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問
題
の
所
在

第
１
節　

本
稿
の
目
的
は
、
こ
こ
二
〇
年
間
の
わ
が
国
に
お
け
る
選
挙
権
学
説
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
わ
が
国
に
多
大
の
影
響
を
与
え
て
き
た
一
九
世
紀

か
ら
二
〇
世
紀
の
変
わ
り
目
に
お
け
る
ド
イ
ツ
国
法
学Staatsrechtlehre
の
選
挙
権
学
説
を
再
考
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま
さ
に
「
温

故
知
新
」、
国
を
越
え
、
そ
し
て
時
代
を
超
え
た
比
較
憲
法
学
説
史
的
観
点
か
ら
「
選
挙
権
学
説
」
を
再
検
討
す
る
た
め
の
素
材
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
2
節　

い
ま
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
前
、
長
尾
一
紘
は
一
連
の
論
稿
に
お
い
て
わ
が
国
の
「
憲
法
問
題
と
し
て
の
選
挙
権
論
は
、
極
度
の
理
論
的
停
滞
の
な
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か
に
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
原
因
は
わ
が
国
に
お
け
る
「
規
範
主
義
の
貧
困
」、
つ
ま
り
選
挙
権
の
「
法
的
性
格
論
＝
法
的
構
造
論
」
の
検
討
が

十
分
に
尽
く
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る）

（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
長
尾
が
参
考
と
す
る
ド
イ
ツ
の
学
説
も
い
わ
ゆ
る
基
本
権
の
新
解
釈
が
登
場
す

る
ま
で
は
、
わ
が
国
と
同
様
に
「
機
能
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
主
流
を
占
め
、「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
登
場
し
て
か
ら
わ
ず
か
三
〇
年
ほ
ど

し
か
経
過
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
「
プ
ー
プ
ル
主
権
的
権
利
説
」
を
と
る
学
者
だ
け
で
は
な
く
、
ゲ
オ
ル
グ
・

イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
「
地
位
理
論
」（Statustheorie

）
に
基
づ
い
て
選
挙
権
を
説
明
す
る
学
者
ま
で
も
が
も
っ
ぱ
ら
「
機
能
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
終
始
し
、

「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
看
過
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る）

（
（

。
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
、
宍
戸
常
寿
に
倣
い
「
機
能
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
「
従

来
の
『
実
質
法
的
』
解
釈
方
法
で
は
憲
法
裁
判
権
の
統
制
機
能
を
越
え
出
る
解
釈
を
排
除
し
き
れ
な
い
の
で
、
解
釈
作
業
の
過
程
の
中
に
、
統
制
機
能
の

枠
を
越
え
な
い
観
点
を
盛
り
込
も
う
と
す
る
考
察
」
と
し
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
長
尾
の
問
題
提
起
に
応
え
た
学
者
が
わ
が
国
に
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
次
に
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
な
の
が
辻
村
み
よ

子
の
学
説
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
辻
村
は
緻
密
な
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
の
分
析
に
基
づ
き
「
プ
ー
プ
ル
主
権
的
権
利
説
」
を
提
唱
す
る
だ
け
で
は
な

く
）
（
（

、
ま
た
同
時
に
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
「
地
位
理
論
」
の
歴
史
的
限
界
も
意
識
し
て
い
る）

（
（

。
そ
の
意
味
か
ら
も
、「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
登
場
ま
で

と
い
う
限
定
付
き
で
あ
る
が
、
長
尾
は
、
辻
村
を
伝
統
的
選
挙
権
学
説
の
系
譜
の
最
後
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
長
尾
に
よ
れ
ば
辻
村
説
で
す
ら

選
挙
権
の
法
的
内
容
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、「『
主
権
行
使
に
参
加
す
る
権
利
』と
の
説
示
は
あ
る
が
、こ
れ（
と
て
も
）

選
挙
権
の
機
能
に
関
す
る
説
示
で
あ
り
、
法
的
性
格
の
内
容
に
な
り
え
な
い
」
と
さ
れ
る）

（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
辻
村
は
以
下
の
よ
う
に
回
答
を
留
保
し
て

い
る）

（
（

。
な
お
、
前
掲
長
尾
論
文
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
基
礎
理
論
に
つ
い
て
の
前
提
的
理
解
が
異
な
る
以
上
、
見
解
の
相
違
が
生
じ
る
こ
と
は
当
然
と
も
思
わ
れ
る
が
、
論
者
の
い

わ
ゆ
る
法
的
性
格
論
＝
法
的
構
造
論
に
つ
い
て
は
な
お
理
解
不
十
分
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

第
3
節　

す
で
に
、
こ
の
長
尾
の
問
題
提
起
お
よ
び
辻
村
の
回
答
か
ら
二
〇
年
以
上
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
、
私
の
知
る
限
り
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で
は
、わ
が
国
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
学
説
を
用
い
て
、し
か
も
「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
使
っ
て
選
挙
権
を
分
析
し
た
著
作
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。

と
は
い
え
、
こ
の
「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
フ
ラ
ン
ス
憲
法
研
究
者
に
求
め
る
の
は
酷
で
あ
り
、
そ
の
任
務
は
ド
イ
ツ
憲
法
、
と
り
わ
け
基
本

権
規
範
論
を
研
究
し
て
き
た
者
に
課
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
長
尾
論
文
が
発
表
さ
れ
た
直
後
に
著
さ
れ
た
ボ
ル
フ
ラ
ム
・
ヘ
ー
フ
リ
ン
グ

の
「
民
主
的
基
本
権
─
あ
る
解
釈
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
意
味
内
容
お
よ
び
解
釈
価
値
に
つ
い
て
─
）
（
（

」
を
素
材
に
選
挙
権
の
「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」

を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
論
文
は
お
そ
ら
く
今
後
選
挙
権
の
「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
お
こ
な
う
に
際
し
て
一
読
す

べ
き
文
献
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
だ
わ
が
国
で
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
長
尾
論
文
が
捕
捉
で
き
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
の
学
説
史

的
展
開
を
中
心
に
、
ど
こ
ま
で
選
挙
権
の
法
的
性
格
に
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
が
以
下
の
課
題
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
近
時
検
討
の
対
象
か
ら
外
せ

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
、
石
川
健
治
に
よ
る
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
地
位
（
身
分
）
理
論
を
中
心
と
す
る
「
身
分
の
構
造
転
換
」
分
析
と
の
関
係
で
、
わ
が
国

に
お
け
る
従
来
の
「
選
挙
権
」
学
説
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
も
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
二
章　

長
尾
論
文
が
選
挙
権
の
規
範
的
構
造
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
点

第
1
節　

ま
ず
は
、
長
尾
の
『
選
挙
権
の
再
検
討
』
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
長
尾
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
「
地

位
理
論
」
を
分
岐
点
と
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、「
機
能
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
お
よ
び
「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
二
つ
の
方
法
論

が
生
じ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
前
者
の
「
機
能
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
と
る
論
者
に
は
マ
ウ
ン
ツ
、
ツ
ィ
ペ
リ
ウ
ス
、
エ
ッ
カ
ー
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
お
よ
び

ル
ペ
ル
ト
・
シ
ョ
ル
ツ
等
が
い
る
が
、こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
と
き
、「
能
動
的
地
位
の
権
利
」（D

er aktive Status

）
と
い
う
概
念
が
無
限
に
広
げ
ら
れ
、

概
念
相
互
の
競
合
領
域
が
不
可
避
と
な
り
、
妥
当
で
な
い
と
さ
れ
る
。
長
尾
の
辻
村
批
判
も
ま
た
、
選
挙
権
を
「
主
権
行
使
の
一
態
様
」
と
す
る
こ
と
は
、

「
主
権
行
使
の
態
様
」
が
多
様
で
あ
る
ゆ
え
に
、
選
挙
権
の
性
格
を
言
い
当
て
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
選
挙
権
の
分

析
に
お
い
て
は
「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
妥
当
と
さ
れ
る）

（
（

。
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し
か
し
、
こ
の
「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
も
さ
ら
に
「
請
求
権
モ
デ
ル
」
と
「
形
成
権
モ
デ
ル
」
と
い
う
二
つ
の
基
本
権
の
構
造
的
分
類
に
分

け
ら
れ
る
。
前
者
の
「
請
求
権
モ
デ
ル
」
学
説
を
と
る
論
者
に
は
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ヴ
ィ
ル
ケ
お
よ
び
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
等
が
お
り
、
後
者
の
「
形
成
権
モ
デ

ル
」
学
説
を
と
る
論
者
に
は
ロ
ベ
ル
ト
・
ア
レ
ク
シ
ー
お
よ
び
シ
ュ
テ
ル
ン
（
担
当
は
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ザ
ッ
ク
ス
で
あ
る
の
で
、
以
下
ザ
ッ
ク
ス
と
記

す
）
等
が
い
る
と
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
実
は
、
後
述
の
へ
ー
フ
リ
ン
グ
は
こ
の
後
者
に
属
す
る
。
ま
ず
、「
請
求
権
モ
デ
ル
」
学
説
は
選
挙
権
の
法
的
構
造
を
消

極
的
・
積
極
的
な
複
数
の
請
求
権
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
選
挙
権
は
市
民
の
選
挙
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
加
害
排
除
請
求
権
お
よ
び
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
で
き
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
作
為
請
求
権
を
包
含
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る）

（（
（

。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
私
人
た
る
候
補
者
を

公
務
員
た
る
議
員
に
転
化
す
る
と
い
う
選
挙
権
の
一
番
重
要
な
作
用
が
説
明
さ
れ
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、選
挙
権
を
基
本
権
体
系
の
な
か
で
捉
え
る
「
形

成
権
モ
デ
ル
」
学
説
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
る）

（（
（

。

第
2
節　

で
は
、
以
下
に
お
い
て
は
詳
し
く
長
尾
の
説
明
を
借
り
て
、
ア
レ
ク
シ
ー
お
よ
び
ザ
ッ
ク
ス
の
「
形
成
権
モ
デ
ル
」
学
説
を
概
観
す
る
。

ア
レ
ク
シ
ー
説
：「
ア
レ
ク
シ
ー
の
所
論
の
基
礎
と
な
る
概
念
は
、
個
別
的
権
利
（Position

）
お
よ
び
、『
実
定
憲
法
上
の
一
つ
の
単
位
と
し
て
の
基
本
権
』

（Grundrecht als Ganzes

）
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
表
現
の
自
由
』
に
は
、
各
種
の
表
現
手
段
、
表
現
内
容
の
相
違
に
応
じ
た
多
様
なPosition

が
保

障
さ
れ
て
い
る
。『
実
定
憲
法
上
の
一
つ
の
単
位
と
し
て
の
基
本
権
』
と
し
て
の
『
表
現
の
自
由
』
は
、
こ
れ
ら
を
束
（
た
ば
）
の
よ
う
な
ひ
と
ま
と
ま
り

を
な
す
も
の
と
し
て
、
一
括
し
て
保
障
す
る
。

ア
レ
ク
シ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
多
様
なPosition

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ａ『
他
者
の
行
為
を
求
め
る
権
利
』（Rechte auf etw

as

）、
ｂ『
自
由
権
』

（Freiheiten

）、
ｃ『
制
度
的
権
利
』（K

om
petenzen

）
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。『
制
度
的
権
利
』
と
は
、『
形
成
権
的
権
利
』
で
あ
り
、

権
利
者
の
一
定
の
行
為
に
よ
っ
て
、
法
状
態
（rechtliche Situation

）
に
変
化
を
生
ぜ
し
め
る
権
利
を
い
う
。

か
く
し
て
、『
選
挙
権
』
も
ま
た
『
実
定
憲
法
上
の
一
つ
の
単
位
と
し
て
の
基
本
権
』
で
あ
り
、
性
格
を
異
に
す
る
多
数
のPosition

の
集
合
体
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
、あ
る
も
の
は
『
他
者
の
行
為
を
求
め
る
権
利
』
に
属
し
、あ
る
も
の
は
『
自
由
権
』
に
属
す
る
。
そ
し
て
ま
た
あ
る
も
の
は
、『
制
度
的
権
利
』
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に
属
す
る
。『
選
挙
権
』
の
う
ち
、
そ
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、
あ
る
者
の
私
人
（
候
補
者
）
と
し
て
の
法
的
状
態
を
議
員
（
公
務
員
）
に
変
化
せ
し
め
る

権
利
で
あ
る
。
こ
の
『
制
度
的
権
利
』（
形
成
権
的
権
利
）
と
し
て
の
内
容
を
有
す
るPosition

こ
そ
が
『
選
挙
権
』
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、『
選
挙
権
』
は
形
成
権
的
権
利
で
あ
る
。）

（（
（

」

ザ
ッ
ク
ス
説
：「
ザ
ッ
ク
ス
は
、
基
本
権
の
体
系
的
把
握
は
、『
形
式
的
・
構
造
的
基
準
』
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
基
本
権
の
類
型
と
し
て
、

①
『
防
禦
権
』（A

bw
ehrrechte

）、
②
『
給
付
請
求
権
』（Leistungsrechte

）、
③
『
形
成
権
的
権
利
』（Bew

irkungsrechte

）、
④
『
基
本
権
と
し

て
の
法
的
地
位
』（grundrechtliche Rechtsstellung

）
を
挙
げ
て
い
る
。

ザ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、『
形
成
権
的
権
利
』
と
は
、
権
利
者
が
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
図
す
る
法
状
態
の
変
化
を
惹
起
し
う
る
権
利
を
い
う
。

選
挙
権
は
『
形
成
権
的
権
利
』
で
あ
る
。

ザ
ッ
ク
ス
に
と
っ
て
、
基
本
権
は
す
べ
て
『
権
利
複
合
体
』（grundrechtliche Berechtigungskom

plex

）
で
あ
る
。
そ
し
て
『
権
利
複
合
体
』
と

し
て
の
一
つ
の
基
本
権
を
構
成
す
る『
個
別
的
権
利
』（Berechtigungen

）相
互
の
関
係
に
つ
い
て
、『
中
核
的
権
利
』（H

auptrechte

）と『
補
助
的
権
利
』

（H
ilfsrechte

）
の
区
別
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

『
選
挙
権
』
も
ま
た
『
権
利
複
合
体
』
で
あ
り
、
多
数
の
『
個
別
的
権
利
』
か
ら
構
成
さ
れ
る
。『
選
挙
権
』
に
と
っ
て
核
心
的
意
義
を
も
つ
権
利
は
、

私
人
（
候
補
者
）
の
法
的
状
態
を
公
務
員
（
議
員
）
に
変
化
せ
し
め
る
権
利
、
す
な
わ
ち
、『
形
成
権
的
権
利
』
で
あ
る
。
選
挙
に
さ
い
し
て
の
妨
害
排
除

請
求
権
、
選
挙
行
使
を
実
現
化
す
る
た
め
の
立
法
請
求
権
な
ど
は
、
す
べ
て
『
選
挙
権
』
の
『
補
助
的
権
利
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
『
補
助
的
権
利
』
は
、

構
造
上
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
防
禦
権
』
お
よ
び
『
給
付
請
求
権
』
に
等
し
い
が
、『
形
成
権
的
権
利
』
類
型
に
属
す
る
『
選
挙
権
』
の
一
部
を
な
す
も
の
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。）

（（
（

」

第
3
節　

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
形
成
権
モ
デ
ル
」
学
説
は
選
挙
権
を
基
本
権
体
系
の
な
か
で
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
選
挙
権
も
ま
た
も
ろ
も
ろ
の

Position

か
ら
な
る
束
（
た
ば
）、
つ
ま
り
「
権
利
複
合
体
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
形
成
権
モ
デ
ル
」
学
説
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は
「
請
求
権
モ
デ
ル
」
学
説
が
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
「
あ
る
者
の
私
人
（
候
補
者
）
と
し
て
の
法
的
状
態
を
議
員
（
公
務
員
）
に
変
化
せ
し
め
る
権
利
」

を
「
選
挙
権
」
の
中
核
に
据
え
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
形
成
権
モ
デ
ル
」
学
説
は
こ
れ
ま
で
の
「
請
求
権
モ
デ
ル
」
学
説
の

成
果
を
完
全
に
否
定
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
中
核
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
核

心
部
分
で
あ
る
「
形
成
権
的
権
利
」
が
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
こ
そ
、
伝
統
的
な
選
挙
権
論
が
選
挙
権
の
「
自
然
権
」（N

aturrechte

）
と
し
て
の

性
格
を
看
過
し
て
き
た
証
拠
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
形
成
権
モ
デ
ル
」
を
「
選
挙
権
」
の
中
核
に
据
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

必
ず
し
も
第
二
帝
政
憲
法
の
歴
史
を
忠
実
に
記
述
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
栗
城
壽
夫
に
よ
れ
ば
一
九
世
紀
立
憲
主
義
時
代
に
お
い
て
、

ド
イ
ツ
で
は
君
主
権
力
の
強
化
が
至
上
命
題
と
さ
れ
、
国
民
の
政
治
参
加
の
保
障
よ
り
も
、
強
大
化
し
た
君
主
権
力
に
対
す
る
国
民
の
権
利
を
保
障
す
る

た
め
に
侵
害
排
除
請
求
権
的
な
「
公
権
」
が
設
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
次
は
、
こ
の
よ
う
な
確
認
を
基
に
ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
の
規
範
構
造
論
を
検
討
す
る

こ
と
に
す
る
。

第
三
章　

ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
に
よ
る
選
挙
権
の
規
範
構
造
分
析

第
1
節　

こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
も
ま
た
民
主
的
基
本
権
（D

em
okratishe Grundrechte

）、
特
に
選
挙
権

（W
ahlrechte

）
に
つ
い
て
は
「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
新
解
釈
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま

さ
れ
た
基
本
権
の
多
重
機
能
（m

ultifunctinonal

）
の
解
釈
に
お
い
て
は
規
範
構
造
的
性
格
を
考
慮
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
を
含
め
ド
イ
ツ
の
支
配
的
学
説
は
基
本
権
解
釈
学
の
体
系
化
に
つ
い
て
は
慎
重
な
態
度
を
示
し
て
は
い
る
が
、
選
挙
権
を
含
め
た
基
本

権
を
基
本
権
体
系
の
な
か
で
把
握
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
基
本
権
か
ら
一
般
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
地
位
の
構
造
的
属
性
の
確
定
」
な
く
し
て
は
、
民

主
的
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
選
挙
権
の
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）

（（
（

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
基
本
権
と
民
主
制
原
理
は
一
方
で
は
お
互
い

の
な
か
に
正
当
性
の
根
拠
を
見
出
し
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
は
お
互
い
に
衝
突
し
あ
う
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。



三
一
七

わ
が
国
に
お
け
る
「
選
挙
権
論
」
の
規
範
主
義
的
貧
困
は
克
服
さ
れ
た
の
か
？
（
中
野
）

第
2
節　

ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
基
本
権
の
類
型
学
的
体
系
化
の
試
み
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。

と
り
わ
け
、
民
主
的
基
本
権
に
つ
い
て
は
シ
ル
ベ
ス
タ
ー
・
ヨ
ル
ダ
ン
（
一
九
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
国
法
学
者
）
の
「
市
民
的
」
基
本
権
と
「
公
民
的
」

基
本
権
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
区
別
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
、
周
知
の
よ
う
に
、
ゲ
オ
ル
グ
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
「
地
位
理
論
」
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
地
位
理
論
」
の
な
か
の
「
い
わ
ゆ
る
能
動
的
地
位
に
よ
っ
て
、
政
治
的
・
民
主
的
基
本
権
を
明
確
に
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る
解
釈
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」
以
上
の
よ
う
な
傾
向
は
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ト
ー
マ
や
ヘ
ル
マ
ン
・
へ
ラ
ー
等
の

ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
国
法
学
を
経
て
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
と
さ
れ
る）

（（
（

。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
自
身
は
そ
う
名
付
け
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
「
機
能
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
、
ト
ー
マ
お
よ
び
へ
ラ
ー
等

が
説
く
「
能
動
的
地
位
」
に
あ
っ
て
は
、
他
の
地
位
と
の
関
係
に
お
い
て
「『
国
家
へ
の
参
与
』（T

eilnahm
e am

 Staat

）
と
い
う
機
能
論
的
視
点
か
ら

実
質
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
用
い
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。

で
は
、ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
は
こ
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
伝
統
的
な「
機
能
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。第
一
に
、こ
れ
は
イ
ェ

リ
ネ
ッ
ク
の
「
地
位
理
論
」
に
お
い
て
す
で
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、「
能
動
的
地
位
」
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
地
位
に
属
し
て
い
るPosition

同
士
の
結
合
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
彼
は
「
地
位
理
論
」
を
と
る
ト
ー
マ
を
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る）

（（
（

。

こ
の
よ
う
な
結
合
は
の
ち
に
、
特
に
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ト
ー
マ
に
よ
っ
て
顕
著
な
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
消
極
的
地
位
、
積
極
的
地
位
お
よ
び
能
動
的
地
位
に
属
す
る
権
利

か
ら
構
成
さ
れ
る
三
つ
の
和
音
を
、
政
治
的
権
利
お
よ
び
市
民
的
権
利
か
ら
構
成
さ
れ
る
伝
統
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
二
元
主
義
と
結
合
さ
せ
る
限
り
で
、
ト
ー
マ
は
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル

期
に
地
位
理
論
が
継
受
さ
れ
た
こ
と
の
典
型
例
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
分
類
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
判
断
基
準
は
無
条
件
に
は
両
立
し
得
な
い
、
二

つ
の
分
類
図
が
お
互
い
に
結
合
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
以
上
の
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、「
機
能
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
よ
っ
て
能
動
的
地
位
の
概
念
は
か
な
り
広
範
に
、
長
尾
の
言

葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
無
限
に
広
げ
ら
れ
、
概
念
相
互
の
結
合
は
不
可
避
と
な
る
。）

（（
（

」
特
に
、
ト
ー
マ
の
「
地
位
理
論
」
と
の
関
係
で
い
う
な
ら
ば
、「
能

動
的
地
位
」
と
結
び
付
い
た
「
市
民
的
権
利
」
は
基
本
権
と
民
主
制
原
理
の
衝
突
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
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が
問
題
と
し
た
か
っ
た
点
も
隠
蔽
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
は
「
機
能
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
「
個
別
的
基
本
権
の

正
し
い
地
位
秩
序
お
よ
び
、
い
か
な
る
憲
法
規
定
か
ら
政
治
的
・
民
主
的
内
容
の
根
拠
が
引
き
出
さ
れ
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
不
明
確
さ
と

論
争
を
巻
き
起
こ
し
て
き
た
」
と
評
価
す
る）

（（
（

。

そ
れ
ゆ
え
に
、「
選
挙
権
」
の
解
釈
学
的
説
明
は
さ
ら
に
二
つ
の
段
階
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
「
客
観
的
対
象
」
お
よ
び
「
法
技

術
的
構
造
」
の
二
段
階
の
分
析
で
あ
る）

（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
の
い
う
後
者
の
「
法
技
術
的
構
造
」
の
分
析
で

あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
法
技
術
的
構
造
分
析
」
こ
そ
が
「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
該
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
に

お
い
て
は
「
客
観
的
対
象
分
析
」
は
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
、「
法
技
術
的
構
造
分
析
」＝「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
詳
細
に
紹
介
・
検
討
す
る
。

第
3
節　

ま
ず
、「
客
観
的
対
象
分
析
」
と
は
憲
法
典
自
身
が
言
明
し
て
い
る
「
民
主
的
基
本
権
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
客
観
的
対
象
の
次
元
に
お
い
て
分
類
・

分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
憲
法
が
保
障
し
て
い
る
「
民
主
的
基
本
権
」
は
基
本
法
二
〇
条
二
項
の
選
挙
権

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
「
政
治
的
基
本
権
」
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
に
、
両
者
の
上
位
概
念
と

し
て
「
政
治
的
基
本
権
」
を
設
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
よ
う
。

⑴　

個
々
人
が
国
家
機
関
の
一
部
で
あ
る
国
民
と
し
て
選
挙
お
よ
び
投
票
に
関
与
す
る
こ
と
を
求
め
る
権
利

⑵　

特
別
な
機
関
を
国
民
に
由
来
す
る
人
格
に
基
づ
い
て
割
り
振
る
こ
と
を
求
め
る
権
利

こ
の
な
か
か
ら
、
第
一
の
グ
ル
ー
プ
が
政
治
的
基
本
権
の
特
別
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
形
成
し
、
こ
こ
に
お
い
て
民
主
的
基
本
権
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
選
挙
権
」
が
以
下
の
「
法
技
術
的
分
析
」
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る）

（（
（

。

ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、「
法
技
術
的
分
析
」
と
は
「
基
本
法
か
ら
一
般
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
地
位
の
構
造
確
定
」
で
あ
る）

（（
（

。
そ
こ
で
有
用
な
の
は
、

一
般
法
学
説
に
お
け
る
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
遡
及
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
助
け
を
借
り
て
、「
基
本
法
の
法
律
学
体
系
」
の
輪
郭
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な

る
。
少
々
表
現
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
前
章
の
長
尾
の
説
明
を
借
り
て
こ
の
こ
と
を
敷
衍
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
前
章
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
ア



三
一
九

わ
が
国
に
お
け
る
「
選
挙
権
論
」
の
規
範
主
義
的
貧
困
は
克
服
さ
れ
た
の
か
？
（
中
野
）

レ
ク
シ
ー
も
ザ
ッ
ク
ス
も
「
選
挙
権
」
の
法
的
構
造
か
ら
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
基
本
権
の
一
般
理
論
を
説
明
し
、
そ
こ
で
基
本
権
が
さ
ま
ざ
ま

なPosition

か
ら
な
る
一
つ
の
束
（
た
ば
）、
あ
る
い
は
「
権
利
複
合
体
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
前
提
に
、「
選
挙
権
」
の
法
的
性

格
を
分
析
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
選
挙
権
の
法
的
性
格
論
と
は
選
挙
権
の
法
的
構
造
論
で
あ
る
以
上
、「
選
挙
権
と
基
本
権
の
一
般
理
論
と
が
整
合
性
を
も

ち
得
る
た
め
に
は
、
選
挙
権
の
法
的
構
造
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

（（
（

」
こ
の
こ
と
は
一
般
理
論
で
あ
る
基
本
権
論
か
ら
検
討
を
加
え
、
そ
し
て

特
殊
理
論
で
あ
る
「
選
挙
権
」
の
法
的
構
造
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
選
挙
権
」
の
「
基
本
権
体
系
」
に
お
け
る
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
し
、

同
時
に
両
者
の
整
合
性
を
保
障
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
は
「
公
的
自
律
」
と
「
私
的
自
律
」
の
調

整
を
考
え
る
に
際
し
て
有
効
な
も
の
で
あ
る）

（（
（

。

第
4
節　

基
本
権
の
体
系
的
把
握
の
た
め
に
、
ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
は
、
ザ
ッ
ク
ス
と
同
様
に
、
主
観
的
権
利
の
主
要
類
型
と
し
て
、
①
「
防
禦
権
」

（A
bw

ehrrechte

）、
②
「
給
付
請
求
権
」（Leistungsrechte

）、
③
「
形
成
権
的
権
利
」（Bew

irkungsrechte

）
の
三
つ
を
あ
げ
、
区
別
し
て
い
る）

（（
（

。

そ
の
個
別
類
型
の
説
明
は
前
章
の
シ
ュ
テ
ル
ン
の
箇
所
と
重
複
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
「
形
成
権
的
権
利
」
を
中
心
に
し
て
議
論
を
進
め
て
い
く
。

第
一
に
、
ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
が
「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」、
な
か
で
も
「
形
成
権
モ
デ
ル
」
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
主
観
的
権
利
の
主
要
類
型
の

③
と
し
て
「
形
成
権
的
権
利
」
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
だ
け
か
ら
で
は
な
く
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
「
客
観
的
対
象
分
析
」
に
お
い
て
「
選
挙
権
お
よ
び

投
票
権
」
に
特
別
な
地
位
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
彼
は
『
開
か
れ
た
基
本
権
解
釈
』
の
構
想
に
お
い
て
、
す
べ
て
の

国
家
機
関
、
公
的
勢
力
、
市
民
お
よ
び
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
が
憲
法
具
体
化
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
と
い
う
構
想
を
と
る
か
ら
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
す

る
と
い
う
意
味
で
の
「
選
挙
権
」
は
広
い
も
の
と
な
る
が
、
そ
の
中
核
は
狭
義
の
「
選
挙
権
お
よ
び
投
票
権
」
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
形
成
権
モ
デ
ル
」
に

基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
の
一
文
を
引
用
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。「
選
挙
権
お
よ
び
投
票
権
か
ら
構
成
さ
れ
る
第
一
の
グ
ル
ー
プ
の
み
が
、
国
民

の
政
治
的
意
思
を
国
家
権
力
に
直
接
変
換
す
る
憲
法
上
の
保
障
を
含
ん
で
い
る
。）

（（
（

」「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
「
選
挙

権
」
の
「
中
核
的
権
利
」
が
「
私
人
た
る
候
補
者
の
地
位
を
公
務
員
た
る
議
員
に
転
化
す
る
権
利
」
と
し
て
の
「
形
成
権
的
権
利
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
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て
い
る
。

第
二
に
、ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
は
「
私
人
た
る
候
補
者
の
地
位
を
公
務
員
た
る
議
員
に
転
化
す
る
権
利
」
だ
け
が
「
選
挙
権
」
の
「
形
成
権
的
権
利
」
で
は
な
く
、

そ
の
な
か
に
は
国
民
の「
共
同
作
用
権
」（M

itw
irkungsrechte

）も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
の
説
明
を
借
り
れ
ば
、「
形
成
権
的
権
利
」

に
共
通
し
て
い
る
点
は「
あ
る
法
的
状
態
か
ら
他
の
法
的
状
態
に
転
化
す
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
行
使
に
特
有
の
作
用
」で
あ
る）

（（
（

。
し
か
し
ま
た
、こ
の「
形

成
権
的
権
利
」
の
な
か
に
は
「
国
家
権
力
に
関
与
す
る
こ
と
を
対
象
と
す
る
総
体
と
し
て
の
政
治
的
・
市
民
的
権
利
」
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
第
二
帝
政
末
期
に
、
ア
ド
ル
フ
・
ア
フ
ォ
ル
タ
ー
（
ス
イ
ス
の
憲
法
学
者
）
は
、
政
治
的
権
利
が
「
た
だ
許
容
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
可
能
性
に

お
い
て
も
、
つ
ま
り
法
的
効
力
を
と
も
な
っ
た
行
為
に
も
」
存
在
し
て
い
る
と
す
る）

（（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
第
二
帝
政
憲
法
に
お
い
て
は
基
本
権
条
項
が
規
定
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
選
挙
人
・
投
票
者
の
意
思
が
選
挙
権
お
よ
び
投
票
権
を
媒
介
と
し
て
、
法
的
拘
束
力
を
も
っ
て
国
家
意
思
に

転
化
さ
れ
、
あ
る
い
は
国
家
意
思
形
成
に
関
与
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
二
帝
政
期
の
代

表
的
論
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
忠
実
な
追
従
者
で
あ
る
ラ
ー
バ
ン
ト
が
選
挙
権
を
「
反
射
的
利
益
」（Reflex des V

erfassungsrechts

）

で
し
か
な
い
と
す
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
が
盲
従
す
る
必
要
は
な
い）

（（
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
研
究
に
お
い
て
は
十
分
な
検
討
が

な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

第
三
に
、
ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
「
選
挙
権
」
の
規
範
構
造
は
「
形
成
権
的
権
利
」
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
規

範
構
造
が
「
形
成
権
的
権
利
」
に
尽
き
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、周
知
の
よ
う
に
そ
の
開
放
性
お
よ
び
憲
法
の
広
範
な
妥
当
性
の
た
め
に
、

基
本
権
規
定
上
の
主
観
的
権
利
は
最
初
か
ら
特
定
の
種
類
の
権
利
に
固
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、基
本
権
が
「
権

利
複
合
体
」
で
あ
る
以
上
、
そ
の
特
殊
規
範
的
な
個
別
的
言
明
を
発
見
す
る
の
は
、
事
例
ご
と
の
基
本
権
規
範
の
具
体
化
作
業
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
重
要
か
つ
有
益
な
の
が
、「
中
核
的
権
利
」
お
よ
び
「
補
助
的
権
利
」
で
あ
る）

（（
（

。

第
四
に
、
ヘ
ー
フ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
「
中
核
的
権
利
」
と
「
補
助
的
権
利
」
は
ま
た
、
密
接
な
機
能
的
関
係
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、

「
中
核
的
権
利
」
と
し
て
「
共
同
作
用
権
」、「
補
助
的
権
利
」
と
し
て
「
規
範
的
給
付
請
求
権
」
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う）

（（
（

。
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わ
が
国
に
お
け
る
「
選
挙
権
論
」
の
規
範
主
義
的
貧
困
は
克
服
さ
れ
た
の
か
？
（
中
野
）

国
家
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
範
的
給
付
は
、
個
々
人
を
共
同
作
用
権
─
つ
ま
り
、
選
挙
な
い
し
投
票
と
い
う
共
同
作
用
権
─
を
ま
た
行
使
で
き
る
状
態
に

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
法
者
を
名
宛
人
と
す
る
選
挙
権
能
を
通
常
法
に
お
い
て
規
範
化
す
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
と
こ
の
機
能
そ
の
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

特
に
基
本
権
と
民
主
的
基
本
権
の
妥
当
領
域
に
お
け
る
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
選
挙
権
能
に
基
づ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
権
能
を
も
つ
者
は
間
接
的
な
立

法
の
関
与
者
に
な
る
。
こ
の
権
能
を
通
常
法
に
お
い
て
規
範
化
す
る
権
能
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
立
法
者
に
敵
対
す
る
も
の
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
基

本
権
上
の
地
位
が
彼
自
ら
の
権
限
の
限
界
を
設
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
5
節　

こ
の
よ
う
な
四
つ
の
指
摘
の
う
ち
第
一
の
指
摘
を
除
く
、
他
の
三
つ
の
指
摘
は
長
尾
論
文
を
含
め
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
文
献
で
は
十
分
に

検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
論
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
紙
面
の
都
合
上
、
辻
村
・
長
尾
論
争
に
つ
い
て
は
、
こ
の
論
文
で
は
ヘ
ー
フ
リ
ン
グ

の
指
摘
を
概
観
す
る
こ
と
で
「
選
挙
権
」
の
「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
お
け
る
問
題
点
を
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
、

こ
こ
で
次
章
と
の
つ
な
が
り
で
以
下
の
見
解
を
示
し
て
お
く
。
こ
の
論
争
の
あ
と
、
加
藤
一
彦
は
プ
ー
プ
ル
主
権
を
と
る
辻
村
説
を
支
持
す
る
か
た
ち
で
、

プ
ー
プ
ル
主
権
を
と
る
な
ら
ば
「
選
挙
権
」＝「
市
民
の
権
利
」
と
い
う
公
式
が
描
け
、
そ
こ
に
「
公
務
」、「
職
務
」
お
よ
び
「
義
務
」
と
い
っ
た
＋
α
は

入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
通
説
で
あ
る
「
選
挙
権
＋
α
」
と
し
て
選
挙
権
を
描
く
の
で
は
な
く
、「
選
挙
権
＝
再
定
義
化
さ
れ

た
権
利
」
と
し
て
描
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
結
局
、
二
元
説
批
判
に
は
有
効
で
あ
っ
て
も
「
法
的
構
造
論
的

ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
解
き
ほ
ぐ
し
た
「
権
利
複
合
体
」
と
し
て
の
選
挙
権
の
構
造
分
析
を
採
用
す
る
も
の
で
も
、「
市
民
の
権
利
」
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
、

イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
流
の
地
位
論
で
い
うstatus civitatis

を
、
そ
の
ま
ま
選
挙
権
上
採
用
す
る
も
の
で
も
な
い
。
以
下
に
お
い
て
は
、
そ
の
検
討
の
素
材
と

し
て
石
川
健
治
に
よ
る
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
地
位
論
の
読
解
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
四
章　

石
川
健
治
に
よ
る
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
のStatus

理
論
読
解

第
１
節　

石
川
健
治
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
『
公
権
論
』
を
「
主
権
論
と
人
権
論
の
間
の
─
広
く
い
え
ば
実
証
主
義
と
理
想
主
義
の
間
の
─
板
ば
さ
み
の
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苦
渋
の
な
か
か
ら
絞
り
出
さ
れ
た
『
法
的
な
』
権
利
論
」
で
あ
っ
た
と
総
括
す
る）

（（
（

。
樋
口
陽
一
流
に
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、「
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
や
ケ
ル
ゼ
ン

の
類
型
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
の
論
理
的
性
格
を
分
類
基
準
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
も
の
と
し
て
「
権
利
の
歴
史
的
生
成

に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
の
性
格
規
定
に
関
心
を
持
」
ち
、「
諸
権
利
を
網
羅
的
に
整
理
す
る
分
類
」
が
存
在
す
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
相
克
か
ら
、イ
ェ
リ
ネ
ッ

ク
の
人
権
類
型
論
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
石
川
は
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
人
権
類
型
論
を
独
自
の
近
代
国
家
形
成
過
程
論
か
ら
理
論
的
再
構
築

を
図
る
。
ま
ず
、
石
川
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
学
的
な
伝
統
的
思
考
枠
組
、
す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
法
以
来
の
一
般
的
な
身
分
類
型
と
し
て
「
家
の
身
分
」（status 

fam
ilia

）
を
頂
点
に
、「
市
（
民
）
の
身
分
」（status civitas

）、「
自
由
（
人
）
の
身
分
」（status libertatis

）
が
あ
げ
ら
れ
、
権
利
能
力
は
、
そ
れ
ら

身
分
ご
と
に
段
階
的
に
異
な
る
も
の
に
さ
れ
て
き
た
、
と
指
摘
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
後
の
中
間
団
体
否
定
論
、
そ
の
な
か
で
の
親
子
関

係
の
理
論
で
君
臣
関
係
を
正
統
化
す
る
家
父
長
国
家
観
批
判
を
お
こ
な
い
、
伝
統
的
中
間
団
体
を
表
象
し
た
、
伝
統
的
な
身
分
論
の
も
と
で
枢
要
な
身
分

を
否
定
し
た
の
が
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
石
川
に
よ
れ
ば
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、「
家
の
身
分
」
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
消
去
し
た
。
し
か
し
、
三
つ
の

身
分
の
う
ち
「
家
の
身
分
」
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
近
代
国
民
国
家
は
、
残
さ
れ
た
「
市
民
の
身
分
」
を
構
造
分
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
、
残
さ
れ
た
身
分
の
役
割
分
担
（
配
分
）
と
、
そ
の
相
互
承
認
の
問
題
が
発
生
す
る
。

第
2
節　

以
下
、
石
川
健
治
「
人
権
享
有
主
体
論
の
再
構
成
─
権
利
・
身
分
・
平
等
の
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
」『
法
学
教
室
』
第
三
二
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）

六
二
─
六
七
頁
を
概
観
す
る
こ
と
と
す
る）

（（
（

。

近
代
国
民
国
家
の
形
成
に
あ
わ
せ
て
、
こ
の
身
分
の
階
層
構
造
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
の
が
、
Ｇ
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
と
い
う
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
憲
法
学
者
で
あ

る
。
近
代
に
お
け
る
政
治
社
会
は
、
主
権
的
な
「
国
家
」
で
あ
り
、
国
家
の
「
国
民
」
的
形
成
に
よ
り
、
近
代
に
お
け
るstatus civitas

は
、「
国
民
の
身
分
」
に
再
編
さ
れ
る
。

そ
の
も
と
で
、
身
分
の
階
層
秩
序
は
根
底
か
ら
再
構
成
さ
れ
、
第
一
に
、「
家
の
身
分
」
は
、
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
消
去
さ
れ
た
。
近
代
国
民
国
家
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、「
家
」

に
代
表
さ
れ
る
中
間
団
体
が
重
畳
す
る
中
世
社
会
の
身
分
的
編
成
が
、
の
っ
ぺ
り
と
し
た
「
国
民
の
身
分
」
一
般
へ
と
、
ち
ょ
う
ど
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
な
ら
す
よ
う
に
、
強
制
的

に
均
質
化
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
「
家
」
へ
の
帰
属
に
よ
っ
て
権
利
能
力
が
左
右
さ
れ
た
人
々
は
、
い
ま
や
全
員
が
平
等
な
「
国
民
」
と
し
て
、｢

国
家｣

に
帰
属
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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わ
が
国
に
お
け
る
「
選
挙
権
論
」
の
規
範
主
義
的
貧
困
は
克
服
さ
れ
た
の
か
？
（
中
野
）

そ
し
て
、
第
二
に
、
犯
罪
を
お
か
し
て
国
家
の
刑
罰
権
の
対
象
（status subiectionis

）
に
な
る
場
合
な
ど
の
ご
く
限
ら
れ
た
例
外
を
除
き
、
す
べ
て
の
自
然
人
は
「
自
由

人
の
身
分
」
を
享
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
人
間
が
「
人
間
で
あ
る
こ
と
」
だ
け
を
理
由
に
、独
立
の
法
人
格
（
権
利
能
力
）
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

自
然
的
な
「
人
」
は
、
直
ち
に
、
法
的
に
も
完
全
な
「
人
」
と
な
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
、「
国
家
」
へ
の
帰
属
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
彼
ら
が
対
峙
す
る
国
家
は
、

主
権
的
＝
至
高
的
存
在
に
ま
で
登
り
つ
め
た
、
史
上
最
強
の
政
治
権
力
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
、「
自
由
人
の
身
分
」
で
あ
る
こ
と
の
承
認
を
国
家
に
請
求
す
る
資
格
が
あ
る
が
、

も
し
国
家
が
、
そ
の
承
認
を
拒
ん
だ
ら
ど
う
な
る
か
。
こ
の
場
合
に
は
、
自
ら
が
「
国
民
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
国
家
の
裁
判
サ
ー
ビ
ス
を
求
め
る
ほ
か
は
な
い
。
権
利
保

護
は
、
近
代
国
家
が
自
力
救
済
の
禁
止
と
引
き
替
え
に
「
国
民
」
に
提
供
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
最
低
限
度
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
す

べ
て
の
自
然
人
に
法
人
格
（
権
利
能
力
）
を
承
認
す
る
人
権
思
想
が
、
画
餅
に
帰
さ
な
い
で
済
ん
で
い
る
の
は
、「
国
民
の
身
分
」
に
基
づ
く
国
家
の
権
利
保
護
に
よ
っ
て
、
そ

れ
が
下
支
え
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
三
に
、「
家
」
が
一
般
的
身
分
と
し
て
破
砕
さ
れ
た
た
め
に
、
政
治
社
会
へ
の
参
加
資
格
で
も
あ
っ
た
「
家
長
」
の
資
格
も
消
去
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、「
国
民
」
と
し
て

生
ま
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
乳
幼
児
が
国
政
に
参
加
で
き
な
い
の
は
自
明
で
あ
っ
て
、政
治
社
会
へ
の
能
動
的
な
参
加
資
格
を
別
途
探
る
必
要
が
で
て
く
る（
能
動
的
国
民
の
身
分
）。

国
家
を
公
益
目
的
の
法
人
と
し
て
捉
え
る
立
場
（
国
家
法
人
説
）
か
ら
す
る
と
、
法
学
的
に
は
、
国
家
法
人
の
機
関
（
国
家
機
関
）
と
し
て
公
務
に
従
事
す
る
資
格
の
こ
と
と
い

う
ふ
う
に
、
こ
の
新
た
な
身
分
は
翻
訳
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
近
代
人
は
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
「
自
由
人
の
身
分
」
に
所
属
し
つ
つ
、
依
然
と
し
て
「
国
民
の
身
分
」、「
能
動
的
国
民
の
身
分
」
の
階
層
秩
序
に
組
み

込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
、
こ
こ
で
一
計
を
案
じ
、
機
能
的
な
観
点
か
ら
、
そ
れ
ら
ロ
ー
マ
法
的
な
「
本
名
」
を
も
つ
諸
身
分
に
、「
あ
だ
名
」

を
つ
け
る
こ
と
に
し
た
。「
自
由
人
の
身
分
」
は
、
必
要
最
小
限
度
を
超
え
る
国
家
介
入
を
拒
否
し
て
、
国
家
に
対
し
消
極
的
な
不
作
為
を
、「
国
民
の
身
分
」
は
、
自
力
救
済
を

抛
棄
す
る
代
わ
り
に
、
国
家
に
対
し
権
利
保
護
か
ら
（
裕
福
な
国
家
な
ら
）
社
会
福
祉
ま
で
の
積
極
的
な
作
為
を
、
そ
れ
ぞ
れ
求
め
る
請
求
権
の
根
拠
に
な
る
。
そ
こ
で
、
前
者

を
「
消
極
的
身
分
」、
後
者
を
「
積
極
的
身
分
」
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ペ
ア
が
一
つ
で
き
る
と
、「
能
動
的
国
民
の
身
分
」
と
い
う
、
文
字
通

り
能
動
的
に
国
家
に
向
か
い
合
う
資
格
の
方
に
は
、
そ
れ
に
見
合
う
ペ
ア
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
り
税
金
を
取
り
立
て
ら
れ
た
り
し
て
主
権

国
家
に
服
従
を
強
い
ら
れ
、
か
つ
て
のstatus subiectionis

（
あ
え
て
訳
せ
ば
、
服
属
民
の
身
分
）
に
陥
る
例
外
的
な
ケ
ー
ス
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
前
者

が
「
能
動
的
身
分
」、
後
者
が
「
受
動
的
身
分
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
残
り
な
く
法
人
格
を
獲
得
し
た
は
ず
の
近
代
人
は
、「
受
動
的
身
分
」「
消
極
的
身
分
」「
積

極
的
身
分
」「
能
動
的
身
分
」
の
四
つ
か
ら
な
る
身
分
的
階
層
秩
序
か
ら
な
る
国
家
世
界
に
生
き
る
と
い
う
、
非
常
に
よ
く
で
き
た
類
型
論
が
完
成
す
る
。
論
理
的
に
は
、
あ
く

ま
で
自
由
人
と
し
て
の
「
消
極
的
身
分
」＝「
自
由
人
の
身
分
」
が
軸
で
あ
る
が
、
歴
史
的
に
は
、「
積
極
的
身
分
」＝「
国
民
の
身
分
」
が
最
も
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
高
い
身
分
で
あ

る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
実
質
的
に
は
、「
国
家
」
へ
の
帰
属
に
よ
っ
て
、
権
利
行
使
の
内
実
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。（
…
…
）

「
身
分
」
は
、
性
質
上
、
そ
の
承
認
（A

nerkennung, recognition

）
を
要
求
す
る
か
ら
、
他
者
に
対
す
る
承
認
権
の
根
拠
と
な
る
。
そ
の
場
合
の
「
他
者
」
は
、
元
来
、

権
利
義
務
関
係
（
法
関
係
）
を
結
ぶ
直
接
の
相
手
方
で
あ
り
、
お
互
い
の
「
身
分
」
を
相
互
承
認
し
な
く
て
は
、
対
等
の
「
法
人
格
」
ど
う
し
の
法
関
係
は
始
ま
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
、
常
に
「
身
分
」
の
相
互
承
認
が
う
ま
く
い
く
と
は
限
ら
ず
、
相
手
を
「
法
人
格
」
と
承
認
す
る
に
い
た
ら
な
い
場
合
に
は
、
法
的
に
は
「
人
」
と
「
物
」
の
関
係
に
、
つ
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ま
り
主
人
と
奴
隷
の
力
関
係
に
す
ら
陥
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
は
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
社
会
関
係
に
お
い
て
「
人
格
」
の
承
認
状
態
が
常
態
化
し
て
、
社
会
的
「
身
分
」
が
階

層
化
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
（
い
わ
ゆ
る
差
別
問
題
）。

し
か
し
、
近
代
国
家
は
、
そ
う
し
た
法
的
な
承
認
の
回
路
を
独
占
し
、「
自
由
人
の
身
分
」「
国
民
の
身
分
」「
能
動
的
国
民
の
身
分
」
を
、
一
括
し
て
承
認
す
る
に
至
っ
た
（
人

権
宣
言
）。
こ
の
国
家
の
論
理
が
、
前
項
に
お
け
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
「
身
分
」
の
構
造
転
換
を
支
え
て
い
る
。

第
3
節　

石
川
健
治
に
よ
れ
ば
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
「
選
挙
権
」
理
解
は
以
下
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
政
治
社
会
へ
の
参
加
資
格
＝
選
挙
権
はstatus fam

ilia

に
属
す
る
「
家
長
権
」
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
はststus fam

ilia

の
「
破
砕
」
に
よ
っ
て
、他
の
身
分
に
「
翻
訳
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
二
に
、こ
の
政
治
社
会
へ
の
参
加
資
格
は
、機
能
的
な
観
点
か
ら
「
自

由
人
の
身
分
」（status liberitatis
）＝「
防
禦
権
」
と
「
市
民
の
身
分
」（status civitas

）
を
編
入
し
た
「
国
民
の
身
分
」
の
対
称
性
を
参
考
と
し
て
、「
受

動
的
身
分
」と「
能
動
的
身
分
」に
振
り
分
け
ら
れ
た
。
第
三
に
、イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
はanspruch

で
は
な
くstatus

を
権
利
義
務
関
係
に
転
轍
す
る
た
め
に
、

近
代
国
家
が
「
法
人
格
」
間
の
相
互
承
認
の
た
め
の
「
回
路
」
を
一
括
し
て
引
き
受
け
た
。

こ
の
よ
う
な
説
明
に
よ
れ
ば
、
宮
沢
俊
義
の
人
権
類
型
と
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
人
権
類
型
の
間
に
ず
れ
が
生
ず
る
の
は
、
宮
沢
が
「
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
流
の

美
濃
部
法
学
を
純
化
し
よ
う
と
」
し
て
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
「
地
位
理
論
」
を
ケ
ル
ゼ
ン
の
そ
れ
で
修
正
し
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
イ
ェ

リ
ネ
ッ
ク
自
身
が
近
代
国
家
の
成
立
の
過
程
でstatus fam

ilia
を
破
砕
し
、status libeitas

お
よ
びstatus civitas

を
再
編
成
し
、
さ
ら
に
は
「
受
動

的
身
分
」
と
「
能
動
的
身
分
」
を
創
設
し
た
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
い
え
ば
、こ
の
よ
う
な
一
種
の
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
る
こ
と
で
、宮
沢
は
「
能
動
的
な
関
係
」

を
「
積
極
的
な
関
係
」
と
「
能
動
的
な
関
係
」
に
分
け
、
前
者
に
お
い
て
は
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
を
代
表
と
す
る
国
務
請
求
権
を
、
後
者
に
お
い
て

は
選
挙
権
や
被
選
挙
権
を
う
ま
く
位
置
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
石
川
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
「
地
位
理
論
」
の
分
析
で
優
れ
て
い
る
の
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
が
論
理
的
、
歴
史
的
お
よ
び
実
質
的
観
点
か
ら
、

こ
の
理
論
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
点
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
く
な
く
と
も
こ
の
分
析
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、

イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
「
機
能
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
み
な
ら
ず
、「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
も
意
識
し
て
い
た
と
言
え
る
。
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わ
が
国
に
お
け
る
「
選
挙
権
論
」
の
規
範
主
義
的
貧
困
は
克
服
さ
れ
た
の
か
？
（
中
野
）

第
4
節　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
石
川
の
分
析
に
関
し
て
も
、
わ
た
し
と
し
て
は
腑
に
落
ち
な
い
部
分
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い

て
の
疑
義
を
述
べ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、「
人
」
権
主
体
と
な
る
べ
き
個
人
を
重
畳
的
な
身
分
制
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
人
」
権
主
体
と
し
て
の
個
人
と
、
正
統
な
権

力
を
独
占
す
る
「
主
権
」
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
か
ら
成
る
二
極
構
造
と
す
る
こ
と
で
、人
権
の
対
国
家
的
権
利
性
を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

樋
口
に
よ
れ
ば
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
で
す
ら
、
近
代
法
が
「
個
人
」
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
中
間
集
団
の
解
体
を
め
ざ
し
た
と
き
、
家
族
と
い
う
例
外
が
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
で
あ
れ
ば
、
遅
れ
て
き
た
近
代
国
家
で
あ
る
ド
イ
ツ
で
、
な
ぜ
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
が
「
家
族
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
消
去
し
て
し
ま
う
の

か
、
石
川
が
参
照
を
請
う
自
ら
の
論
稿
「
承
認
と
自
己
拘
束
」
だ
け
で
は
、
そ
の
典
拠
を
は
じ
め
と
し
て
親
切
で
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
理
解
し
づ
ら
い）

（（
（

。

明
ら
か
に
、
こ
れ
は
歴
史
的
に
お
い
て
は
「
事
実
」
で
は
な
く
、「
理
念
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
村
上
淳
一
の
以

下
の
市
民
社
会
論
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む）

（（
（

。

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
市
民
社
会
が
純
粋
な
経
済
社
会
、「
欲
望
の
体
系
」（
ヘ
ー
ゲ
ル
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
は
自
生
的
に
成
立
し
た
自
律
的
社
会
で
は
あ

り
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
身
分
制
的
な
互
酬
性
の
秩
序
か
ら
の
解
放
の
代
償
と
し
て
、
国
家
権
力
に
よ
る
指
導
に
服
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
九
世
紀
の
中
葉
ま
で
ド
イ
ツ
の
市
民
社
会
を
担
っ
た
の
は
、
実
際
は
個
人
と
い
う
よ
り
家
長
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
、
伝
統
的
な
互
酬
性
の
残
照
が
見
ら
れ
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。

次
に
、
そ
も
そ
も
中
世
以
降
の
ロ
ー
マ
法
と
は
別
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
は
宗
教
学
的
意
味
で
、
あ
る
い
は
神
学
的
意
味
で
の
位
階
論
が
発

達
し
、
そ
れ
が
近
代
以
降
に
お
い
て
も
国
法
学
に
お
け
る
「
垂
直
性V

ertikale

」
の
議
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い）

（（
（

。
そ
れ

は
、「
世
俗
化
お
よ
び
脱
神
学
化Säkularisation

」
さ
れ
た
あ
と
に
お
い
て
も
、
ネ
オ
・
ト
ミ
ズ
ム
法
学
以
外
で
も
看
過
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
、
石
川
も
注
目
し
て
い
る
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
若
き
こ
ろ
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
「
天
上
位
階
論
」
や
「
教
会
位
階
論
」
を
学
び）

（（
（

、
そ
れ

は
ト
マ
ス
・
ア
キ
ィ
ナ
ス
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
近
時
、
注
目
さ
れ
て
い
る
ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ラ
は
、『
人
間
の
尊

厳
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、「
創
世
記
第
一
章
第
二
六
節
に
基
づ
き
、
神
は
人
間
を
創
造
す
る
に
あ
た
り
な
ん
ら
か
の
定
ま
っ
た
特
性
を
与
え
ず
に
人
間
を
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創
造
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
自
ら
が
意
思
す
る
通
り
に
自
己
を
形
成
す
る
無
制
限
の
自
由
を
有
す
る
と
し
た
。）

（（
（

」
ま
た
、
石
川
の
理
解
は
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
身
分
制
論
の
理
解
に
関
し
て
は
、
歴
史
学
者
・
哲
学
者
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る）

（（
（

。

第
5
節　

最
後
に
、
前
章
で
示
し
た
仮
に
、
辻
村
が
「
選
挙
権
」＝「
市
民
の
権
利
」
で
あ
る
と
し
て
も
、「
市
民
の
権
利
」
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
か
ら

と
い
っ
て
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
流
の
地
位
論
で
い
うstatus civitatis

を
、
そ
の
ま
ま
選
挙
権
と
し
て
採
用
す
る
の
か
と
い
う
設
問
に
対
す
る
一
応
の
回
答

を
与
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
辻
村
は
石
川
の
上
述
の
説
明
を
も
っ
て
し
て
も
、
石
川
流
の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
「
選
挙
権
」
を
採
用
す
る
こ

と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
プ
ー
プ
ル
主
権
論
に
基
づ
き
、
選
挙
権
を
、
市
民
が
主
権
行
使
に
参
加
す
る
権
利
と
解
し
、「
機
関
理
論
」
を
否
定

す
る
辻
村
か
ら
す
れ
ば
、
ナ
シ
オ
ン
主
権
論
を
前
提
と
し
、
そ
の
公
務
の
執
行
と
す
る
「
選
挙
権
」
の
精
緻
化
を
、
国
家
法
人
説
を
通
じ
て
お
こ
な
う
法

実
証
主
義
の
立
場
に
立
つ
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
地
位
論
は
承
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
そ
の
こ
と
は
、
前
述
の
石
川
の
説
明
部
分
を
引
用
す

る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

「
家
」
が
一
般
的
身
分
と
し
て
破
砕
さ
れ
た
た
め
に
、
政
治
社
会
へ
の
参
加
資
格
で
も
あ
っ
た
「
家
長
」
の
資
格
も
消
去
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、「
国
民
」
と
し
て
生
ま
れ
た

か
ら
と
い
っ
て
乳
幼
児
が
国
政
に
参
加
で
き
な
い
の
は
自
明
で
あ
っ
て
、
政
治
社
会
へ
の
能
動
的
な
参
加
資
格
を
別
途
探
る
必
要
が
で
て
く
る
（
能
動
的
国
民
の
身
分
）。
国
家

を
公
益
目
的
の
法
人
と
し
て
捉
え
る
立
場
（
国
家
法
人
説
）
か
ら
す
る
と
、
法
学
的
に
は
、
国
家
法
人
の
機
関
（
国
家
機
関
）
と
し
て
公
務
に
従
事
す
る
資
格
の
こ
と
と
い
う
ふ

う
に
、
こ
の
新
た
な
身
分
は
翻
訳
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
章　

結
び
に
か
え
て

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、わ
が
国
の
「
憲
法
問
題
と
し
て
の
選
挙
権
論
は
、極
度
の
理
論
的
停
滞
の
な
か
に
あ
る
」
と
の
長
尾
の
指
摘
に
対
す
る
応
答
は
、

二
〇
年
た
っ
た
い
ま
も
相
変
わ
ら
ず
低
調
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
、
こ
れ
も
ま
た
長
尾
が
指
摘
し
て
い
た
点
で
は
あ
る
が
、
選
挙
権
論
が
選
挙
論
の
一
環

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
個
人
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
倫
理
的
当
為
性
が
語
ら
れ
、
ま
さ
に
そ
こ
に
お
い
て
は
「
神
々
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わ
が
国
に
お
け
る
「
選
挙
権
論
」
の
規
範
主
義
的
貧
困
は
克
服
さ
れ
た
の
か
？
（
中
野
）

の
争
い
」
の
よ
う
な
状
態
が
続
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
選
挙
権
論
は
戦
後
、
不
幸
な
議
論
の
さ
れ
方
を
し
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、「
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
流
の
美
濃
部
法
学
を
純
化
し
よ
う
と
し
た
」
宮
沢
は
、
一
方
に
お
い
て
は
「
い
わ
ゆ
る
憲
法
解
釈
学
と
い
う
も
の
は
あ
ま

り
興
味
を
持
た
れ
な
い
で
、
む
し
ろ
政
治
的
憲
法
学
と
い
う
か
、
憲
法
を
政
治
学
的
あ
る
い
は
社
会
学
的
な
面
か
ら
見
」
る
と
い
う
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
傾

向
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
辻
村
が
「
な
お
、
前
掲
長
尾
論
文
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
基
礎
理
論
に
つ
い
て
の
前
提
的
理
解
が
異

な
る
以
上
、
見
解
の
相
違
が
生
じ
る
こ
と
は
当
然
と
も
思
わ
れ
る
が
、
論
者
の
い
わ
ゆ
る
法
的
性
格
論
＝
法
的
構
造
論
に
つ
い
て
は
な
お
理
解
不
十
分
な

と
こ
ろ
も
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。」
と
答
え
た
の
は
至
極
当
然
で
あ
り
、
こ
の
回
答
の
ポ
イ
ン
ト
は
前
段
に
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
温
故
知
新
的
に
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
理
論
を
解
読
し
よ
う
と
す
る
石
川
の
研
究
は
、
地
味
で
か
つ
地
道
で
は
あ
る
が
選
挙
権
の
法
的
規
範
構

造
を
再
考
さ
せ
る
一
つ
の
契
機
に
な
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
（
）
長
尾
一
紘
「
選
挙
権
論
の
再
検
討
」（『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
一
〇
二
二
号
、
一
九
九
三
年
）
八
八
頁
、
同
「
選
挙
権
の
法
的
性
格
（
四
）」（『
本
誌
』
第
九
九
巻
第
一
一=

一
二
号
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。
そ
も
そ
も
、
わ
が
国
で
選
挙
権
・
被
選
挙
権
の
性
質
が
問
わ
れ
た
と
さ
れ
る
最
高
裁
昭
和
三
〇
年
二
月
九
日
大
法
廷
判
決
が
以
下
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。「
こ
の
判
例
自
体
の
意
味
は
、
選
挙
犯
罪
に
伴
う
選
挙
権
・
被
選
挙
権
の
停
止
が
合
憲
だ
と
い
う
こ
と
を
定
め

た
こ
と
に
つ
き
る
。
表
題
の
よ
う
に
「
選
挙
権
・
被
選
挙
権
の
本
質
」
が
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
学
説
状
況
が
こ
の
判
決

へ
の
注
目
を
持
続
さ
せ
て
き
た
。
選
挙
権
の
性
格
に
つ
い
て
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
後
、
そ
れ
を
「
代
表
を
選
出
す
る
権
利
で
あ
る
と
と
も
に
、
公
務
員
の
選
定
と
い

う
公
務
で
も
あ
る
」
と
す
る
通
説
的
二
元
論
に
対
し
て
、
国
家
権
力
は
人
民
に
帰
属
す
る
と
い
う
人
民
主
権
説
の
立
場
か
ら
、
そ
れ
を
主
権
行
使
に
参
加
す
る
権
利
と

し
て
の
み
捉
え
る
権
利
説
が
提
唱
さ
れ
論
争
に
な
っ
た
」（
毛
利
透
【
（（（
】
佐
藤
幸
治
・
土
井
真
一
編
『
判
例
講
義
憲
法
Ⅱ　

基
本
的
人
権
・
統
治
機
構
』（
悠
々
社
、

二
〇
一
〇
年
）
二
一
一
頁
）。
な
お
、
拙
稿
「
選
挙
権
・
被
選
挙
権
の
本
質
と
選
挙
権
の
公
正
─
選
挙
犯
罪
処
罰
者
選
挙
・
被
選
挙
権
停
止
違
憲
事
件
」（
工
藤
達
朗
編

『
憲
法
判
断
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
））
三
〇
二
─
三
〇
三
頁
参
照
の
こ
と
。

（
（
）
わ
が
国
に
お
け
る
選
挙
権
の
系
譜
と
現
状
に
つ
い
て
は
、
長
尾
・
前
掲
注（
（
）
第
一
論
文
、
九
一
─
九
三
頁
参
照
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
機
能
論

的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
宍
戸
常
寿
「
憲
法
裁
判
権
の
動
態
（
五
）
─
ド
イ
ツ
憲
法
研
究
ノ
ー
ト
」『
国
家
学
会
雑
誌
』
第

一
一
六
巻
第
一
一
─
一
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
一
二
〇
頁
。
ま
た
、
少
々
長
く
な
る
が
長
尾
の
最
後
の
弟
子
で
あ
る
土
屋
武
の
ヤ
ラ
ス
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
論
の
解
説

か
ら
引
用
す
る
こ
と
と
す
る
。「
そ
こ
で
、
社
会
的
意
味
の
規
定
に
は
、
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
自
由
保
障
の
機
能
・
任

務
と
の
関
連
で
、
自
由
権
の
社
会
的
意
味
を
確
定
す
る
。
…
…
構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
導
入
は
、
伝
統
的
な
自
由
の
構
造
を
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破
壊
す
る
も
の
と
い
え
、
基
本
的
に
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
す
れ
ば
、
異
な
る
構
造
の
自
由
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
の
自
由
権
の
機
能
が
以
前
と
等
価
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
れ
ば
（
…
）、
ひ
と
し
く
認
め
ら
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
伝

統
的
な
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
」（
土
屋
武
「
基
本
権
に
お
け
る
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
理
論
─
ハ
ン
ス
・
Ｄ
・
ヤ
ラ
ス
の
基
本
権
論
─
」
ハ
ン
ス
・
Ｄ
・
ヤ
ラ
ス

著
／
松
原
光
宏
『
ヤ
ラ
ス
教
授
日
本
講
演
録　

現
代
ド
イ
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
基
本
権
論
』（
日
本
比
較
法
研
究
所
翻
訳
叢
書
、
二
〇
一
一
年
）
一
六
一
頁
）。
な
お
、
近

時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
るfunktional pluralistisches Grundrechtsverständnis

に
つ
い
て
は
、V

gl.R.C.de O
livera,Zur K

ritik der A
bw

ägung in der 
Grundrechtsdogm

atik, Berlin, （0（（, S. （（ff., （（, （（（ff., （（（f.

（
（
）
辻
村
み
よ
子
『「
権
利
」
と
し
て
の
選
挙
権
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
九
年
）。

（
（
）
辻
村
み
よ
子
「
人
権
の
概
念
」（
樋
口
陽
一
編
『
講
座
・
憲
法
学　

第
三
巻　

権
利
の
保
障
［
（
］』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
四
年
）
三
二
─
三
四
頁
。

（
（
）
長
尾
・
前
掲
注（
（
）
第
一
論
文
、
九
三
頁
。

（
（
）
辻
村
み
よ
子
「
選
挙
権
論
の
『
原
点
』
と
『
争
点
』・
再
論
─
野
中
教
授
の
批
判
に
応
え
て
─
」（
杉
原
泰
雄
・
樋
口
陽
一
編
『
論
争
憲
法
学
』、日
本
評
論
社
、一
九
九
四
年
）

二
五
〇
─
二
五
一
頁
。
こ
の
回
答
で
は
、
辻
村
は
「
機
能
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
了
解
し
て
お
り
、「
法
的
性
格
論
＝
法
的
構
造
論
」
の
理
解
が
不
十
分
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
？　

さ
ら
に
、
オ
ー
リ
ウ
を
「
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
に
近
い
意
味
で
の
『
二
元
論
』（
を
）
提
示
」
す
る

論
者
と
整
理
し
た
上
で
、
ナ
シ
オ
ン
主
権
と
プ
ー
プ
ル
の
区
別
に
基
づ
く
後
者
の
選
挙
権
論
の
「
緻
密
さ
を
こ
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
、

二
重
の
意
味
で
不
適
切
で
あ
る
と
す
る
小
島
慎
司
の
指
摘
は
参
照
に
値
す
る
（
小
島
慎
司
「
近
代
国
家
の
確
立
と
制
度
体
の
保
障
（
三
）
─
モ
ー
リ
ス
・
オ
ー
リ
ウ
『
公

法
原
理
』
第
二
版
に
お
け
る
修
道
会
教
育
規
制
法
律
へ
の
批
判
の
分
析
─
」『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
一
二
一
巻
七
・
八
号
、
二
〇
〇
八
年
、
五
六
─
五
七
頁
）。
と
く
に
、

オ
ー
リ
ウ
が
「
職
＝
作
用
（fonction

）
だ
か
ら
こ
そ
（
選
挙
権
は
）
権
利
で
あ
る
と
指
摘
し
た
点
は
、
本
稿
と
の
関
係
で
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は

System
 der subjektiven öffentlichen Rechte. （. A

ufl. D
arm

stadt, （（（（  

の
中
で
エ
ス
マ
ン
と
オ
ー
リ
ウ
の
学
説
を
紹
介
し
、
彼
ら
がdroit civils 

をdroi 
individuels 

あ
る
い
はFreiheitsreehte

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
（V

gl. Jellnek, a.a.O
.S. （（（

）。
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
選
挙
権
の
関
連
に
つ

い
て
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
弟
子
に
よ
るA

dolf. T
ecklenburg, Entw

icklung des W
ahlrechts in Frankreich seit （（（（, T

übingen, （（（（  

を
参
照
の
こ
と
。

な
お
、
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
文
献
そ
の
も
の
の
該
当
頁
数
を
明
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
彼
自
身
のStatus

と
政
治
的
権
利
を
知

る
に
はG. Jellnek, V

erfassungsänderung und V
erfassungsw

andlung, Berlin, （（0（, S. （（

─（（  

の
記
述
が
重
要
な
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く
。

（
（
）W

. H
öfling, D

em
okratishe Grundrechte

―Zu Bedeutungsgehalt und Erklarungsw
ert einer D

ogm
am

atischen K
ategorie

―, D
er Staat（（

（（（（（

）, 
S. （（（

─（0（.

（
（
）
長
尾
・
前
掲
注（
（
）
第
一
論
文
、
八
八
─
八
九
頁
。

（
（
）
長
尾
・
前
掲
注（
（
）
第
一
論
文
、
八
九
─
九
一
頁
。
な
お
、
長
尾
は
シ
ュ
テ
ル
ン
の
説
明
をK

. Stern, D
as Staatsrecht D

er BRD
Ⅲ

/（, （（（（, S. （（（f. 

の
部

分
を
参
照
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
の
執
筆
担
当
は
ザ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。



三
二
九

わ
が
国
に
お
け
る
「
選
挙
権
論
」
の
規
範
主
義
的
貧
困
は
克
服
さ
れ
た
の
か
？
（
中
野
）

（
（0
）
長
尾
・
前
掲
注（
（
）
第
一
論
文
、
九
〇
頁
。

（
（（
）
長
尾
・
前
掲
注（
（
）
第
一
論
文
、
九
〇
頁
、
九
五
頁
。

（
（（
）
長
尾
・
前
掲
注（
（
）
第
一
論
文
、
九
〇
頁
（V

gl. R. A
lexy, T

heorie der Grundrechte, Baden-Baden

（（（（（

）, S. （（（ff. （（（ff.

）

（
（（
）
長
尾
・
前
掲
注（
（
）
第
一
論
文
、
九
〇
頁
（V

gl. Stern, a.a.O
., S. （（（f

）。

（
（（
）
長
尾
・
前
掲
注（
（
）
第
一
論
文
、
九
〇
頁
、
九
五
頁
。

（
（（
）
長
尾
一
紘
『
日
本
国
憲
法
［
第
四
版
］』（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
年
）
一
六
二
頁
。
な
お
、
第
二
帝
政
期
に
お
け
る
選
挙
権
に
つ
い
て
は
、
栗
城
壽
夫
『
一
九
世

紀
ド
イ
ツ
憲
法
理
論
の
研
究
』（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
一
五
六
頁
以
下
、
前
田
光
夫
『
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
争
議
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
お
よ
び
渡
辺

重
範
『
ド
イ
ツ
近
代
選
挙
制
度
史
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。

（
（（
）V

gl. W
. H

öfling, D
em

okratishe Grundrechte, S. （00. S. （0（.  

機
能
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
マ
ク
ロ
的
視
点
」
か
ら
観
た
場
合
に
は
問
題
が
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
ミ
ク
ロ
的
視
点
」
か
ら
観
た
場
合
、
そ
こ
に
は
「
法
的
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
不
明
瞭
に
す
る
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
・
ラ
ー
ベ
が
ア
レ
ク
シ
ー
の
理
論
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
両
者
を
原
理
衡
量
の
中
に
止
揚
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。

V
gl.M

. Raabe, Grundrechtsschutz und gesetzgeberischer Einschätzungsspielraum
, in: Ch. Grabenw

urter et al.

（hrsg.

）, A
llgem

einheit der 
Grundrechte und V

ielfalt der Gesellschaft, （（（（, S. （（.

（
（（
）V

gl. W
. H

öling, a.a.O
., S. （（（f.

（
（（
）V

gl. W
. H

öfling, a.a.O
., S. （（（

─（（（. 

そ
れ
ぞ
れ
、S, Jordan, V

ersuche über allgem
eines Staatrecht, M

arburg, （（（（, S. （0（, S. （（（f.; G. Jellnek, 
a.a.O

., （（ff; R.T
hom

a, D
ie juristische Bedeutung der grundrechtlichen Sätze der deutschen Reichsverfassung im

 allgem
einem

, in: N
ipperdey

（H
rsg.

）, D
ie Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung. K

om
m

entar zum
 （. T

eil der RV
, （. Bd. （（（（, S. （（; H

. H
eller, 

Staatskunde, Bd. （, （. H
eft, （（（（, S. （f. 

参
照
。

（
（（
）
長
尾
・
前
掲
注（
（
）
第
一
論
文
、
八
八
頁
。

（
（0
）W

. H
öfling, a.a.O

., S. （（（. V
gl. R. T

hom
a, a.a.O

., S. （（. V
gl. R. T

hom
a, D

ie juristische Bedeutung der Grundrechtliche Sätze der deutschen 
Reichsverfussungs im

 A
llgem

einem
, in: N

ipperdey

（H
rsg.

）, D
ie Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfussung, K

om
m

entar zum
 （. 

T
eil der RV

, （. Bd. （（（（, S. （（.

（
（（
）
長
尾
・
前
掲
注（
（
）
第
一
論
文
、
八
九
頁

（
（（
）V

gl. W
. H

öfling, a.a.O
., S. （（（

─（（（.  

な
お
、拙
稿
「
民
主
制
と
基
本
権
─
討
議
理
論
を
中
心
に
─
」（『
芝
浦
工
業
大
学
研
究
報
告
（
人
文
系
）』
第
三
二
巻
第
二
号
、

一
九
九
八
年
）
七
─
一
四
頁
参
照
。V

gl. R. A
lexy, Grundrechte im

 dem
okratischen V

erfassungsstaat, in: FS für A
leksander Peczenik, （（（（, S. （（

─

（（.



三
三
〇

（
（（
）V

gl. W
. H

öfling, a.a.O
., S. （（（

─（0（.
（
（（
）V

gl. W
. H

öfling, a.a.O
., S. （（（

─（00.
（
（（
）W

. H
öfling, a.a.O

., S. （00. 
（
（（
）
長
尾
・
前
掲
注（
（
）
第
一
論
文
、
九
〇
─
九
一
頁
。

（
（（
）
拙
稿
「
民
主
制
と
基
本
権
」
七
─
一
四
頁
参
照
。

（
（（
）V

gl. W
. H

öfling, a.a.O
., S. （00

─（0（.

（
（（
）W

. H
öfling, a.a.O

., S. （（（.  

な
お
、へ
ー
フ
リ
ン
グ
の
開
か
れ
た
基
本
権
解
釈
に
つ
い
て
は
、W. H

öfling, Ö
ffene Grundrechtsinterpretation, Berlin

（（（（（

）,  
S. （00ff., S. （（（  

（
栗
城
「
憲
法
裁
判
の
機
能
」（『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
一
〇
七
六
号
、
一
九
九
五
年
）
一
四
─
一
五
頁
参
照
）。
こ
れ
と
の
関
係
で
、
蟻
川
恒
正
の
以
下

の
指
摘
は
、
示
唆
に
富
む
。「
裁
判
員
や
訴
訟
当
事
者
と
い
っ
た
、
誰
も
が
な
り
得
る
と
は
い
え
特
別
な
主
体
で
あ
る
者
の
討
論
の
重
要
性
を
主
張
さ
れ
る
佐
藤
先
生
の

理
論
の
中
に
、
そ
れ
と
は
次
元
の
異
な
る
討
論
を
重
視
す
る
契
機
を
私
が
読
み
と
ろ
う
と
し
た
の
は
、
当
事
者
が
討
論
す
る
と
き
に
も
、
例
え
ば
、『
こ
ん
な
判
例
は
変

え
る
べ
き
だ
』
と
か
『
司
法
と
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
』
と
か
、
法
律
家
に
限
ら
ず
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
学
生
や
市
民
と
い
っ
た
広
い
国
民
の
議
論
が
、
当
事
者
を
も

支
え
て
司
法
を
め
ぐ
る
討
議
の
基
盤
を
成
し
て
い
る
は
ず
で
、
そ
う
い
う
基
盤
を
な
す
議
論
が
『
公
共
的
討
論
』
と
い
う
観
念
に
は
よ
り
近
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考

え
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
に
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
『
統
治
の
批
判
者
』
と
し
て
の
国
民
が
生
ま
れ
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
探
る
余
地
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
」（
蟻
川
恒
正
「
佐

藤
幸
治
憲
法
学
と
の
対
話　

討
議
」（『
法
律
時
報
』
第
八
二
巻
第
五
号
、
二
〇
一
〇
年
）
四
九
頁
）。

（
（0
）W

. H
öfling, a.a.O

., S. （0（.

（
（（
）A

. A
ffolter, D

ie individuellen Rechte nach der bundesgerichen Praxis, （. A
ufl., Zürich, （（（（, S. （.

（
（（
）Paul. Laband, D

as Staatsrecht des deutschen Reichs, （. A
ufl., T

übingen, （（（（. S. （（（f. V
gl. M

öllers, Staat als A
rgum

ent, M
ünchen, （000, 

（（ff.

（
（（
）V

gl. W
. H

öfling, a.a.O
., S. （0（.

（
（（
）W

. H
öfling, a.a.O

., S. （0（.

（
（（
）
加
藤
一
彦
「
選
挙
権
に
お
け
る
「
二
元
説
」
の
意
義
」（『
東
京
経
済
大
学
現
代
法
学
会
誌
』
第
八
号
、
二
〇
〇
四
年
）、
一
三
一
頁
。

（
（（
）
樋
口
陽
一
編
『
ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
憲
法
』（
北
樹
出
版
、
一
九
九
三
年
）
一
三
九
頁
。

（
（（
）
樋
口
陽
一
『
国
法
学　
［
補
訂
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
八
四
─
八
五
頁
。

（
（（
）
石
川
健
治
「
人
権
享
有
主
体
論
の
再
構
成
─
権
利
・
身
分
・
平
等
の
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
」（『
法
学
教
室
』
第
三
二
〇
号
（
二
〇
〇
七
年
））
六
三
─
六
四
頁
。V

gl.
Ch. M

öllers, a.a.O
., （000, S. （（

─（（.

（
（（
）
石
川
健
治
「
承
認
と
自
己
拘
束
─
流
動
す
る
国
家
像
・
市
民
像
と
憲
法
学
」『
岩
波
講
座　

現
代
法
（　

現
代
国
家
と
法
』（
岩
波
書
店
、一
九
九
七
年
）
四
四
頁
。
な
お
、



三
三
一

わ
が
国
に
お
け
る
「
選
挙
権
論
」
の
規
範
主
義
的
貧
困
は
克
服
さ
れ
た
の
か
？
（
中
野
）

以
下
の
リ
ュ
ッ
べ=

ボ
ル
フ
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
。「
こ
の
時
代
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
法
的
平
等
と
開
放
の
た
め
に
身
分
制
的
な
生
活
秩
序
を
解
体
す
る
こ
と
、
権

利
と
稼
得
の
自
由
に
よ
っ
て
、
身
分
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
権
利
を
解
消
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
こ
の
過
程
は
革
命

の
所
産
で
は
な
く
、
君
主
に
よ
る
改
革
の
成
果
と
し
て
生
じ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
法
律
学
は
「
既
得
権
」
を
市
民
の
財
産
権
に
移
し
変
え
る
こ
と
な
ど
に
よ
り

一
定
の
貢
献
を
し
た
」（G. Lübbe=W

olff, Sav. ZRG germ
, A

bt. （（（（, S. （0（

）。
も
ち
ろ
ん
、石
川
に
は
以
下
の
議
論
の
「
地
平
」
を
切
り
開
く
、あ
る
い
は
「
掘

り
出
す
」
と
い
う
あ
る
種
の
使
命
を
も
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。「
ま
た
、
本
来
は
こ
れ
は
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
議
論

で
は
な
い
こ
と
に
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
非
常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
の
動
態
に
対
す
る
考
察
が
あ
る
。
そ
う
し
た
見
え
な
い
鉱
脈
を
掘
り
出
し

た
い
と
い
う
の
が
私
のStatus

論
の
一
つ
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
う
と
、
そ
の
動
態
性
を
応
用
す
れ
ば
、Status

論
の
組
み
換
え
に
よ
っ
て
課
題
に
対
応
す
る
余

地
は
、
将
来
的
に
も
ま
だ
ま
だ
あ
る
」（『
公
法
研
究
』
第
七
五
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
三
〇
頁
）。

（
（0
）
村
上
淳
一
『〈
法
〉
の
歴
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
一
五
〇
頁
。
さ
ら
に
、
村
上
の
以
下
の
分
析
も
重
要
で
あ
る
。「「
自
律
的
な
個
人
」
が
そ
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
市
民
社
会
は
「
自
律
的
な
個
人
」
の
「
ア
ト
ミ
ス
テ
ィ
ク
な
集
積
に
過
ぎ
な
い
」
と
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
、
疑
問
に
な
る
。「
中

間
団
体
」
の
政
治
的
自
律
が
否
認
さ
れ
た
後
、
な
お
個
人
＝
家
長
の
倫
理
的
自
律
性
を
支
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
…
…
こ
そ
が
、「
中
央
集
権
の
基
礎
の
上
に
立
つ
近
代

国
家
の
強
烈
な
保
障
」
を
欠
き
え
な
い
市
民
社
会
を
し
て
、そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
自
律
的
な
独
自
的
〈
社
会
〉」
た
ら
し
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
村
上
淳
一
『
ド

イ
ツ
市
民
法
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
五
─
六
頁
）。
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ひ
と
つ
が
一
本

論
文
と
な
り
う
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
本
稿
で
は
引
用
に
止
め
る
。

（
（（
）H

. K
rüger, A

llgem
eine Staatslehre, （. A

ufl., Stuttgart u.a. （（（（. S. （（（ff.

（
（（
）
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
デ
ス
（
著
）／
今
義
博
（
訳
）「
天
上
位
階
論
」『
中
世
思
想
原
典
集
成
三
』（
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
）
三
三
九
─
四
三
九

頁
。V

gl. Corpus D
ionysiacum

: Pseudo-D
ionysius A

reopagita, D
e Coelesti H

ierarchia, D
e Ecclesiastica H

ierarchia, D
e M

ystica T
heologia, 

Epistulae 

（Patristische T
exte und Studien

）（（（（. 

ま
た
、
拙
稿
「
第
二
〇
章　

憲
法
秩
序
」
古
野
・
畑
尻
編
『
新
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
憲
法
〔
第
四
版
〕』（
尚
学

社
、
二
〇
一
三
年
）。

（
（（
）
ピ
コ
・
デ
ッ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ラ
（
著
）／
大
出
哲
（
訳
）『
人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
』（
国
文
社
、
一
九
九
七
年
）、
な
お
、
原
典
はÜ

ber die W
ürde des 

M
enschen. D

e hom
inis dignitate

の
ド
イ
ツ
語
・
ラ
テ
ン
語
対
訳
版
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
ハ
ッ
ソ
ー
・
ホ
フ
マ
ン
／
古
野
豊
秋
・
中
野
雅
紀
訳
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
視
点
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
と
自
然
観
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
人
間
・
科
学
技
術
・
環
境
─
日
独
共
同
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
─
』（
信
山
社
、
一
九
九
九
年
）

一
四
八
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
（（
）
荒
木
勝
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
哲
学
の
重
層
性
』（
創
文
社
、
二
〇
一
一
年
）。
特
に
、
補
論
（
（「
コ
イ
ノ
ー
ニ
ア κοινωνία

」
に
つ
い
て
）・
補
論
（
（「
ポ
リ

テ
ー
ウ
マ πολιευμα

」
に
つ
い
て
）
を
参
照
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
理
解
はE. Barker, T

he Politics of A
risttles

（O
xford, （（（（

）
に
準

拠
す
る
。



三
三
二

（
（（
）
日
野
田
浩
行
「
選
挙
権
・
被
選
挙
権
の
性
質
」
大
石
眞
・
石
川
健
治
編
『
憲
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
八
二
頁
。 

（
（（
）
丸
山
眞
男
『
丸
山
眞
男
座
談
集　

第
八
冊
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
二
〇
頁
、
一
七
頁
。

〔
追
記
〕
本
稿
は
二
〇
一
〇
年
七
月
三
一
日
に
中
央
大
学
公
法
研
究
会
で
報
告
し
た
内
容
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
後
の
わ
が
国
の
学
説
の
検
討
は
別
稿
に
て
行
う
予
定
で

あ
る
。

（
茨
城
大
学
教
育
学
部
准
教
授
）


