で
は
あ
る
が
、
憲
法
四
一
条
を
重
視
し
、
日
本
国
憲
法
の
政
治
制
度
が
英
国
流
の
議
院
内
閣
制
と
は
異
な
る
と
す
る
長
谷
川
の
考
え
方（

1（
（

を

如
実
に
表
し
た
解
釈
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
会
が
法
律
も
し
く
は
慣
行
に
よ
っ
て
解
散
権
の
実
質
的
決
定
権
を
行

使
で
き
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
裏
返
せ
ば
、
国
会
が
解
散
権
行
使
に
つ
い
て
の
制
限
を
設
け
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
解
散
決
議
に
は
理
由
が
必
要
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
先
立
つ
解
散
審
議
も
必
要
で
あ
る
か
ら
、
解
散
が
必
要
な
理

由
を
明
ら
か
に
し
、
総
選
挙
で
何
を
国
民
に
問
う
の
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
衆
議
院
に
委
ね
ら
れ
た
事
項
で
あ
っ

て
、
ど
の
よ
う
な
要
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
に
解
散
が
で
き
る
の
か
の
判
断
が
衆
議
院
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
の
制
約
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
論
じ
る
前
に
、
現
実
の
解
散
権
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
、
い
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か
な
る
場
合
に
行
使
さ
れ
て
き
た
の
か
を
概
観
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
日
本
国
憲
法
下
で
行
わ
れ
て
き
た
解
散
の
実
例

と
英
国
の
実
例
を
参
照
し
な
が
ら
、
解
散
権
行
使
の
合
理
性
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。

（
2
）
解
散
権
行
使
の
実
例
と
類
型
論

①
日
本
国
憲
法
下
で
の
解
散
実
例

日
本
国
憲
法
の
下
で
行
わ
れ
た
解
散
は
、
一
九
四
八
年
一
二
月
を
最
初
と
し
て
、
計
二
十
四
回
を
数
え
る
。
そ
の
う
ち
六
九
条
に
よ
る

も
の
が
四
回
で
あ
っ
て
、
残
り
は
七
条
の
み
を
根
拠
と
し
て
行
わ
れ
た
。
一
九
五
二
年
八
月
に
行
わ
れ
た
解
散
が
七
条
の
み
に
よ
る
最
初

の
実
例
で
あ
る
が
、
世
上
「
抜
き
打
ち
解
散
」
と
呼
ば
れ
、「
与
野
党
幹
部
が
寝
耳
に
水
」（

11
（

の
状
態
で
、
吉
田
内
閣
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ

た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
吉
田
首
相
が
主
導
権
を
握
り
、
閣
議
を
説
得
し
て
実
施
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
持
ち
回
り
閣
議
に
お
い
て
当
初
の

賛
同
者
は
わ
ず
か
に
六
名
で
あ
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
英
国
議
会
の
解
散
権
に
つ
い
て
深
い
知
識
を
持
っ
て
い
た
吉
田
茂

で
あ
る
か
ら
こ
そ
踏
み
切
る
こ
と
が
で
き
た
解
散
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
翌
年
三
月
吉
田
首
相
は
、
早
々
と
「
バ
カ
ヤ
ロ
ー
解
散
」
と

俗
称
さ
れ
る
解
散
を
打
っ
て
出
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
は
衆
議
院
に
お
け
る
吉
田
内
閣
不
信
任
決
議
の
可
決
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た（

11
（

。
一

年
十
ヶ
月
後
、
吉
田
内
閣
総
辞
職
を
受
け
て
成
立
し
た
鳩
山
一
郎
内
閣
は
、
保
守
合
同
前
の
最
後
の
解
散
を
一
九
五
五
年
一
月
に
行
っ
て

い
る
。
国
会
は
造
船
疑
獄
に
揺
れ
て
お
り
、
政
権
の
あ
り
方
に
つ
い
て
国
民
に
審
判
を
仰
ぐ
と
い
う
こ
と
が
理
由
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
（
11
（

。
こ
の
解
散
は
七
条
の
み
に
よ
っ
て
い
る
。

一
九
五
五
年
の
保
守
合
同
を
受
け
た
最
初
の
解
散
は
、
一
九
五
八
年
四
月
岸
信
介
首
相
の
下
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
解
散
は
、
岸
内
閣
に

対
す
る
社
会
党
の
不
信
任
決
議
案
を
審
議
し
て
い
る
途
中
で
、
そ
の
議
決
を
待
た
ず
に
七
条
に
よ
る
解
散
が
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
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争
点
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
保
守
合
同
、
左
右
社
会
党
の
合
流
と
い
う
二
大
政
党
制
の
下
、
日
米
安
全
保
障
条
約
や
社
会
保
障
制
度
の

充
実
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
総
選
挙
が
争
わ
れ
て
い
る（

11
（

。
内
閣
不
信
任
案
の
提
出
を
解
散
の
き
っ
か
け
と
し
た
事
例
で
あ
る
。

岸
内
閣
か
ら
政
権
を
引
き
継
い
だ
池
田
勇
人
内
閣
は
、
一
九
六
〇
年
一
〇
月
に
衆
議
院
を
解
散
し
た
。
浅
沼
社
会
党
委
員
長
暗
殺
事
件

を
受
け
、
暴
力
排
除
を
議
決
し
、
日
米
安
全
保
障
条
約
へ
の
評
価
や
と
り
わ
け
経
済
対
策
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
池
田
内
閣
は
所
得
倍

増
計
画
で
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
一
連
の
政
策
の
是
非
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
各
党
で
解
散
に
つ
い
て
の
あ
る
程
度
の
合
意
を

得
た
上
で
の
解
散
で
あ
っ
た（

11
（

。
七
条
に
よ
る
解
散
で
あ
る（

11
（

。

池
田
勇
人
の
死
去
後
、
政
権
を
担
っ
た
佐
藤
栄
作
は
、
三
度
に
わ
た
り
解
散
権
を
行
使
し
て
い
る
。
ま
ず
、
一
九
六
六
年
一
二
月
、「
黒

い
霧
」
と
い
わ
れ
る
汚
職
問
題
を
受
け
、
国
民
に
信
を
問
う
解
散
が
行
わ
れ
た（

11
（

。
次
い
で
、
一
九
六
九
年
一
二
月
、
日
米
安
全
保
障
条
約

長
期
維
持
と
沖
縄
返
還
を
争
点
と
し
て
七
条
の
み
を
根
拠
に
し
て
衆
議
院
を
解
散
し
た（

11
（

。
そ
の
三
年
後
の
一
九
七
二
年
一
一
月
、
田
中
角

栄
内
閣
は
、「
従
来
か
ら
衆
議
院
の
解
散
は
し
な
い
」
と
の
発
言
を
翻
し
、
急
遽
解
散
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
解
散
の
理
由
は
は
っ
き
り

と
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、「
な
ぜ
、
こ
の
時
期
に
解
散
？　

納
得
い
く
説
明
な
し
。
首
相
、
疑
惑
に
は
開
き
直
り
」（

11
（

と
の
新
聞
記
事
が

物
語
る
よ
う
に
、
明
確
な
解
散
理
由
を
欠
い
た
初
め
て
の
解
散
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
金
脈
問
題
を
受
け
て
退
陣
し
た
田

中
角
栄
首
相
を
引
き
継
い
だ
の
は
三
木
武
夫
で
あ
っ
た
が
、
三
木
は
閣
僚
の
多
く
か
ら
の
賛
同
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
解
散
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
日
本
国
憲
法
史
上
初
め
て
任
期
満
了
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
の
は
、
一
九
七
六
年
一
二
月
五
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
九
七
九
年
九
月
、
三
木
か
ら
政
権
を
継
承
し
た
大
平
正
芳
首
相
は
、
七
条
の
み
を
根
拠
と
し
て
解
散
を
行
っ
た
。
そ
の
争
点
は
一
般

消
費
税
の
導
入
で
あ
っ
た
。
選
挙
の
結
果
、
自
民
党
は
五
一
一
議
席
中
二
四
八
議
席
を
獲
得
し
た
の
に
止
ま
り
、
そ
の
後
不
安
定
な
政
権

運
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
れ
が
一
九
八
〇
年
五
月
の
衆
参
同
日
選
挙
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
（
六
九
条
解
散
（。
こ
の
総
選
挙
は
、
与
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党
自
民
党
の
内
部
分
裂
に
よ
り
、
ハ
プ
ニ
ン
グ
的
に
不
信
任
決
議
案
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
八
三
年
一
一
月
に
は
、
同
年
一
〇
月
一
二
日
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
丸
紅
ル
ー
ト
に
関
す
る
東
京
地
裁
判
決
が
下
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受

け
て
、
中
曽
根
康
弘
首
相
は
、
政
局
を
打
開
す
る
目
的
で
衆
議
院
を
解
散
し
た
。
与
党
自
民
党
は
衆
議
院
の
過
半
数
を
大
き
く
割
り
込
む

二
五
〇
議
席
の
獲
得
に
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
解
散
を
一
般
的
に
「
田
中
判
決
解
散
」
と
呼
ん
で
い
る（

1（
（

。
中
曽
根
首
相
は
、
党
勢
の
挽
回

を
図
る
た
め
、
一
九
八
六
年
六
月
、
本
会
議
を
開
く
こ
と
な
く
、
衆
参
同
日
選
挙
を
狙
っ
て
衆
議
院
を
解
散
し
た
。
中
曽
根
首
相
が
述
べ

た
解
散
の
名
目
は
、「
衆
院
の
定
数
改
正
に
伴
う
違
憲
状
態
の
解
消
や
円
高
対
策
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
野
党
は
「
暴
挙
」
と
反
発
し
た

と
報
じ
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
後
に
述
べ
る
「
戦
略
的
解
散
」
の
一
種
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
九
九
〇
年
に
は
、
竹
下
内
閣
の
後
を
受
け
た
海
部
俊
樹
内
閣
が
消
費
税
導
入
へ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
解
散
を
行
っ
た
。
一
九
九
三
年

六
月
に
は
、
政
治
改
革
法
案
の
取
扱
を
め
ぐ
り
与
党
自
民
党
の
内
部
対
立
が
明
る
み
に
出
て
、
内
閣
不
信
任
決
議
案
が
可
決
さ
れ
、
六
九

条
に
基
づ
く
解
散
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
細
川
護
煕
政
権
を
経
て
自
社
連
立
政
権
が
成
立
し
、
首
相
は
羽
田
孜
、
村
山
富
市
を
経

て
、
第
一
次
橋
本
龍
太
郎
内
閣
が
成
立
す
る
。
橋
本
首
相
は
、
一
九
九
六
年
九
月
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
施
行
後
初
め
て
の
総
選

挙
を
行
う
べ
く
、
衆
議
院
を
解
散
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
六
月
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
失
言
な
ど
の
責
任
を
追
及
さ
れ
た
森
喜
朗
内
閣
が
解
散

を
行
う
。
そ
の
失
言
に
な
ぞ
ら
え
て
「
神
の
国
解
散
」
と
呼
ぶ
向
き
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
七
条
に
よ
る
解
散
で
あ
る
。

二
〇
〇
一
年
四
月
二
六
日
に
成
立
し
た
小
泉
純
一
郎
内
閣
で
は
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
と
二
〇
〇
五
年
八
月
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
て

い
る
。
前
者
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
掲
げ
て
の
総
選
挙
で
あ
っ
た
。
後
者
は
よ
く
知
ら
れ
た
「
郵
政
解
散
」
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
に
は
麻

生
太
郎
内
閣
に
よ
る
解
散
が
行
わ
れ
た
が
、
事
実
上
の
任
期
満
了
に
よ
る
総
選
挙
と
い
わ
れ
て
い
る（

11
（

。
そ
の
結
果
、
自
民
党
は
惨
敗
し
、

民
主
党
が
政
権
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
民
主
党
政
権
は
、
野
田
佳
彦
首
相
の
下
で
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
選
挙
制
度
の
改
革
な
ど
の
与
野
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党
間
合
意
を
基
に
し
て
解
散
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
民
主
党
が
政
権
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
民
主
党
に
代
わ
り
政
権
に
就
い
た
の
が

第
二
次
安
倍
晋
三
内
閣
で
あ
っ
た
。
安
倍
首
相
は
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
自
ら
の
経
済
政
策
で
あ
る
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
是
非
を
問
う

と
い
う
名
目
で
衆
議
院
を
解
散
し
た
。
二
〇
一
七
年
一
〇
月
に
は
、
消
費
税
増
税
延
期
の
是
非
を
名
目
に
し
て
衆
議
院
を
解
散
し
た
。
野

党
第
一
党
民
進
党
が
分
裂
し
、
選
挙
協
力
も
進
ま
な
い
状
況
を
に
ら
ん
だ
、
突
然
の
解
散
で
あ
っ
た（

11
（

。

②
七
条
解
散
の
類
型
論

こ
れ
ら
二
四
回
（
七
条
の
み
に
よ
る
場
合
は
二
〇
回
（
の
解
散
を
分
類
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
解
散
に
至
る
状
況
を
視
点
に
し

て
七
条
の
み
に
よ
る
解
散
類
型
化
を
試
み
る
と
、
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
な
分
類
が
可
能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
分
類
で
あ
る
以
上
は
、

複
数
の
要
素
を
持
つ
も
の
、
い
ず
れ
に
も
う
ま
く
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
Ａ
）特
定
の
政
策
を
問
う
も
の　

一
九
六
〇
年
池
田
内
閣
に
よ
る
解
散
（「
所
得
倍
増
解
散
」（、一
九
七
九
年
大
平
内
閣
に
よ
る
解
散
（「
一

般
消
費
税
解
散
」（、一
九
九
〇
年
海
部
内
閣
に
よ
る
解
散
（「
消
費
税
導
入
の
評
価
解
散
」（、二
〇
〇
三
年
一
〇
月
小
泉
内
閣
に
よ
る
解
散
（「
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
解
散
」（、
同
じ
く
小
泉
内
閣
に
よ
る
二
〇
〇
五
年
解
散
（「
郵
政
解
散
」（

（
Ｂ
）
政
権
運
営
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
目
的
の
も
の　

鳩
山
内
閣
に
よ
る
一
九
五
五
年
解
散
（「
造
船
疑
獄
解
散
」（、
佐
藤
内
閣

に
よ
る
一
九
六
六
年
解
散
（「
黒
い
霧
解
散
」（、
中
曽
根
内
閣
に
よ
る
一
九
八
三
年
解
散
（「
田
中
判
決
解
散
」（、
森
内
閣
に
よ
る
二
〇
〇
〇

年
解
散
（「
神
の
国
解
散
」（、
麻
生
内
閣
に
よ
る
二
〇
〇
九
年
解
散
も
こ
こ
に
入
れ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

（
Ｃ
）
新
し
い
選
挙
制
度
に
よ
る
国
会
の
刷
新
を
目
的
と
す
る
も
の　

岸
内
閣
に
よ
る
一
九
五
八
年
解
散
は
選
挙
制
度
の
改
正
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
が
、
五
五
年
体
制
の
構
築
と
い
う
政
治
の
構
図
が
変
化
し
た
こ
と
を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
こ
に
分
類
で
き
よ
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う
。
橋
本
内
閣
に
よ
る
一
九
九
六
年
解
散
は
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
の
導
入
に
よ
る
代
表
選
出
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
Ｄ
）
与
野
党
間
の
合
意
に
よ
る
も
の　

池
田
内
閣
に
よ
る
一
九
六
〇
年
解
散
。
佐
藤
内
閣
に
よ
る
一
九
六
九
年
解
散
も
こ
の
要
素
が

あ
る
。
野
田
内
閣
に
よ
る
二
〇
一
二
年
解
散
も
こ
こ
に
分
類
で
き
る
。

（
Ｅ
）
党
勢
の
拡
大
、
政
権
の
維
持
を
目
的
と
す
る
も
の　

い
わ
ゆ
る
「
戦
略
的
解
散
」
で
あ
る（

11
（

。
吉
田
内
閣
に
よ
る
一
九
五
二
年
解

散
（「
抜
き
打
ち
解
散
」（、
田
中
内
閣
に
よ
る
一
九
七
二
年
解
散
、
中
曽
根
内
閣
に
よ
る
一
九
八
六
年
解
散
（「
死
ん
だ
ふ
り
解
散
」（、
安
倍
内

閣
に
よ
る
二
〇
一
四
年
お
よ
び
二
〇
一
七
年
解
散
が
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

③
戦
略
的
解
散

六
九
条
に
よ
る
も
の
を
含
め
、
計
二
四
回
の
解
散
の
勝
敗
は
解
散
の
類
型
に
よ
っ
て
整
理
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
し
か
し
確
実
に
い
え

る
こ
と
は
、
任
期
満
了
に
よ
る
ケ
ー
ス
と
実
質
的
に
任
期
満
了
ま
で
解
散
が
で
き
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
で
は
、
与
党
が
敗
北
し
て
い
る
こ
と

と
、
戦
略
的
解
散
で
は
与
党
が
勝
利
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る（

11
（

。
逆
か
ら
い
え
ば
、
計
二
〇
回
の
七
条
解
散
を
み
た
と
き
、
勝
敗
予
想
が
不

確
定
な
状
況
に
お
い
て
解
散
を
選
択
す
る
こ
と
は
合
理
的
な
戦
略
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
解
散
権
行
使
は
、
任
期
満
了
ま
で
余

裕
が
あ
り
、
敗
北
す
る
リ
ス
ク
が
低
い
時
期
を
選
ん
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
政
府
が
「
信
を
問
う
」、「
民
意
を
聞
く
」
と
い
う
場
合
、
自
ら
に
厳
し
い
結
果
を
招
か
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
が
選
択
さ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
与
党
は
勝
ち
続
け
、
野
党
は
負
け
続
け
る
と
い
う
事
態
が
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
も
と
も
と
政

権
交
代
を
可
能
に
す
る
と
い
う
目
的
で
導
入
さ
れ
た
小
選
挙
区
ベ
ー
ス
の
選
挙
制
度
で
は
、
得
票
数
よ
り
議
席
獲
得
数
が
多
く
生
じ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
前
提
に
し
て
、
政
権
を
担
う
者
が
自
由
に
総
選
挙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
選
択
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
え
て

自
党
に
不
利
な
タ
イ
ミ
ン
グ
は
選
択
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
世
論
が
二
分
さ
れ
、
政
府
に
厳
し
い
評
価
が
下
さ
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
は
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二

解
散
は
選
択
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
政
権
交
代
を
ひ
と
つ
の
目
的
と
し
て
導
入
さ
れ
た
小
選
挙
区
ベ
ー
ス
の
選
挙
制

度
は
、
む
し
ろ
政
権
選
択
を
困
難
に
す
る
結
果
を
招
く
の
で
あ
る
。
小
選
挙
区
ベ
ー
ス
の
選
挙
制
度
を
前
提
に
し
て
、
自
由
な
解
散
権
を

認
め
た
場
合
、
圧
倒
的
に
強
い
与
党
が
野
党
を
圧
倒
し
、
政
権
交
代
が
長
期
間
困
難
に
な
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
を
生
む
の
で
あ
る
。

首
相
に
よ
る
自
由
な
解
散
権
は
、
野
党
に
対
す
る
攻
撃
手
段
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
与
党
内
で
の
引
き
締
め
の
道
具
と
し
て
も
用
い
ら

れ
る
。
解
散
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
り
、
与
党
内
反
対
派
や
有
力
議
員
を
服
従
さ
せ
、
全
体
と
し
て
一
体
的
な
党
運
営
が
可
能
と
な
る
。

い
わ
ゆ
る
「
首
相
支
配
」
を
貫
徹
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
手
段
こ
そ
自
由
な
解
散
権
で
あ
っ
た（

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
首
相
の
自
由
な
解
散
権

を
制
約
す
る
こ
と
は
、
統
治
シ
ス
テ
ム
全
体
へ
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
弊
害
に
気
づ
い
た
英
国
で
は
、
解
散
権
を
縛
る
試
み
が
提
案
さ
れ
、
二
〇
一
二
年
に
「
任
期
固
定
化
法
」
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。

そ
こ
で
次
に
英
国
の
状
況
を
み
て
お
き
た
い
。

（
3
）
英
国
の
場
合

①
一
九
四
五
年
以
降
の
解
散
と
総
選
挙

英
国
下
院
は
、
一
九
一
一
年
の
議
院
法
（the Parliam

ent A
ct （9（（

（
に
よ
り
、
任
期
五
年
と
定
め
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
首
相
は
こ
の
任
期

内
で
い
つ
で
も
解
散
が
で
き
る
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、「
首
相
の
助
言
に
よ
る
国
王
解
散
権
こ
そ
が
憲
法
の
中
核
的
要
素
と
み
な
さ

れ
て
き
た
」
と
ま
で
評
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た（

11
（

。

英
国
の
場
合
、
一
九
四
五
年
六
月
一
五
日
チ
ャ
ー
チ
ル
首
相
に
よ
る
解
散
以
来
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
一
四
日
ま
の
で
間
、
計
二
〇
回

庶
民
院
が
解
散
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
の
中
に
は
、
内
閣
不
信
任
決
議
案
の
可
決
に
よ
る
も
の
が
一
回
（
一
九
七
三
年
三
月
の
キ
ャ
ラ
ハ
ン
首
相
（、
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実
質
的
な
任
期
満
了
に
よ
る
解
散
が
七
回
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
一
九
五
一
年
一
〇
月
ア
ト
リ
ー
首
相
に
よ
る
解
散（

1（
（

、

一
九
六
六
年
三
月
ウ
イ
ル
ソ
ン
首
相
に
よ
る
解
散（

11
（

、
同
じ
く
ウ
イ
ル
ソ
ン
首
相
に
よ
る
一
九
七
四
年
九
月
の
解
散（

11
（

は
、
党
勢
を
立
て
直
し
、

庶
民
院
で
の
多
数
派
獲
得
を
狙
っ
た
解
散
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
解
散
は
、
議
会
運
営
に
苦
し
む
政
府
が
状
況
の
打
開
に
向
け
て
解
散
を

行
っ
た
事
例
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
好
景
気
や
支
持
率
の
高
さ
（
野
党
の
支
持
率
の
低
さ
（
を
に
ら
み
な
が
ら
戦
略
的
な
解
散
が
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
と
し

て
以
下
の
四
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
一
九
八
三
年
五
月
、
保
守
党
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
に
お
け

る
指
導
力
と
そ
の
支
持
率
の
高
さ
を
背
景
に
庶
民
院
を
解
散
し
、
労
働
党
に
圧
勝
し
た（

11
（

。
こ
の
の
ち
労
働
党
は
分
裂
し
、
庶
民
院
に
お
け

る
影
響
力
が
著
し
く
低
下
し
て
い
く
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
、
経
済
政
策
の
効
果
が
現
れ
始
め
、
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
上
向
き
で
あ
っ
た
こ
と

な
ど
を
手
が
か
り
に
し
て
、
一
九
八
七
年
五
月
に
も
解
散
を
行
い
、
総
選
挙
で
三
連
勝
を
果
た
す
。
労
働
党
は
、
政
権
を
失
っ
て
以
来

（
一
九
七
九
年
五
月
（、
総
選
挙
で
四
連
敗
を
喫
し
た
こ
と
に
な
る
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
就
任
か
ら
ブ
レ
ア
首
相
に
よ
る
政
権
交
代
ま
で

一
八
年
間
（
一
九
七
九
年
五
月
〜
一
九
九
七
年
五
月
（
政
権
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
の
後
を
受
け
た
保
守
党
党
首
メ
ー
ジ
ャ
ー
の
退
陣
後
、
首
相
に
就
い
た
の
は
労
働
党
の
ブ
レ
ア
で
あ
っ
た
。
ブ
レ
ア

首
相
は
、
二
〇
〇
一
年
五
月
、
高
い
支
持
率
を
背
景
に
し
て
庶
民
院
を
解
散
し
、
大
勝
を
収
め
た（

11
（

。
ブ
レ
ア
は
二
〇
〇
五
年
五
月
に
も
解

散
を
行
い
、
議
席
を
大
幅
に
減
ら
し
た
も
の
の
政
権
の
維
持
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た（

11
（

。
こ
の
間
保
守
党
は
一
九
九
七
年
五
月
に
政
権
を

失
っ
て
以
来
、
二
〇
一
〇
年
五
月
に
政
権
を
奪
い
返
す
ま
で
一
三
年
間
に
わ
た
り
野
党
の
地
位
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
戦
略
的
解
散
は
、
政
権
の
交
代
を
難
し
く
す
る
。
こ
れ
は
逆
か
ら
い
え
ば
、
安
定
的
政
権
運
営
を
可
能
に
す
る
手
段
と
み

る
こ
と
も
で
き
る
。
安
定
的
、継
続
的
に
政
策
を
実
行
す
る
に
は
与
党
が
有
利
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
解
散
が
最
適
な
戦
略
と
な
る
。
一
方
、
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そ
の
間
野
党
は
負
け
続
け
、
議
会
に
お
け
る
政
権
監
視
の
力
が
低
下
す
る
。
二
大
政
党
制
に
よ
る
対
決
的
民
主
主
義
を
民
主
主
義
の
形
と

し
て
選
択
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
絶
対
的
に
強
い
与
党
を
抑
制
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
議
会
以
外
に
保
障
さ
れ

な
い
限
り
、
多
数
に
よ
る
圧
政
と
い
う
リ
ス
ク
を
避
け
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る（

11
（

。

②
二
〇
一
一
年
任
期
固
定
化
法
の
制
定

a）　

制
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯
と
議
論

制
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯
は
次
の
よ
う
で
あ
る（

11
（

。
一
九
八
三
年
労
働
党
庶
民
院
議
員
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
（A

ustin 

M
itchell

（
は
一
〇
分
間
提
案
ル
ー
ル
（a ten m

inute rule bill

（
を
用
い
て
、
総
選
挙
か
ら
解
散
ま
で
の
期
間
を
四
年
と
定
め
る
必
要
性

に
つ
い
て
発
言
を
行
っ
た
。
一
九
八
六
年
に
は
自
由
党
貴
族
院
議
員
ア
ー
キ
ー
・
カ
ー
ウ
ッ
ド
（A

rchey K
irw

ood

（
が
そ
の
必
要
性
を

サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
に
質
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
九
八
七
年
に
は
同
じ
く
労
働
党
庶
民
院
議
員
ト
ニ
ー
・
バ
ン
ク
ス
（T

ony Bancks

（

も
任
期
固
定
の
必
要
性
に
つ
い
て
主
張
し
て
い
る
。
一
九
九
一
年
に
は
自
由
党
貴
族
院
議
員
チ
ェ
ル
ト
ナ
ム
男
爵
（Lord H

olm
e of 

Cheltenham

（
が
貴
族
院
の
討
論
に
お
い
て
任
期
固
定
の
必
要
性
に
つ
い
て
提
案
し
た
。
こ
れ
ら
が
一
九
九
二
年
の
労
働
党
大
会
で
、

ニ
ー
ル
・
キ
ノ
ッ
ク
（N
eil K

innock

（
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
細
か
な
法
案
と
と
も
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
化
さ
れ
た
。
一
九
九
四
年
に
は
正
式

な
提
案
と
し
て
上
程
さ
れ
た
が
審
議
可
決
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。

一
九
九
七
年
総
選
挙
に
お
い
て
労
働
党
は
、
憲
法
改
革
の
一
環
と
し
て
任
期
固
定
化
法
を
掲
げ
る
も
、
法
律
制
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
と
き
、
反
対
意
見
に
与
し
た
議
員
の
多
く
は
、
権
力
の
中
枢
も
し
く
は
中
枢
に
近
い
議
員
達
で
あ
り
、
賛
成
を
表
明
し
た
議
員
は
中

枢
か
ら
離
れ
た
議
員
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
九
九
八
年
に
は
、現
代
英
国
を
代
表
す
る
憲
法
学
者
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー

ン
（Robert Blackburn

（
が
庶
民
院
内
政
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（Select Com

m
ittee on H

om
e A

ffairs

（
に
お
い
て
選
挙
制
度
全
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般
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
首
相
の
自
由
な
解
散
制
度
に
つ
い
て
、「
総
選
挙
の
時
期
に
関
す
る
こ
の
時
代
錯
誤
的

な
法
状
態
は
、
選
挙
全
体
の
公
正
さ
に
好
ま
し
か
ら
ざ
る
効
果
を
与
え
て
い
る
」
と
の
証
言
を
行
っ
て
い
る（

11
（

。

任
期
固
定
化
法
に
賛
意
を
示
す
主
張
は
、
こ
の
制
度
が
選
挙
に
お
け
る
平
等
を
保
障
し
、
確
実
さ
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
と
力
説
す

る
。
ち
ょ
う
ど
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
が
戦
略
的
な
解
散
権
行
使
を
行
っ
て
い
た
時
期
、
解
散
総
選
挙
は
、
世
論
調
査
を
に
ら
み
与
党
に
有
利

な
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
け
を
選
ん
で
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
選
挙
の
不
公
正
さ
を
助
長
し
、
国
民
の
声
を
操
作
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
、

い
つ
解
散
が
行
わ
れ
る
の
か
不
透
明
な
状
況
で
は
、
お
の
ず
か
ら
選
挙
運
動
が
過
剰
と
な
っ
て
し
ま
う
（exessive electioneering

（。「
不

確
実
さ
は
信
頼
を
損
ね
、
業
務
の
執
行
を
阻
害
す
る
」
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
や
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
エ
ー
で
は
任
期
が

固
定
化
さ
れ
て
い
る
し
、
英
国
で
も
地
方
議
会
の
議
員
は
任
期
が
固
定
化
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
必
要
が
あ
れ
ば
任
期
途
中
の
解
散

も
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
例
外
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
反
対
論
は
、
任
期
の
固
定
が
議
会
運
営
の
柔
軟
さ
を
損
ね
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
も
し
不
信
任
決
議
が
採
択
さ
れ
て
も

内
閣
は
存
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、安
定
多
数
が
得
ら
れ
な
い
状
況
で
の
政
権
運
営
が
強
い
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る「
ハ

ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
」
の
危
険
性
は
回
避
で
き
な
い
。
ま
た
、
任
期
を
固
定
化
し
た
方
が
選
挙
運
動
は
長
期
化
す
る
。
そ
の
例
が
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
、
法
案
と
し
て
提
出
可
決
さ
れ
た
の
は
二
〇
一
一
年
九
月
の
こ
と
で
あ
っ
た（

11
（

。

b）　

法
律
の
内
容

法
律
は
、
ま
ず
「
こ
の
法
律
の
成
立
後
最
初
の
議
会
の
総
選
挙
の
日
程
は
、
二
〇
一
五
年
五
月
七
日
と
す
る
」（
第
一
条
（
（
（（
と
定

め
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
の
総
選
挙
に
つ
い
て
「
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
議
会
の
総
選
挙
期
日
の
属
す
る
暦
年
か
ら
五
年
目
に
当
た

る
暦
年
の
五
月
の
第
一
木
曜
日
」
と
す
る
と
定
め
て
い
る
（
同
（
（
（（。
い
ず
れ
も
五
年
任
期
を
原
則
と
し
て
固
定
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
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次
い
で
法
律
は
、
議
会
の
繰
り
上
げ
総
選
挙
が
可
能
な
場
合
を
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る（

1（
（

。

第
二
条
（
1
）
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
議
会
の
繰
り
上
げ
総
選
挙
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
ａ
）
下
院
が
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
の
決
議
案
を
可
決
し
た
こ
と
。

（
ｂ
）
決
議
案
が
分
列
票
決
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
決
議
案
に
賛
成
し
た
議
員
の
数
が
下
院
の
定
数
（
欠
員

を
含
む
。（
の
三
分
の
二
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
2
）
前
項
（
ａ
）
に
お
い
て
、
当
該
議
決
案
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
「
議
会
の
繰
り
上
げ
総
選
挙
を
行
う
も
の
と
す
る
旨
」

（
3
）
次
に
掲
げ
る
事
実
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
議
会
の
繰
り
上
げ
総
選
挙
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
ａ
）
下
院
が
第
四
項
に
規
定
す
る
様
式
の
決
議
案
を
可
決
す
る
こ
と
。

（
ｂ
）
下
院
が
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
を
可
決
す
る
こ
と
な
く
、
決
議
案
が
可
決
さ
れ
た
日
の
後
一
四
日
が
経
過
す
る
こ
と
。

（
4
）
第
三
項
（
ａ
）
に
お
い
て
、
そ
の
決
議
案
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
「
本
院
は
、
女
王
陛
下
の
政
権
（H

er M
ajesty's Governm

ent

（
を
信
任
し
な
い
」
旨

（
5
）
第
三
項
（
ｂ
）
に
お
い
て
、
そ
の
決
議
案
の
様
式
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
「
本
院
は
、
女
王
陛
下
の
政
権
を
信
任
す
る
」
旨

（
6
）
第
七
項
の
規
定
は
、
一
九
八
三
年
国
民
代
表
法
第
一
附
則
第
一
則
の
日
程
表
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
7
）
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
会
の
総
選
挙
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
選
挙
の
選
挙
期
日
は
、
首
相
の
勧
告
に
基
づ



九
七

解
散
権
制
約
の
法
理
（
橋
本
）

い
て
女
王
陛
下
が
布
告
で
指
定
し
た
日
（
こ
の
指
定
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
す
で
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
総
選
挙
期
日

に
置
き
換
え
ら
れ
る
（
も
の
と
す
る
。

第
三
条

（
1
）
現
に
活
動
中
の
議
会
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
第
二

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
議
会
総
選
挙
の
選
挙
期
日
前
一
七
日
労
働
日
に
当
た
る
日
の
初
め
に
お
い
て
解
散
す
る
。

（
2
）
前
項
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
議
会
は
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

要
約
す
る
と
、英
国
庶
民
院
は
、原
則
と
し
て
任
期
を
五
年
に
固
定
す
る
。
た
だ
し
、議
会
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
り
解
散（early 

dissolution

（
を
決
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
決
議
を
も
っ
て
、
女
王
は
議
会
解
散
の
日
時
を
決
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
首
相
の
解
散
権
は
大
幅
な
制
約
を
受
け
る
ど
こ
ろ
か
、
基
本
的
に
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

c）　

法
律
の
効
果

法
律
制
定
か
ら
四
年
後
の
二
〇
一
五
年
三
月
三
〇
日
、
庶
民
院
は
任
期
満
了
に
よ
る
解
散
と
な
り
、
五
月
七
日
に
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
労
働
党
二
三
二
議
席
、
保
守
党
三
三
一
議
席
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
党
五
六
議
席
、
自
由
民
主
党
八
議
席
な
ど
と
な
り
、

二
〇
一
〇
年
五
月
の
総
選
挙
に
よ
り
政
権
の
座
に
就
い
て
い
た
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
率
い
る
保
守
党
は
過
半
数
ラ
イ
ン
の

三
三
六
議
席
を
五
議
席
下
回
る
少
数
与
党
の
地
位
に
甘
ん
じ
る
こ
と
に
な
っ
た（

11
（

。任
期
固
定
化
法
の
効
果
が
表
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

保
守
党
は
単
独
で
政
権
を
担
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、自
由
民
主
党
と
の
連
立
政
権
に
よ
る
政
権
運
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
総
選
挙
時
の
公
約
と
し
て
、
保
守
党
が
政
権
を
維
持
し
た
場
合
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
離
脱
に
関
し
て
国
民
の
意
思
を

問
う
こ
と
を
掲
げ
て
い
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
に
実
施
さ
れ
た
国
民
投
票
の
結
果
、
予
想
に
反
し
、
離
脱
賛
成

派
が
多
数
と
な
っ
た
責
任
を
取
る
形
で
政
権
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
後
を
継

い
だ
テ
リ
ー
ザ
・
メ
イ
首
相
も
ま
た
政
権
運
営
に
苦
し
み
、
Ｅ
Ｕ
離
脱
交
渉
に
失
敗
し
て
、
政
権
を
退
く
こ
と
に
な
っ
た
。
メ
イ
首
相
は
、

庶
民
院
を
解
散
し
民
意
を
聞
く
機
会
を
求
め
て
い
た
が
、
こ
れ
を
阻
ん
だ
の
が
任
期
固
定
化
法
で
あ
っ
た
。
解
散
に
つ
い
て
、
野
党
労
働

党
の
同
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

11
（

。
政
権
は
レ
ー
ム
ダ
ッ
ク
化
し
、
時
間
だ
け
が
経
過
し
て
い
っ
た（

11
（

。
メ
イ
首
相
は
、
二
〇
一
九

年
七
月
二
三
日
辞
任
し
、
後
任
に
は
、
ボ
リ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ジ
ョ
ン
ソ
ン
首
相
は
、
こ
の
局
面
を
打
開
す
べ
く
、
任
期
固
定
化
法
を
実
質
的
に
回
避
す
る
特
別
法
（Early Parliam

entary general 

election A
ct （0（9

（（
11
（

を
制
定
し
て
議
会
を
解
散
す
る
。
こ
れ
は
、
英
国
に
お
け
る
議
会
主
権（

11
（

を
逆
手
に
と
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
議
会
は

い
か
な
る
法
律
も
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
後
法
は
前
法
に
優
先
す
る
原
則
か
ら
、
任
期
固
定
化
法
の
適
用
が
縮
減
さ
れ
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
特
別
法
に
よ
る
解
散
総
選
挙
は
、
保
守
党
三
六
五
議
席
、
自
由
民
主
党
一
一
議
席
に
対
し
て
労
働
党
は
二
〇
三
議
席
に
止
ま
っ

た
（
11
（

。
d）　

任
期
固
定
化
法
を
ど
う
評
価
す
る
か

法
律
制
定
直
後
か
ら
、
任
期
固
定
化
法
に
対
す
る
批
判
は
あ
っ
た
。
レ
イ
モ
ン
ド
・
ヤ
ン
グ
と
ニ
ク
ラ
ス
・
ト
ー
マ
ス－

シ
モ
ン
ズ

（Raym
ond Y

oung and N
icklaus T

hom
as-Sym

onds

（
は
、
少
数
与
党
に
よ
る
「
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
」
が
政
治
の
行
き
詰
ま
り

（im
passe

（
を
招
き
、
そ
の
隘
路
は
か
つ
て
の
よ
う
に
女
王
の
権
限
に
よ
っ
て
は
脱
出
不
能
と
な
る
と
指
摘
し
て
い
た（

11
（

。
た
し
か
に
、
今

回
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
、
意
思
決
定
の
膠
着
状
態
を
打
開
す
る
た
め
に
は
議
会
を
解
散
す
る
ほ
か
な
く
、
任
期
固
定
化
法
が
そ
の
障



九
九

解
散
権
制
約
の
法
理
（
橋
本
）

害
と
な
っ
た
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う（

11
（

。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
任
期
固
定
化
法
の
み
に
原
因
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
英
国
下
院
選
挙
で

用
い
ら
れ
て
き
た
選
挙
制
度（

11
（

や
伝
統
的
な
対
決
的
民
主
主
義（

1（
（

の
理
念
に
も
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
合
意
に
よ
る
政
治
よ
り
、
多
数
決

に
よ
る
決
定
を
選
ん
で
き
た
政
治
理
念
に
限
界
が
見
え
始
め
て
い
る
こ
と
も
英
国
流
の
議
院
内
閣
制
が
袋
小
路
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
原
因

の
ひ
と
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
多
数
決
型
民
主
主
義
を
根
底
で
支
え
る
同
質
性
が
損
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
で
、
小
選
挙
区
ベ
ー
ス
の
選

挙
制
度
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
の
限
界
も
ま
た
露
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
今
回
の
事
例
は
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
離
脱
と
い
う
例
外
的
な
ト
ピ
ッ
ク
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
軽
視
で
き
な
い
。
議
院

内
閣
制
も
ま
た
代
表
民
主
制
の
一
種
で
あ
る
以
上
、
代
表
者
に
よ
る
統
治
を
原
則
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
民
意
が
忠
実
に
代
表
さ
れ
な

い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
英
国
で
は
国
民
投
票
（
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
（
が
多
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
も
あ
る
。
世
論
は
分
裂

し
、
利
害
は
多
様
化
す
る
が
、
選
挙
制
度
は
そ
れ
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
。
与
党
が
勝
利
す
る
可
能
性
の
高
い
選
挙
に
は
棄
権
が
増
え

る
（
11
（

。そ
の
意
味
で
、
任
期
固
定
化
法
は
、
一
種
の
オ
フ
サ
イ
ド
禁
止
ル
ー
ル
で
も
あ
る
。
有
利
な
地
位
に
あ
る
者
が
有
利
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で

攻
撃
を
仕
掛
け
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
公
正
な
ゲ
ー
ム
は
期
待
で
き
な
い
。
む
し
ろ
ゲ
ー
ム
自
体
成
立
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
こ

れ
に
対
し
て
首
相
の
自
由
な
解
散
権
は
、
一
種
の
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
シ
ー
ド
権
を
現
政
権
に
与
え
る
も
の
と
い
え
る
。
前
者

は
政
権
交
代
の
可
能
性
を
高
め
、
後
者
は
安
定
的
な
政
権
の
永
続
性
を
保
障
す
る
。
こ
れ
ら
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
あ
る
。
前
者
は

ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
招
く
危
険
性
を
、
後
者
は
政
治
腐
敗
を
招
く
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
。
適
切
な
解
は
両
者
の
中
間
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
こ
の
法
律
が
い
く
ど
か
執
行
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
戦
略
的
解
散
権
の
行
使
は
、
濫
用
的

解
散
権
行
使
と
紙
一
重
と
い
え
、
そ
の
正
当
性
に
は
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
党
利
党
略
か
ら
出
た
解
散
権
や



一
〇
〇

対
立
政
党
を
殲
滅
す
る
た
め
に
行
使
さ
れ
る
解
散
権
は
強
い
非
難
を
受
け
て
き
た
の
で
あ
る（

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
解
散
権
の
制
約
は
、
い
か

に
濫
用
的
解
散
を
防
止
し
、
円
滑
な
ゲ
ー
ム
の
遂
行
を
実
現
す
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
日
本
国
憲
法
に

お
け
る
解
散
権
の
制
約
と
そ
の
可
否
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

２　

解
散
権
の
制
約
と
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て

（
1
）
解
散
権
の
制
約

①
政
治
的
な
制
約
と
法
的
な
制
約

ま
ず
、
支
配
的
学
説
で
あ
る
六
九
条
非
限
定
説
も
何
ら
か
の
形
で
解
散
権
に
は
制
約
が
伴
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
主
張
す
る
と

こ
ろ
に
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
①
衆
議
院
で
内
閣
の
重
要
案
件
が
否
決
さ
れ
た
場
合
、
②
連
立
政
権
の
枠
組
み
が

変
更
さ
れ
、
内
閣
の
性
格
が
根
本
的
に
変
わ
っ
た
場
合
、
③
総
選
挙
時
に
は
争
点
と
な
ら
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
国
民
の
意
見
を
聴

く
場
合
、
④
内
閣
の
政
策
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
国
民
の
信
を
問
う
必
要
が
あ
る
場
合
、
⑤
選
挙
法
の
改
正
が
あ
っ
た
場
合
な
ど
に
限
り

衆
議
院
の
解
散
が
可
能
で
あ
る
旨
述
べ
る
も
の
が
多
い（

11
（

。
明
治
憲
法
下
に
お
い
て
も
美
濃
部
達
吉
は
、
解
散
権
行
使
に
は
相
応
の
理
由
が

必
要
で
あ
り
、
そ
の
理
由
を
明
示
し
て
解
散
が
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
た
の
で（

11
（

、
非
限
界
説
と
い
え
ど
も
、
解
散
権
は
内
閣
不

信
任
決
議
案
の
可
決
（
信
任
案
の
否
決
（
の
場
合
に
は
止
ま
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
解
散
に
は
相
応
の
理
由
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
立

場
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
の
制
約
は
法
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
結
局
、
解
散
理
由
の
合
理
性
や
必
要
性
は
内
閣
に
お
い
て
判
断
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
制
約
を
語
る
意
味
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
一
歩
進
ん
で
、
解
散
権
行
使
に
は
憲
法
習
律
の
枠
が
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あ
る
と
主
張
し
た
学
説
が
登
場
す
る
。
深
瀬
忠
一
は
、「
内
閣
の
解
散
権
行
使
に
は
、
こ
の
制
度
が
予
定
す
る
本
質
と
、
我
が
国
及
び
諸

外
国
の
解
散
制
の
歴
史
及
び
経
験
か
ら
帰
納
さ
れ
る
、憲
法
習
律
と
も
い
う
べ
き
制
約
が
課
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、前
述
し
た
事
例
（
①

〜
⑤
（
に
相
当
す
る
制
約
が
課
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る（

11
（

。
ま
た
、
最
近
で
は
、
大
石
眞
も
習
律
に
よ
る
制
約
と
い
う
考
え
方
を
憲

法
（
統
治
機
構
（
に
関
す
る
解
釈
に
取
り
入
れ
る
べ
き
旨
述
べ
て
い
る（

11
（

。

②
憲
法
習
律
に
よ
る
制
約

憲
法
習
律
（constitutional convention

（
の
考
え
方
は
、
英
国
憲
法
の
解
釈
運
用
に
際
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
用
語
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
概
念
化
し
た
の
は
ダ
イ
シ
ー
（A

. V
. D

icey

（
で
あ
っ
た
。
ダ
イ
シ
ー
は
、
一
九
世
紀
半
ば
の
政
権
交
代
（
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
と
グ
ラ
ッ
ド
ス

ト
ー
ン
（
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
き
か
ら
、
議
会
に
対
す
る
首
相
の
責
任
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
議
院
内
閣
制
を
発
展
さ
せ
た
と
述
べ
て
い

る
（
11
（

。
英
国
に
は
成
文
憲
法
が
な
い
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
憲
法
的
法
律
が
複
数
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
法
律
の
解
釈
運
用
を
通
じ
て
、
あ
る

い
は
憲
法
的
法
律
の
欠
缺
を
埋
め
合
わ
せ
る
「
経
験
（experience

（」
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
守
る
べ
き
ル
ー
ル
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
大
臣
の
議
会
に
対
す
る
責
任
が
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る（

11
（

。

し
か
し
、
習
律
は
規
範
で
は
あ
る
が
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
執
行
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
習
律
と
は
何
か
、
そ
の
規
範
性
を
ど
う
評
価
す

る
の
か
に
つ
い
て
も
意
見
が
分
か
れ
る
。
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
実
務
（practice

（
が
そ
れ
自
体
で
規
範
（
習
律
（
と
な
る
の
か
。
積
み

重
ね
ら
れ
て
き
た
実
務
が
規
範
と
な
る
の
は
、
そ
の
実
務
に
規
範
性
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
か
。
実
務
そ
れ
自
体
が
規

範
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
憲
法
的
法
律
に
反
す
る
実
務
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
場
合
、
い
わ
ば
一
種
の
変
遷
と
み
る
の
か
。
習
律
と
し

て
一
定
の
規
範
性
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
務
の
内
容
が
一
定
の
合
理
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
事
実
と
し

て
あ
る
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
ひ
と
つ
の
先
例
に
は
な
る
が
、
す
べ
て
の
行
為
が
ル
ー
ル
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
」（

（11
（

。
習
律
そ
の



一
〇
二

も
の
が
き
わ
め
て
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
概
念
で
あ
る
。

ま
た
、
習
律
概
念
が
形
成
さ
れ
た
英
国
と
は
異
な
り
、
日
本
国
憲
法
に
は
包
括
的
な
成
文
憲
法
が
存
在
す
る
。
憲
法
的
法
律
の
解
釈
運

用
を
補
う
習
律
な
る
概
念
を
成
文
憲
法
の
国
に
適
用
す
る
こ
と
は
妥
当
な
の
か
に
つ
い
て
も
疑
問
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
深
瀬
の
い
う
習
律

は
、
議
会
制
民
主
主
義
形
成
の
歴
史
か
ら
得
ら
れ
た
叡
智
に
近
い
が
、
ダ
イ
シ
ー
や
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
の
習
律
は
、
一
国
の
政
治
制
度
を
運

用
す
る
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
智
慧
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
民
主
主
義
に
と
っ
て
の
習
律
と
い
う
も

の
を
観
念
す
る
こ
と
は
大
変
魅
力
的
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
共
有
さ
れ
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
解
散
権
行
使
に
枠
を
は
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
方
法
に
よ
る
し
か
な
い
。

（
2
）
法
律
に
よ
る
解
散
権
制
約

解
散
権
を
制
約
す
る
た
め
に
は
憲
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
の
立
場
を
と
ら
な
い
。
も
と
も
と
日
本

国
憲
法
は
内
閣
に
無
制
約
な
解
散
権
を
与
え
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
由
な
解
散
権
を
内
閣
に
認
め
た
の
は
、
日
本
国
憲
法
で
は
な

く
、
戦
後
展
開
さ
れ
た
支
配
的
憲
法
学
説
で
あ
っ
た
。
支
配
的
な
学
説
で
あ
る
無
制
約
説
は
、
二
〇
世
紀
半
ば
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
英
国

型
議
院
内
閣
制
の
幻
影
を
い
ま
だ
に
追
い
求
め
続
け
て
い
る
と
評
す
る
ほ
か
な
い（

（1（
（

。
英
国
型
議
院
内
閣
制
も
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
て
い
る

の
で
あ
る（

（10
（

。
内
閣
（
英
国
の
場
合
は
首
相
（
の
自
由
な
解
散
権
を
認
め
て
き
た
英
国
で
す
ら
、
法
律
に
よ
っ
て
こ
れ
に
縛
り
を
か
け
よ
う
と

し
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
も
同
様
な
試
み
が
行
わ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

日
本
国
憲
法
に
は
内
閣
の
解
散
権
を
無
制
約
に
認
め
る
条
文
は
存
在
し
な
い
。
逆
に
こ
れ
を
限
定
す
る
趣
旨
で
定
め
ら
れ
た
六
九
条
が

存
在
す
る
。
ま
た
、
解
散
の
実
質
的
決
定
権
を
示
唆
す
る
文
言
は
憲
法
七
三
条
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
一
方
、
解
散
権
は
内
閣
と
衆
議
院
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と
の
間
で
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
実
は
与
党
と
野
党
と
の
間
で
行
わ
れ
る
、
政
権
獲
得
の
た
め
の
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
ゲ
ー
ム
の
審
判
で
あ

る
有
権
者
は
、
与
野
党
間
で
行
わ
れ
る
政
策
論
争
や
対
立
の
状
況
を
踏
ま
え
て
審
判
を
下
す
。
こ
れ
は
す
ぐ
れ
て
衆
議
院
内
部
の
ゲ
ー
ム

の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
国
会
法
第
二
章
の
中
に
、
も
し
く
は
そ
の
後
に
追
加
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
改
正

は
憲
法
上
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
法
改
正
の
合
憲
性
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
ま
さ
し
く
そ
れ
は
立
法

裁
量
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る
と
い
え
る
。
追
加
さ
れ
る
べ
き
項
目
は
、
六
九
条
所
定
の
場
合
以
外
の
解
散
事
由
、
衆
議
院
に
お
け
る
解
散

の
決
議
要
件
、
解
散
決
議
か
ら
内
閣
の
助
言
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
、
国
民
に
判
断
を
仰
ぐ
べ
き
争
点
提
示
の
方
法

も
あ
り
得
よ
う
。
衆
議
院
内
部
の
事
柄
に
つ
い
て
国
会
法
に
盛
り
込
む
こ
と
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
解
散
が
総
選
挙
に
つ

な
が
り
、
国
民
の
投
票
権
と
も
連
動
す
る
と
こ
ろ
か
ら
法
律
事
項
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。

結　
　
　

論

本
稿
を
結
ぶ
に
際
し
て
、
ふ
た
つ
の
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
日
本
国
憲
法
は
英
国
型
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
は
な
い
。

わ
が
国
の
議
会
制
度
を
英
国
流
と
し
た
の
は
日
本
国
憲
法
で
は
な
く
、
憲
法
学
者
で
あ
っ
た（

（10
（

。
他
方
で
、
戦
後
の
支
配
的
憲
法
学
説
が
模

範
と
し
た
英
国
型
議
院
内
閣
制
は
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
時
代
や
社
会
の
変
化
に
合
わ
せ
て
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
。

私
た
ち
の
先
輩
が
模
範
と
し
て
追
い
求
め
た
理
想
の
議
院
内
閣
制
は
も
は
や
英
国
に
は
存
在
し
な
い
。
内
閣
の
自
由
な
解
散
権
な
る
概
念

は
英
国
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
や
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
が
政
権
を
争
い
、
政
党
制
の
発
展
と
と
も
に
築
き
上
げ

ら
れ
た
英
国
型
議
院
内
閣
制
は
、
少
な
く
と
も
一
九
八
〇
年
前
後
に
は
大
き
な
変
容
を
被
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



一
〇
四

議
院
内
閣
制
に
英
国
型
と
フ
ラ
ン
ス
型
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
議
院
内
閣
制
と
は
、
政
府
が
議
会
多
数
派
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
制
度

以
上
の
も
の
で
は
な
い（

（10
（

。
そ
の
機
能
が
各
国
に
よ
っ
て
異
な
る
の
は
、
政
治
を
支
え
る
諸
制
度
、
と
り
わ
け
選
挙
制
度
と
政
党
の
状
況
に

よ
る（

（10
（

。
自
由
な
解
散
権
と
特
定
の
選
挙
制
度
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
と
き
、
戦
略
的
（
な
か
ば
濫
用
的
（
解
散
権
の
行
使
に
よ
っ
て
、
民
主

主
義
は
崩
壊
の
危
機
に
直
面
す
る
。
勝
ち
続
け
る
与
党
と
負
け
続
け
る
野
党
が
固
定
化
す
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

健
全
な
民
主
主
義
や
議
会
制
の
存
続
の
た
め
に
は
解
散
権
を
制
約
す
る
必
要
が
あ
る
。
二
〇
一
一
年
議
会
任
期
固
定
化
法
は
、
こ
の
試
み

の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

日
本
国
憲
法
の
条
文
上
、
解
散
権
を
制
約
す
る
障
壁
は
存
在
し
な
い
。「
す
な
お
な
解
釈
」（

（10
（

を
す
れ
ば
、
宮
澤
俊
義
と
は
逆
の
結
論
に

達
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
衆
議
院
議
長
を
務
め
た
保
利
茂
は
、
解
散
権
行
使
が
原
則
と
し
て
六
九
条
の
場
合
に
限
ら
れ
る

と
し
な
が
ら
、
仮
に
こ
れ
以
外
の
理
由
で
解
散
が
行
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
六
九
条
に
匹
敵
す
る
理
由
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
「
主
権
者
で
あ
る
国
民
の
直
接
選
挙
で
選
ば
れ
、
国
民
の
厳
粛
な
信
託
の
も
と
に
、
国
政
審
議
を
行
う
責
任
と
義
務
を
負
っ
て
い

る
衆
議
院
に
対
し
て
、
特
別
の
理
由
も
な
い
の
に
、
行
政
府
が
一
方
的
に
解
散
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
憲
法
上
の
権
利

の
濫
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」
と
述
べ
て
い
る（

（10
（

。
こ
こ
で
、
保
利
は
解
散
権
の
制
約
が
憲
法
上
の
制
約
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

に
注
目
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か（

（10
（

。
そ
の
意
味
で
、
権
利
の
濫
用
を
禁
止
す
る
規
範
を
作
る
の
は
国
会
の
権
能
で
も
あ
り
法
的
責
務
で
も

あ
る
。

（
1
）
橋
本
公
亘
『
日
本
国
憲
法
［
改
訂
版
］』（
一
九
八
八
年
）
五
八
七
頁
。

（
2
）
諸
外
国
の
解
散
制
度
に
つ
い
て
は
、
高
澤
美
有
紀
「
主
要
国
議
会
の
解
散
制
度
」
国
立
国
会
図
書
館
調
査
と
情
報
第
九
二
三
号
が
詳
し
い
。



一
〇
五

解
散
権
制
約
の
法
理
（
橋
本
）

（
3
）
し
た
が
っ
て
、解
散
権
が
権
力
分
立
に
傾
斜
し
た
場
合
、一
九
世
紀
ま
で
の
英
国
型
の
運
用
へ
向
か
い
、民
主
主
義
に
傾
い
た
場
合
、
そ
れ
は
高

橋
和
之
の
い
う
「
国
民
内
閣
制
」
的
運
用
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。Pierre A

lbertini,Le D
roit de D

issolution et les systém
es 

constitutuinnells francais,p.14

（（1977

）.

高
橋
和
之
『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』
四
一
頁
（
一
九
九
四
年
）、
同
『
現
代
立
憲
主
義
の

制
度
構
想
』
一
一
七
頁
（
二
〇
〇
六
年
）。
ま
た
、
解
散
権
の
目
的
、
機
能
が
多
元
化
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
長
谷
部
恭
男
「
現
代
議
会

政
に
お
け
る
解
散
権
の
役
割
（
１
）・（
２
完
）」
国
家
学
会
雑
誌
九
七
巻
一
・
二
号
、
三
・
四
号
（
一
九
八
四
年
）
参
照
。

（
4
）B.S.M

arkesinis,T
he T

heory and practice of D
issolution of Parliam

ent,A
 com

parative study w
ith special reference to 

the U
nited K

ingdom
 and Greece experience,pp.26

─29

（1972

）.

（
5
）Ivor Jennings,Cabinet Governm

ent,3rd.ed.p.412 （1959

）.

な
お
、
一
九
世
紀
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
の
英
国
に
お
け
る
解
散

権
に
つ
い
て
詳
述
し
た
も
の
と
し
て
、Chi K

ao W
ang,D

issolution of the British Parliam
ent 1832

─1931 （1934

）
が
あ
る
。
英
国
の
み

な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
解
散
権
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
家
元
首
の
解
散
権
を
前
提
に
し
て
、
誰
が
実
質
的
に
中
身
を
決
定
で
き
る
か

が
問
わ
れ
続
け
て
き
た
。
そ
の
際
、
元
首
の
解
散
権
は
単
に
名
目
的
な
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
元
首
に
実
質
的
解
散

決
定
権
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
が
（
首
相
の
助
言
に
よ
っ
て
）
い
か
に
制
約
さ
れ
る
の
か
が
い
ま
だ
大
き
な
論
点
な
の
で
あ
る
。

（
6
）
解
釈
を
俯
瞰
的
に
整
理
す
る
も
の
と
し
て
、
上
田
健
介
「
衆
議
院
解
散
権
の
根
拠
と
限
界
」
大
石
眞
・
石
川
健
治
編
『
憲
法
の
争
点
』（
二
〇
〇

八
年
）
二
四
二
頁
。

（
7
）
佐
藤
功
『
日
本
国
憲
法
概
説
〈
全
訂
第
五
版
〉』（
一
九
九
六
年
）
四
一
四
頁
。
以
下
、
佐
藤
・
概
説
と
の
み
記
す
。

（
8
）
佐
藤
・
既
説
四
一
五
頁
。

（
9
）
た
だ
し
、
宮
澤
俊
義
は
、
こ
れ
を
実
質
的
決
定
権
と
と
ら
え
て
い
る
。
宮
澤
俊
義
・
芦
部
信
喜
『
全
訂
日
本
国
憲
法
』（
一
九
七
八
年
）
一
二

一
頁
（
以
下
「
宮
澤
・
全
訂
」
と
す
る
）。
宮
澤
は
、
第
六
九
条
限
定
説
に
対
し
て
、「
憲
法
第
六
九
条
は
、
内
閣
が
解
散
を
決
定
す
る
権
を
も
つ

と
す
る
趣
旨
を
定
め
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
解
散
の
実
質
的
決
定
権
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
い
う
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
場
合
に
、
内
閣
が
決
定
権
を
も
つ
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
第
六
九
条
以
外
に
根
拠
を
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
点
は
少
し
も
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
」
と
主
張
す
る
。
第
六
九
条
は
衆
議
院
を
解
散
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
の
定
め
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
解
散
の
実
質

的
決
定
権
が
内
閣
に
帰
属
す
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
同
一
二
二
頁
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
主
張
は
、
解

散
の
実
質
的
決
定
権
の
所
在
に
関
す
る
批
判
で
あ
っ
て
、
翻
っ
て
「
助
言
と
承
認
」
に
実
質
的
決
定
権
を
読
み
込
む
こ
と
が
成
功
し
て
い
る
わ
け



一
〇
六

で
は
な
い
。
こ
の
問
題
が
憲
法
の
欠
缺
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

（
10
）
佐
藤
功
「
解
散
を
め
ぐ
る
憲
法
論
争
」『
憲
法
解
釈
の
諸
問
題
第
一
巻
』（
一
九
五
三
年
）一
六
五
頁
。
以
下
、「
佐
藤
・
論
争
」
と
し
て
掲
げ
る
。

（
11
）
長
谷
川
正
安
「
解
散
論
争
の
盲
点
─
佐
藤
功
氏
の
所
説
を
契
機
と
し
て
─
」
清
水
睦
編
『
文
献
選
集
日
本
国
憲
法
一
〇
議
会
制
民
主
主
義
』（
一

九
七
七
年
）
二
六
三
─
四
頁
。

（
12
）
佐
藤
・
概
説
四
一
四
頁
。

（
13
）
宮
澤
俊
義
「
解
散
の
法
理
」『
憲
法
と
政
治
制
度
』（
一
九
六
八
年
）
八
九
頁
。

（
14
）
佐
藤
・
概
説
四
一
七
頁
。

（
15
）
佐
藤
・
論
争
一
五
九
─
一
六
〇
頁
。

（
16
）
佐
藤
功
「
憲
法
問
題
の
視
点
と
論
点
６
─
解
散
権
濫
用
の
戒
め
─
保
利
茂
の
遺
稿
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
１
一
九
七
九
年
六
月
号
三
〇
頁
。

（
17
）
内
閣
法
制
局
参
与
と
し
て
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
に
深
く
関
わ
っ
た
佐
藤
功
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
考
え
方
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

佐
藤
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
第
六
九
条
限
定
説
を
認
識
し
な
が
ら
、
あ
え
て
こ
れ
を
退
け
、
非
限
定
説
に
立
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
解
散
権
論
争

が
す
ぐ
れ
て
政
治
闘
争
の
色
彩
を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
原
意
や
条
文
よ
り
比
較
憲
法
史
的
な
解
釈
方
法
も
し
く
は
理
念
的
な
解

釈
方
法
を
採
用
し
た
結
果
が
佐
藤
の
解
散
権
解
釈
に
反
映
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
君
主
制
に
通
暁
し
、
解
散
権
が
国
王
大
権
か
ら
離
れ
、
民

意
を
聞
く
制
度
へ
と
変
貌
し
て
き
た
過
程
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
英
国
型
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
解
散
権
を
理
想
と
考
え
た
と
も
い
え
よ

う
。
あ
る
い
は
、
戦
中
の
困
難
な
時
期
を
経
験
し
、
や
が
て
新
し
い
憲
法
の
担
い
手
と
な
っ
た
佐
藤
の
矜
恃
と
い
う
も
の
が
こ
の
解
釈
に
表
れ
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
18
）
清
宮
四
郎
『
憲
法
Ⅰ
』（
一
九
七
一
年
）
二
二
六
頁
。

（
19
）
同
二
二
七
頁
。

（
20
）
同
二
二
八
頁
。

（
21
）
こ
の
区
別
が
内
閣
に
実
質
的
決
定
権
を
認
め
る
た
め
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
な
ぜ
こ
の
区
別
が
正
当
化
で
き
る
の
か

に
つ
い
て
清
宮
説
は
語
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
。
む
し
ろ
、こ
れ
も
ま
た
英
国
議
会
に
お
け
る
大
臣
助
言
制
度
と
そ
れ
を
受
け
て
行
わ
れ
る
国
王
（
女

王
）
の
解
散
詔
書
作
成
と
い
う
実
例
に
範
を
と
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
22
）
同
二
二
八
─
九
頁
。



一
〇
七

解
散
権
制
約
の
法
理
（
橋
本
）

（
23
）
同
二
二
九
頁
。

（
24
）
同
二
三
〇
頁
。

（
25
）
同
二
三
〇
─
二
三
一
頁
。

（
26
）
同
二
三
二
頁
。

（
27
）
西
口
照
男
「
衆
議
院
の
解
散
に
つ
い
て
─
い
わ
ゆ
る
『
明
治
憲
法
の
天
皇
制
下
に
お
け
る
衆
議
院
の
解
散
』
の
反
省
と
批
判
を
中
心
と
し
て
─
」

長
崎
大
学
経
営
と
経
済
三
十
二
巻
一
号
九
一
頁
（
一
九
五
二
年
）。

（
28
）
宮
澤
前
掲
八
七
頁
。

（
29
）
美
濃
部
達
吉
『
逐
条
憲
法
精
義
全
』
一
九
二
頁
（
一
九
三
四
年
）。

（
30
）
同
一
九
五
頁
。

（
31
）SW

N
CC-228 N

o.15
覚
書
、
高
柳
賢
三
・
大
友
一
郎
・
田
中
英
夫
編
著
『
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
Ⅱ
解
説
』
二
二
〇
頁
。

（
32
）
小
島
和
司
「
衆
議
院
解
散
権
」『
憲
法
学
講
話
』
一
五
三
頁
。

（
33
）
同
一
六
三
頁
。

（
34
）
た
だ
し
、
原
意
に
沿
っ
た
解
釈
を
採
用
し
て
も
、
宮
澤
が
指
摘
す
る
、
解
散
権
の
実
質
的
決
定
権
の
所
在
を
示
す
条
文
は
な
い
。
こ
れ
を
小
島

は
「
欠
缺
」
と
呼
ん
だ
。
同
一
五
六
頁
。

（
35
）Philippe Lauvaux,La D

issolusion des A
ssem

bés Parlem
entaires,pp.59

─76 （1983

）.

（
36
）Lauvaux,op.cit.p.34.

（
37
）
最
大
判
昭
和
三
五
年
六
月
八
日
民
集
十
四
巻
七
号
一
二
〇
六
頁
。

（
38
）
最
大
判
昭
和
二
八
年
四
月
一
五
日
民
集
七
巻
四
号
三
〇
五
頁
。

（
39
）
同
上
。

（
40
）
同
上
。

（
41
）
同
上
。
林
知
更
「
立
法
権
と
議
院
内
閣
制
」
安
西
文
雄
他
『
憲
法
学
の
現
代
的
論
点
』
一
三
七
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
は
、「
日
本
国
憲
法
が
い

か
な
る
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
い
る
か
は
、
憲
法
上
の
諸
規
程
の
解
釈
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
ほ
か
な
く
、
こ
の
際
に
結
論
を
先
取
り
す

る
議
論
は
循
環
論
法
に
陥
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。



一
〇
八

（
42
）
樋
口
陽
一
『
憲
法
Ⅰ
』
三
一
二
頁
（
一
九
九
八
年
）。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
実
例
で
あ
っ
て
、
正
当
な
規
範
の
結
果
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い

と
い
う
趣
旨
と
し
て
も
理
解
で
き
る
。
実
例
（practice

）
が
た
だ
ち
に
規
範
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
は
英
国
憲
法
の
解
釈
で
も
同
様
で
あ
る
。

（
43
）
こ
の
こ
と
は
、
解
散
権
論
争
に
お
い
て
長
谷
川
論
文
が
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
長
谷
川
前
掲
二
六
九
頁
。

（
44
）Lauvaux,op.cit.p.42.

樋
口
陽
一
『
比
較
憲
法
〔
全
訂
第
三
版
〕』
二
〇
二
頁
（
一
九
九
二
年
）。

（
45
）
佐
藤
・
論
争
一
六
五
頁
お
よ
び
一
七
八
─
九
頁
。

（
46
）
ベ
ル
ギ
ー
共
和
国
憲
法
一
九
五
条
二
項
。

（
47
）Lauvaux,op.cit.p.76.

（
48
）
宮
澤
・
全
訂
一
二
三
頁
。

（
49
）
樋
口
前
掲
三
一
一
頁
。

（
50
）
長
谷
川
前
掲
二
六
八
頁
。

（
51
）
同
二
六
九
頁
。
そ
の
意
味
で
は
、
条
文
全
体
の
構
造
か
ら
す
る
と
、
日
本
国
憲
法
が
採
用
し
よ
う
と
し
た
政
治
制
度
は
国
会
優
位
の
議
会
統
治

制
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
憲
法
下
に
お
い
て
解
散
権
が
使
わ
れ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
王
政
復
古
期
以

降
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
治
的
混
乱
へ
回
帰
す
る
こ
と
へ
の
警
戒
感
が
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
同
時
に
一
八
七
五
年
憲
法
制
定
会
議
に
お
け
る

ル
ソ
ー
的
な
立
法
権
優
位
の
政
治
制
度
へ
の
こ
だ
わ
り
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
立
法
権
優
位
の
共
和
政
体
の
中
に
英
国
流
の

議
院
内
閣
制
を
導
入
し
て
み
る
と
い
う
、
い
わ
ば
一
種
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
試
み
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。Lauvaux,op.

cit.pp.34

─5.

な
お
、
四
一
条
を
政
治
的
美
称
と
片
付
け
た
こ
と
も
ま
た
戦
後
の
支
配
的
憲
法
学
説
の
特
徴
で
も
あ
る
。

（
52
）
毎
日
新
聞
昭
和
二
七
年
八
月
二
十
九
日
第
四
版
二
頁
。

（
53
）
毎
日
新
聞
昭
和
二
八
年
三
月
十
五
日
第
十
三
版
一
頁
。
不
信
任
案
へ
の
賛
成
二
百
二
十
九
票
、
反
対
二
百
十
八
票
で
あ
っ
た
。

（
54
）
毎
日
新
聞
昭
和
三
〇
年
一
月
二
十
五
日
第
十
三
版
一
頁
。

（
55
）
毎
日
新
聞
昭
和
三
三
年
四
月
二
六
日
第
十
三
版
一
頁
。
一
般
的
に
は
「
安
保
解
散
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
56
）
解
散
期
日
前
に
、
各
党
の
党
首
が
総
選
挙
の
争
点
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
場
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
前
尾
茂
三
郎
自
民
党
幹
事
長
は
、

総
選
挙
が
「（
所
得
）
倍
増
策
に
『
信
』
問
う
」
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
毎
日
新
聞
昭
和
三
八
年
一
〇
月
二
四
日
第
十
三
版
一
頁
。

（
57
）
毎
日
新
聞
昭
和
三
五
年
一
〇
月
二
五
日
第
十
三
版
一
頁
。



一
〇
九

解
散
権
制
約
の
法
理
（
橋
本
）

（
58
）
毎
日
新
聞
昭
和
四
一
年
一
二
月
二
七
日
夕
刊
第
四
版
一
頁
。

（
59
）
毎
日
新
聞
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
日
第
一
四
版
一
頁
。
紙
面
は
、
こ
の
時
期
に
解
散
が
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
状
況
で
、
各
党
と
も
選
挙
態

勢
が
整
っ
て
い
た
旨
を
報
じ
て
い
る
。

（
60
）
毎
日
新
聞
昭
和
四
七
年
一
一
月
一
三
日
夕
刊
二
頁
。

（
61
）
毎
日
新
聞
昭
和
五
八
年
一
一
月
二
八
日
第
一
四
版
一
頁
。

（
62
）
毎
日
新
聞
昭
和
六
一
年
六
月
二
日
夕
刊
第
四
版
一
頁
。

（
53
）
「
衆
議
院
・
参
議
院
選
挙
の
歴
史
」nhk.or.jp/sennkyo/datebase/history/

（
二
〇
二
〇
年
二
月
二
七
日
視
聴
）。

（
64
）
同
上
。

（
65
）
戦
略
的
解
散
の
概
念
に
つ
い
て
は
、K

aare Strom
 and Stephen M

.Sw
indle,T

he Strategic U
se of Parliam

entary D
issolution 

Prepared for presentation in w
orkshop on "Parliam

entary Control of the Exective,directed by T
hom

as D
.Lancaster and 

M
anuel Sanchez de D

ios,at the Joint Sessions of W
orkshops of the European Consortium

 for Political Research,Copenhagen, 
A

pril 14

─19 2000.p.5

お
よ
びK

arre Srrom
 and Stephen M

.Sw
indle,Strategic Parliam

ent D
issolution,T

he A
m

erican Political  
Science Review

,vol.96,N
o.3

（Sep.2002
）.pp.575

─591.

を
参
照
し
た
。

（
66
）
同
上
。

（
67
）
こ
の
こ
と
は
竹
中
治
堅
『
首
相
支
配
─
日
本
政
治
の
変
貌
』（
二
〇
〇
六
年
）
が
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
。

（
68
）
英
国
議
会
（
と
り
わ
け
庶
民
院
）
の
歴
史
は
任
期
獲
得
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
。
一
七
一
五
年
七
年
任
期
法
（Septennial A

ct 1715

）
の
制
定

ま
で
は
任
期
は
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
。
同
法
制
定
か
ら
お
よ
そ
二
〇
〇
年
間
は
国
王
の
解
散
権
と
の
闘
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
そ
の
結
果
下
院
優

位
の
議
会
制
が
完
成
し
た
。
七
年
任
期
法
は
、
一
九
一
一
年
に
議
会
法
（the Parliam

ent A
ct 1911

）
に
よ
り
改
正
さ
れ
、
現
在
の
任
期
で
あ

る
五
年
が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。

（
69
）Peter Leyland,T

he Constitution of the U
nited K

ingdom
 A

 Contextual A
nalysis,p.159

（2016

）.

（
70
）
英
国
の
事
例
を
含
め
、
イ
タ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
解
散
制
度
に
つ
い
て
明
快
に
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
高
澤
美
有
紀
前
掲
。

英
国
の
解
散
事
例
に
つ
い
て
は
、
本
資
料
を
参
考
に
し
た
。

（
71
）
梅
川
正
美
・
阪
野
智
一
・
力
久
昌
幸
編
著
『
イ
ギ
リ
ス
現
代
政
治
史
［
第
二
版
］』
三
五
頁
（
梅
津
實
執
筆
）（
二
〇
一
六
年
）。



一
一
〇

（
72
）
同
九
八
頁
（
力
久
昌
幸
執
筆
）。
そ
の
結
果
ウ
イ
ル
ソ
ン
首
相
は
多
数
派
獲
得
に
成
功
し
た
。

（
73
）
庶
民
院
は
こ
れ
よ
り
七
ヶ
月
前
の
二
月
に
も
解
散
さ
れ
て
お
り
（
ヒ
ー
ス
首
相
に
よ
る
も
の
）、
一
年
で
二
回
総
選
挙
が
行
わ
れ
る
と
い
う
異

例
の
事
態
で
あ
っ
た
。
一
九
七
四
年
一
〇
月
一
〇
日
に
実
施
さ
れ
た
総
選
挙
の
結
果
は
、
労
働
党
が
辛
勝
し
て
い
る
（
全
野
党
と
三
議
席
の
差
）。

（
74
）
同
一
七
〇
─
七
一
頁
（
小
堀
眞
裕
執
筆
）。

（
75
）
君
塚
直
隆
『
物
語
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
（
下
）』
中
公
新
書
二
一
八
頁
。

（
76
）
同
上
。
ブ
レ
ア
は
、
後
に
、
二
〇
〇
五
年
総
選
挙
の
際
、
労
働
党
大
勝
の
調
査
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
後
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
突
如
政
権
批
判
を
行
う
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。そ
の
結
果
、前
回
総
選
挙
で
獲
得
し
た
四
一
二
議
席
は
三
五
六
議
席
へ
と
大
幅
に
減
少
し
た
。ト
ニ
ー
・

ブ
レ
ア
『
ブ
レ
ア
回
想
録
下
』（
石
塚
雅
彦
訳
）
二
五
五
頁
（
二
〇
一
一
年
）。

（
77
）
こ
の
過
程
を
入
念
に
描
き
出
す
も
の
と
し
て
、
高
安
健
将
『
議
院
内
閣
制
─
変
貌
す
る
英
国
モ
デ
ル
』
中
公
新
書
（
二
〇
一
八
年
）。

（
78
）Philip N

orton

（Lord N
orton of Louth

）,W
ould fixed-term

 Parliam
ent enhance dem

ocracy? in Lynton Robins and Bill Jones, 
D

ebates in British politics today,pp.122

─4

（2000

）.

（
79
）Robert Blackburn,M

em
orandum

,p.8. H
ousse of Com

m
ons-H

om
e A

ffars-A
ppendices to M

inutes of Evidence

（volum
eⅡ

）. 
htm

l.

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
、一
九
九
五
年
の
時
点
で
も
任
期
固
定
化
を
法
制
化
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
。Blackburn,T

he Electoral 
System

 in Britain,pp.63

─4

（1995

）.

（
80
）
小
松
浩
「
イ
ギ
リ
ス
連
立
政
権
と
解
散
権
制
限
立
法
の
成
立
」
立
命
館
法
学
二
〇
一
二
年
一
号
（
三
四
一
号
）
六
─
九
頁
も
参
照
。

（
81
）
法
律
の
訳
文
に
つ
い
て
は
、河
島
太
朗
「
イ
ギ
リ
ス
の
２
０
１
１
年
議
会
任
期
固
定
化
法
」
外
国
の
立
法
２
５
４
（2012.12

）
を
基
礎
と
し
た
。

な
お
、
こ
の
文
献
は
、
任
期
固
定
化
法
に
関
す
る
も
っ
と
も
包
括
的
で
詳
細
な
検
討
を
施
す
も
の
で
あ
り
、
本
稿
も
ま
た
お
お
き
な
示
唆
を
得
て

い
る
。
な
お
、
原
文
に
つ
い
て
は
、Richard K

elly,Fixed-term
 Parliam

ent A
ct 2011,H

ouse of Com
m

ons Library,Briefing Paper 
N

o.6 0611,27 A
pril 2017

な
ど
を
参
照
。

（
82
）the guardian-com

/politics/ng-interactive/2015/m
ay/07/live/uk-election-results-in-full

（
二
〇
二
〇
年
二
月
二
九
日
視
聴
）。

（
83
）
芹
川
洋
一
「
政
治
は
や
は
り
英
国
に
学
べ
」
日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
九
年
七
月
二
二
日
号
。

（
84
）
任
期
固
定
化
法
に
対
す
る
批
判
的
評
価
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、U

K
 N

ew
s Sep.4.2019 W

hat is the Fixed-T
erm

 Parliam
ents 

A
ct and w

hy does it m
atter? https:w

w
w

.thew
eek.co.uk/86039/fixed-term

-parliam
ent-act-w

hat-is-it-and-w
hy-does-it-m

atter
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一
一

解
散
権
制
約
の
法
理
（
橋
本
）

（
二
〇
一
九
年
九
月
二
三
日
視
聴
）。

（
85
）legislation.gov.uk/ukpga/2019/29/enacted

（
86
）Peter Leyland,op.cit.p.47.

（
87
）BBC N

ew
s,bbc.com

/new
s/election/2019/results

（
二
〇
二
〇
年
二
月
二
九
日
視
聴
）。

（
88
）Raym

ond Y
oung and N

icklaus T
hom

as-Sym
onds,T

he Problem
 of the 'Lam

e D
uck' Governm

ent:A
 Critique of the Fixed- 

term
 Parliam

ent A
ct Parliam

entary A
ffairs

（2013

）pp.66,540

─556,545.

（
89
）
芹
川
前
掲
。

（
90
）
英
国
の
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
、
成
廣
孝
「
選
挙
：
政
治
と
政
治
を
繋
ぐ
し
く
み
」
梅
川
他
『
イ
ギ
リ
ス
現
代
政
治
史
［
第
二
版
］』
前
掲
一

〇
一
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
91
）
い
わ
ゆ
る
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
モ
デ
ル
の
政
治
制
度
で
あ
る
。
参
照
、
待
鳥
聡
史
『
代
表
制
民
主
主
義　
「
民
意
」
と
「
政
治
家
」
を
問
い

直
す
』
中
公
新
書
一
六
五
頁
（
二
〇
一
五
年
）。

（
92
）
も
っ
と
も
、
英
国
の
総
選
挙
に
お
け
る
投
票
率
は
日
本
に
比
べ
て
か
な
り
高
い
。
一
九
二
二
年
か
ら
二
〇
一
九
年
の
間
の
平
均
投
票
率
は

七
〇
％
で
あ
る
。
た
だ
し
、
戦
略
的
解
散
が
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
（
一
九
八
三
年
、
一
九
八
七
年
、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
五
年
）
の
う
ち
、

二
〇
〇
一
年
総
選
挙
は
前
回
総
選
挙
（
一
九
九
七
年
）
の
投
票
率
七
一
・
四
％
か
ら
五
九
・
四
％
へ
と
急
落
し
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
総
選
挙
に
お

い
て
は
、
若
干
の
持
ち
直
し
が
あ
っ
た
も
の
の
、
投
票
率
は
六
一
・
四
％
に
止
ま
り
、
平
均
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
る
。
参
照　

V
oter turnout 

in U
K

 1918

─2019 Statista,https:/w
w

w
/statista.com

/stastics/1050929/voter-turnout-in-the-uk/

（
93
）Lauvaux.op.cit.p.60.

英
国
に
お
け
る
一
八
三
四
年
解
散
（
サ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
・
ピ
ー
ル
に
よ
る
解
散
）
と
一
八
七
七
年
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
解
散
（
マ
ク
マ
オ
ン
首
相
に
よ
る
解
散
）
を
あ
げ
る
。

（
94
）
芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
［
第
七
版
］』
三
四
六
頁
（
二
〇
一
九
年
）。
清
宮
前
掲
二
三
二
頁
、
樋
口
前
掲
三
一
九
頁
、
佐
藤
・
論

争
一
五
九
頁
も
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
95
）
美
濃
部
前
掲
一
九
二
頁
。

（
96
）
深
瀬
忠
一
「
衆
議
院
の
解
散
」
田
中
二
郎
編
『
日
本
国
憲
法
体
系
第
四
巻
』
二
〇
四
頁
（
一
九
六
二
年
）。
お
そ
ら
く
、
わ
が
国
に
お
け
る
も
っ

と
も
包
括
的
で
射
程
の
長
い
比
較
憲
法
史
研
究
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。



一
一
二

（
97
）
大
石
眞
「
衆
議
院
解
散
権
の
根
拠
と
習
律
上
の
制
約
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
一
号
一
七
頁
（
二
〇
〇
六
年
）。

（
98
）A

.V
.D

icey,Introdction to the Study of T
he Law

 of T
he Constitution,lxvi （1915

）.
（
99
）T

.R.S.A
llan,T

he Soverignty of Law
,55 （2013

）.

（
100
）Ivor Jennings,op.cit.p.7.

ち
な
み
に
、
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
は
ダ
イ
シ
ー
と
は
逆
に
、
国
王
大
権
と
し
て
の
解
散
権
に
は
限
界
が
あ
る
と
考
え

て
い
た
。Lauvaux,op.cit.p.81.

（
101
）
し
か
し
、
小
堀
眞
裕
『
英
国
議
会
「
自
由
な
解
散
」
神
話　

解
釈
主
義
的
政
治
学
か
ら
の
一
元
的
議
院
内
閣
制
論
批
判
』（
二
〇
一
九
年
）
は
、

も
と
も
と
「
自
由
な
解
散
権
論
」
と
い
う
も
の
自
体
英
国
の
憲
法
で
は
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
解
明
し
、
戦
後
日
本
の
憲
法
学
が
一
種

の
神
話
を
追
い
求
め
、
そ
こ
か
ら
解
釈
論
を
導
き
出
し
て
き
た
こ
と
を
明
快
に
解
き
明
か
し
て
お
り
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
小
堀
の

用
語
を
用
い
る
と
、
解
散
権
を
め
ぐ
る
一
種
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
無
制
約
説
と
制
約
説
の
間
に
共
有
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

か
。

（
102
）
た
だ
し
、
戦
後
憲
法
学
は
、
英
国
型
議
院
内
閣
制
そ
の
も
の
を
受
容
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
受
容
す
べ
き
も
の
を
選
択
し
て
き
た
。
高
安
前
掲

二
五
一
頁
以
下
参
照
。

（
103
）
明
治
憲
法
制
定
に
お
け
る
英
国
派
（
交
詢
社
や
大
隈
重
信
を
中
心
と
し
た
グ
ル
ー
プ
）
を
警
戒
し
た
井
上
毅
ら
が
プ
ロ
イ
セ
ン
流
の
憲
法
制
定

を
急
い
だ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
明
治
憲
法
は
、
結
果
と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
流
の
憲
法
に
範
を
と
っ
た
け
れ
ど
も
、
憲
法
の
解
釈
や
運
用

に
際
し
て
、
英
国
を
理
想
と
す
る
憲
法
思
想
が
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
明
治
期
に
お
け
る
日
本
人
の
英
国
へ
の
傾

倒
に
つ
い
て
、
今
井
宏
『
明
治
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
革
命
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
四
〇
─
一
〇
二
頁
（
一
九
九
四
年
）。

（
104
）
議
院
内
閣
制
の
類
型
論
に
つ
い
て
は
、
大
石
眞
「
議
院
内
閣
制
」
樋
口
陽
一
編
『
講
座　

憲
法
学
５
権
力
の
分
立
【
１
】』
二
四
六
頁
（
一
九

九
四
年
）
参
照
。

（
105
）A

lbertini,op.cit.p.25.

解
散
権
の
検
討
は
純
法
律
的
に
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
時
々
の
政
治
的
文
脈
を
考
慮
に
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
そ
れ
は
解
釈
論
と
立
法
論
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
進
め
て
い
く
ほ
か
な
い
。

（
106
）
宮
澤
前
掲
八
二
頁
。

（
107
）
保
利
茂
「
解
散
権
に
つ
い
て
」『
追
想　

保
利
茂
』
四
六
二
─
五
頁
（
一
九
八
五
年
）。
な
お
、
参
照
、
拙
稿
「
衆
議
院
の
解
散
と
保
利
茂
」

Chuo O
n Line yab.yom

iuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20150126.htm
l

。
保
利
茂
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
ご
子
息
で
あ
る
保
利
耕



一
一
三

解
散
権
制
約
の
法
理
（
橋
本
）

輔
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
108
）
一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
年
）
解
散
を
受
け
て
開
か
れ
た
両
院
法
規
委
員
会
意
見
は
、解
散
権
が
第
六
九
条
に
限
定
さ
れ
な
い
と
の
立
場
を
取
っ

た
も
の
と
し
て
引
証
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
解
散
権
に
は
制
約
が
あ
る
こ
と
を
明
言
し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
阪

田
雅
裕
編
著
『
政
府
の
憲
法
解
釈
』
一
七
七
頁
（
二
〇
一
三
年
）。
し
か
し
、後
の
公
定
解
釈
は
こ
の
意
見
の
前
半
部
分
し
か
継
承
し
て
い
な
い
（
同

一
八
一
頁
）。
民
意
を
聞
く
機
会
を
確
保
す
る
必
要
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
が
、
選
挙
制
度
が
平
等
選
挙
の
原
則
に
違
反
し
て
、
最
高
裁

か
ら
改
正
を
求
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解
散
を
強
行
し
た
二
〇
一
二
年
一
一
月
解
散
は
明
ら
か
に
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
。
聞
く
べ

き
民
意
が
公
正
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
の
解
散
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
参
照
拙
稿
「
解
散
権
の
限
界
」Chuo O

n Line 
yab.yom

iuri.co.jp/adv/chuo/opinion/2012604.htm
l

（
本
学
法
学
部
教
授
）


