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力や倫理の在り方(それ自体

きわめてほ世紀的なものであ

る)がこれほどまでに人々を

魅了してきたのはなせ.か、そ

れを読ι者を捉えて殺さなか

ったのはなぜか、と問うこと

もできる。それはひょっとす

ると、この作品が実態の言己主

とはさしあたり無関係なある

濯の文学1立を秘めていること

によるのかもしれない。

禁欲的ブロテスタンテイズ

ムにおける「世俗内禁欲」の

倫理とベンジャミン・フラン

クリンにその典型をみる「資

本主義の精神」。本書は、この

二つの問の「選択自槻平副也

を主題化することにより、近

代の産業資本を支える個人の

倫理(エートス)を浮かび上

がらせた、社会学の古典中の

古典である。しかし、 われわ

れはそこに描き出され士読売浮J日

つルキーj とる時.，;べさむω

を鮮やかに浮かびbデらせる

方法となっている。第一章て・

は~蒋の盛り場研究の系譜が
概観さ札第二重では明治の

ケ.ンシュタインの「言語ゲー

ム」の発想に依拠しつつ、さ

らにはノ、ートやjレーマンの法

理論を媛用することで、法や

権力といった社針慨象の言

語的成り立ちを明らかにする。

いわゆる「言語論的転回」の

成果をいち早〈取り入れたも

のとして必銃σ〉イ冊である。

を主体化さサh ーい-~~・ー.-t-・~ーι L
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おまけ

われわれを取り巻く世界は

「言苦ゲーム」の巨大な渦巻の

ようなものとして存在してい

る。世界の中心をなすはずの

主体の青換もその中でのみ生

み出される。したカ〈って主体

が言語を掌握するのなまな~'.

むしろ逆に言言吾こそが主体を

掌握するのだ。本容はヴィト

橋
爪
大
三
郎
の

憲
法
草
案

⑨
 

橋
爪
大
三
郎

[
解
題
]
橋
爪
大
三
郎
(
一
九
四
八
年
1
)
は
、
現
在
、
東
京
工
業

大
学
教
授
と
し
て
活
躍
中
の
社
会
学
者
で
あ
る
。
現
代
社
会
の
か
か
え

る
複
雑
な
問
題
群
を
、
意
外
な
角
度
か
ら
、
し
か
も
明
断
に
提
示
す
る

力
は
定
評
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
。
本
稿
は
、
そ
の
橋
爪
が
ま
と
め
た
り
レ
|

討
論

「僕
の
憲
法
草
案
」
の
冒
頭
に
か
か
げ
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。
影

山
民
夫
、
鈴
木
邦
男
、
伊
藤
成
彦
と
い
っ
た
人
々
が
、
こ
の
討
論
に
は

参
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
後
に
、
呉
智
英
の
「
異
見
憲
法
私
案
を

噴
う
」
な
ど
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
か
な
か
、
左
右
縦
横
の
バ
ラ
ン

ス
感
覚
に
満
ち
た
編
集
だ
と
思
う
。

こ
こ
で
採
録
し
た
橋
爪
の
主
張
の
な
か
に
は
賛
同
で
き
る
部
分
も
多

い
が
、
個
人
的
に
は
違
和
感
の
残
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
だ
し
、
憲
法

論
議
を
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
構
え
を
も
っ

て
語
る
の
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
ク
ー
ル
な
視
点
か
ら
聞
か
れ
た
か

た
ち
で
行
お
う
と
い
う
提
案
に
は
好
感
が
も
て
る
。
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井上俊
「悪夢の選択J

筑摩書房・ 1992年

であり、文明そのも

さを告げるものでもある…・

本書は「文化とコミュニ

ション」を輸に、文f月論・

化論・コミュニケーショ〉

の三部から構成されている。

様々な対象や方法を駆使す

中で「社会学主義をこえる」

立場の模索が試みられてL

興味深し』冊。

到ヒの装置13

コンラッドの小説「閣の奥」

のもつが月論前含意とは何れ

ぞれは人生が 「悪夢の選択」

の連続である、ということだ。

私たちはいくつか介選択可能

なっき夢」のうちからいくら

かでもましなものを選んでそ

の中て全きるほかはない。そ

れは西臨illi:文明というもの

が一つの噌夢」として選択

されていることからくる必守主

オロギーであり、家族内部の

錦白え絹寺されれば原則的

に不要なものであること、「近

親棺姦の禁止」は分部位理が

弱匁村部に写像されたことの

効果であることなどが明ちか

にされる。さらにはフェミニ

ズムの動きに言及する中で、

性愛倫理の彼岸への方開企が

模索される。「性愛そのものへ

の切実な感心に引き寄せられ

た人たち」にあすすめσト冊。

橋爪大三郎
「性愛論」
岩波書窟・ 1995年

1996. 2. 10発行 pp.177朝日新聞
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初
出
は
、
橋
爪
編
『
僕
の
憲
法
草
案
』
(
径
書
房
、

一
九
九
三
年
)
。

* 

憲
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
か

最
初
に
、
憲
法
を
そ
も
そ
も
私
が
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
を
述
べ
な

い
と
、
全
体
を
を
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
と
思
う
の
で
、
そ
れ
を
述
べ

ま
す
。ま

ず
、
憲
法
と
い
う
う
の
は
、
最
高
の
法
で
す
。

世
の
中
に
憲
法
が
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
。
そ
れ
は
、

最
高
の
法
で
あ
る
憲
法
が
そ
の
ほ
か
の
法
律
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
そ

の
ほ
か
の
法
律
が
社
会
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
、
と
い
う
大
前
提

が
あ
る
か
ら
で
す
。

も
し
も
法
律
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
ず
た
ず
た
に
破
ら
れ
、
だ
れ
も
法

律
に
従
わ
な
い
よ
う
な
国
が
あ
る
と
し
た
な
ら
、
憲
法
を
考
え
る
こ
と

な
ん
か
無
意
味
で
す
。
憲
法
を
い
た
だ
く
の
は
、
法
律
に
従
っ
て
生
活

を
し
よ
う
と
人
々
が
考
え
る
か
ら
。
そ
の
ほ
う
が
、
よ
り
よ
い
生
活
が

送
れ
る
か
ら
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
憲
法
は
、
そ
う
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
ら
な
い
ほ
う
が
望
ま
し
い
。

そ
の
ほ
か
の
法
律
も
そ
う
で
す
。
憲
法
や
法
律
は
、
社
会
生
活
の
枠
組

み
、
い
わ
ば
殻
な
ん
で
す
。
殻
は
、
中
身
が
壊
れ
な
い
よ
う
に
守
る
も
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-憲法とは何か

ト

の
で
し
ょ
う
。
中
身
の
社
会
生
活
の
た
め
に
、
殻
が
あ
る
。
社
会
生
活

が
充
実
し
て
、
な
る
べ
く
多
く
の
人
々
が
な
る
べ
く
多
く
の
幸
せ
を
得

ら
れ
る
よ
う
に
。
こ
れ
が
憲
法
の
最
終
の
白
的
で
す
。

で
す
か
ら
憲
法
と
は
、
い
わ
ば
エ
ピ
や
カ
J

一
や
昆
虫
に
と
っ
て
の
殻

の
よ
う
な
も
の
だ
と
、
こ
う
思
え
ば
い
い
の
で
す
。
殻
が
カ
チ
ッ
と
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
中
身
の
社
会
生
活
が
、
偶
然
の
事
故
や
、
外
敵
の

攻
撃
か
ら
守
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
昆
虫
も
だ
ん
だ
ん
成
長
し
て
大
き
く

な
っ
て
い
く
よ
う
に
、
社
会
生
活
も
時
間
の
流
れ
と
と
も
に
、
変
化
し

て
い
く
ん
で
す
。
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
来
る
と
、
殻
が
か
え
っ
て
邪
魔
に

な
る
。
あ
ま
り
長
い
あ
い
た
、
同
し
殻
の
も
と
で
暮
ら
し
て
い
る
と
、

然
の
こ
と
な
が
ら
憲
法
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
の
憲
法

の
規
定
に
従
い
、
憲
法
の
も
と
に
あ
る
法
律
の
規
定
に
従
っ
て
行
動
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
絶
対
の
義
務
で
す
。
し
か
し
、
憲
法
は

改
正
し
て
も
い
い
も
の
で
、
そ
の
手
続
き
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。
憲
法
改

正
を
議
論
し
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
憲
法
を
改

正
す
る
か
ど
う
か
は
、
い
つ
で
も
自
由
に
議
論
し
て
よ
ろ
し
い
。
し
か

し
、
憲
法
を
{
寸
る
義
務
の
あ
る
人
た
ち
、
主
と
し
て
国
家
機
構
の
職
務

に
た
ず
さ
わ
る
人
々
で
す
ね
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
現
行
の
憲
法
や
法

律
の
定
め
に
従
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
|
|
こ
の
ふ
た
つ

は
別
の
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
が
混
乱
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
憲
法
を

め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
未
熟
さ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か。
こ
の
本
を
き
っ
か
け
に
、
憲
法
を
守
る
精
神
と
、
憲
法
を
よ
り
よ
く

改
正
し
よ
う
と
い
う
態
度
が
両
立
す
る
こ
と
、
い
つ
で
も
そ
の
両
方
を

念
頭
に
置
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
、
理
解
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
と

私
は
思
い
ま
す
。

V一一滋法意識の変容

憲
法
に
必
要
な
条
件

憲
法
は
、
最
高
の
法
律
で
あ
る
以
上
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
に
書
い
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
す
。
な
に
を
決
め
て
お

中
身
の
成
長
が
阻
害
さ
れ
る
。

だ
か
ら
法
律
も
、
徐
々

に
変
化
し
て
い
く
べ
き
な
の
で
す
。
と
言
っ

て
も
、
法
律
が
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
具
合

が
悪
い
の
で
、
大
も
と
の
憲
法
は
な
か
な
か
変
化
し
に
く
い
よ
う
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
憲
法
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
の
人
聞
が
自
分
た
ち
の
幸
せ
を
追
求
し
て
い
く
た
め
に
は
、

し
か
る
べ
き
タ
イ
ミ
ン
グ
で
旧
い
殻
を
脱
ぎ
捨
て
、
脱
皮
を
は
か
る
の

が
正
し
い
。

だ
か
ら
、
憲
法
は
、
当
然
憲
法
改
正
を
予
期
し
て
い
る
も
の
な
の
で

す
。
少
な
く
と
も
憲
法
と
し
て
機
能
し
て
い
こ
う
と
す
る
以
上
、
や
が

て
は
必
ず
改
正
さ
れ
る
ん
で
す
。
こ
こ
が
議
論
の
出
発
点
に
な
り
ま
す
。

念
の
た
め
つ
け
加
え
て
お
け
ば
、
い
ま
ま
で
「
憲
法
が
大
事
だ
」
と

言
う
人
が
大
勢
い
ま
し
た
。
憲
法
が
大
事
な
の
は
あ
た
り
ま
え
で
す
。

し
か
し
、
憲
法
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
と
、
憲
法
を
改
正
し
て
は
い
け

な
い
、
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
も
い
け
な
い
、
と
い
う

ふ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
こ
と
な
の
で
す
。

憲
法
を
大
事
に
す
る
か
ら
こ
そ
憲
法
を
改
正
す
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が

あ
っ
て
よ
い
わ
け
で
す
。

憲
法
が
大
事
で
あ
る
、
ゆ
え
に
、
憲
法
を
改
正
し
て
は
い
け
な
い
|

|
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
誤
解
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で
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す
ね
。た

と
え
ば
総
理
大
臣
が
い
ま
す
。
彼
は
政
府
の
役
人
で
す
か
ら
、
当

け
ば
、
憲
法
と
し
て
十
分
な
の
で
し
ょ
う
か
。

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
私
は
こ
う
考
え
て
い
ま
す
。
ひ
と
口
で
言

う
な
ら
、
憲
法
に
書
い
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
日
本
国
の
存
在
理
由
で

す。

日
本
国
と
い
う
の
は
、
日
本
の
国
家
機
構
で
も
、
日
本
の
国
民
で

も
、
そ
の
両
方
で
あ
っ
て
い
い
。
憲
法
に
は
、
な
ぜ
日
本
国
が
こ
こ
に

存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
述
べ
る
べ
き
な
ん
で
す
。
言
い
換

え
れ
ば
、
日
本
国
の
正
統
性
を
主
張
す
る
べ
き
な
ん
で
す
。

す
こ
し
動
制
し
て
お
き
ま
す
と
、
さ
っ
き
も
言
っ
た
よ
う
に
、
日
本

国
と
い
う
の
は
い
わ
ば
殻
な
ん
で
す
。
日
本
国
な
ん
で
な
く
た
っ
て
、

一
人
一
人
の
日
本
人
は
社
会
生
活
を
営
ん
で
き
た
し
、
営
ん
で
い
る
し

今
後
も
営
ん
で
い
く
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
の
二

O
世
紀
の
現
代
に
お

い
て
、
国
家
は
あ
る
べ
き
な
の
で
す
。
近
代
が
幕
を
開
け
て
か
ら
ず
っ

と
、
あ
る
ま
と
ま
り
で
も
っ
て
国
家
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
、
政
府

を
組
織
し
法
律
を
定
め
、
社
会
を
安
全
に
正
常
に
運
営
し
て
い
く
と
い

う
の
が
、
国
際
的
な
約
束
事
な
ん
で
す
。

日
本
は
、
い
ろ
い
ろ
な
歴
史
的
事
情
や
地
理
的
条
件
か
ら
み
て
、
ち

ょ
う
ど
い
い
サ
イ
ズ
の
ま
と
ま
り
で
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
以
降
も
こ

れ
を
国
家
と
し
て
営
ん
で
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
延
長
上
に
、

我
々
も
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
永
遠
に
日
本

が
日
本
と
い
う
ま
と
ま
り
の
ま
ま
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
さ
し
あ
た
り
、

こ
の
日
本
と
い
う
ま
と
ま
り
は
理
由
の

あ
る
ま
と
ま
り
だ
。
言
語
や
も
の
の
考
え
方
や
経
済
や
、
い
ろ
い
ろ
な
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点
か
ら
言
っ
て
ね
。

で
す
か
ら
と
り
あ
え
ず
、
私
た
ち
日
本
人
は
、
こ
う
い
う
サ
イ
ズ
で

こ
こ
に
日
本
国
と
い
う
国
家
を
つ
く
っ
て
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
運
営
し

て
い
き
ま
す
よ
と
い
う
意
思
表
示
を
し
て
い
る
。
そ
れ
が
憲
法
な
の
で

す
。
憲
法
に
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
書
い
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
日
本

人
は
、
そ
れ
を
自
分
で
確
認
す
る
意
味
で
宣
言
し
て
い
る
。
よ
そ
の
国

に
対
し
て
も
、
わ
が
国
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
う
い

う
国
家
で
す
、
こ
う
い
う
つ
も
り
で
生
き
て
い
る
人
々
で
す
、
と
い
う

こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。
そ
れ
が
必
要
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
宣
言

は
、
国
家
の
あ
り
方
が
ち
ょ
っ
と
ず
つ
で
も
変
化
し
た
ら
、
そ
の
つ
ど

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
き
ち
ん
と
書
か
れ
て
い

る
こ
と
が
、
憲
法
の
一
番
大
事
な
内
実
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
を
ひ
と
口
で
言
う
な
ら
、
国
家
の
正
統
性
を
主
張
す
る
と
い
う

こ
と
。
は
た
し
て
日
本
国
と
い
う
の
は
何
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の

か
。
ど
の
憲
法
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
基
本
的
な
こ
と
を
、

憲
法
改
正
を
き

っ
か
け
に
も
う
一
度
考
え
直
す
。
憲
法
改
正
論
議
は
、

そ
の
た
め
の
い
い
チ
ャ
ン
ス
な
の
で
、
実
際
に
改
正
を
見
送
る
こ
と
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
議
論
し
て
み
る
値
打
ち
は
あ
る
。

の
持
っ
て
い
る
自
由
や
権
利

-
-
4』
き
ち
ん
と
憲
法
に
書
い
て
お
く
。

そ
の
う
え
で
、
国
家
の
動
き
方
を
き
ち
ん
と
決
め
る
。
ゆ
え
に
人
権
論
、

機
構
論
の
ふ
た
つ
の
レ
ベ
ル
が
必
要
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
が
、
見
た

と
こ
ろ
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い
る
憲
法
の
条
文
の
中
身
だ
と
考
え
て
い

い
で
し
ょ
う
。

国
家
機
構
や
人
権
は
、
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
た
部
分
が
あ
れ
ば
、

そ
こ
を
書
き
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
書
き
換
え
を
行
な

う
た
め
に
憲
法
を
改
正
す
る
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
ま
た
逆
に

言
え
ば
、
憲
法
を
改
正
す
る
機
会
に
は
、
こ
れ
ら
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
見

直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
の
連
続
性

V一一愈法意識の変容

た
だ
、
憲
法
と
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
と
私
は
思
い
ま
す
。
も
う

ひ
と
つ
重
要
な
問
題
と
し
て
、
前
の
憲
法
と
の
連
続
性
と
い
う
問
題
が

あ
り
ま
す
。

憲
法
は
、
白
紙
の
状
態
で
ポ
ッ
と
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

は
じ
め
に
、
社
会
生
活
が
あ
る
わ
け
で
す
。
い
つ
の
時
代
で
も
人
間

は
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
社
会
生
活
は
あ
る
。
社
会
生
活
が
あ

れ
ば
、
そ
こ
に
は
必
ず
法
律
が
あ
る
。
民
法
や
刑
法
な
ど
と
い
っ
た
法

律
の
ほ
う
が
、
憲
法
な
ど
よ
り
も
ふ
つ
う
古
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ

憲
法
に
必
要
な
ふ
た
つ
の
レ
ベ
ル
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さ
て
そ
の
憲
法
な
の
で
す
が
、

考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
ず
ど
う
し
て
も
書
い
て
お
か
な
い
と
困
る
の
は
、
日
本
国
を
ど
の

よ
う
な
組
織
と
し
て
つ
く
る
か
と
い
う
、
国
家
機
構
論
で
す
。
こ
れ
は

今
の
憲
法
で
い
え
ば
、
国
会
と
か
、
裁
判
所
と
か
、
内
閣
と
か
で
も
っ

て
日
本
の
国
家
機
構
を
構
成
す
る
、
と
定
め
て
あ
る
部
分
。

近
代
憲
法
の
も
う
ひ
と
つ
の
柱
は
、
権
利
論
で
す
。
国
家
機
構
と
し

て
は
ほ
か
に
天
皇
も
い
る
し
、
そ
の
ほ
か
に
、
一
般
の
国
民
も
い
る
。

そ
こ
で
、
国
家
機
構
と
一
般
の
国
民
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
権
利
論
と
い
う
も
の
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
を
、
ふ

つ
う
基
本
的

人
権
論
と
い
っ
て
、
日
本
国
民
は
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
存
在
で
あ
り
、

こ
う
い
う
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
書
い
て

お
き
ま
す
。

以
上
は
、
両
方
と
も
重
要
な
ん
で
す
け
ど
、
別
な
と
こ
ろ
(
『
冒
険

と
し
て
の
社
会
科
学
』
毎
日
新
聞
社
)
で
も
書
い
て
お
い
た
よ
う
に
、

憲
法
は
そ
の
大
も
と
で
言
え
ば
、
政
府
・
国
家
機
構
と
、
人
民
と
の
関

係
を
定
め
て
い
る
わ
け
な
の
で
す
。
政
府
が
人
民
の
幸
せ
を
守
る
と
い

う
目
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
、
暴
走
し
な
い
よ
う
に
、

人
民
の
側
で
、
自
分
た
ち
が
幸
せ
で
あ
る
た
め
の
条
件
|
|
自
分
た
ち

そ
こ
に
ふ
た
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
と

う
し
た
前
か
ら
あ
る
法
律
を
憲
法
は
認
め
る
の
か
。
憲
法
と
矛
盾
し
た

法
律
が
あ
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
か
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
規
定
し

な
け
れ
ば
、
憲
法
は
効
力
を
持
た
な
い
ん
で
す
ね
。
ま
し
て
、
憲
法
に

先
立
っ
て
別
な
憲
法
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
の
憲
法
と
の
関
係
も
は

っ
き
り
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
新
し
い
憲
法
が
ス
タ
ー
ト

で
き
な
い
。

そ
こ
で
新
し
い
憲
法
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
場
合
、
前
の
憲
法
は
こ
こ

ま
で
、
今
度
の
憲
法
は
こ
こ
か
ら
始
ま
り
、
と
い
う
ふ
う
な
切
り
替
え

は
よ
く
起
こ
る
こ
と
な
ん
で
す
。
こ
の
切
り
替
え
が
う
ま
く
い
か
な
け

れ
ば
、
さ
き
ほ
ど
言
っ
た
日
本
国
の
存
在
理
由
、
正
統
性
を
示
す
の
に

失
敗
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
で
、
一
番
よ
く
あ
る
や
り
方
は
、
前
に

あ
っ
た
国
家
や
政
府
や
憲
法
の
正
統
性
を
認
め
た
う
え
で
、
憲
法
を
つ

く
り
直
す
と
い
う
手
続
き
を
踏
む
こ
と
な
の
で
す
。

具
体
的
に
考
え
て
み
る
と
、
戦
前
1
戦
中
に
か
け
て
大
日
本
帝
国
と

い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
憲
法
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
社
会
生
活

が
営
ま
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
認
め
た
う
え
で
、

そ
の
殻
を
脱
皮
す
る
よ
う
に
し
て
新
し
い
憲
法
を
つ
く
る
。
旧
憲
法
の

定
め
た
手
続
き
に
の
っ
と
っ
て
次
の
憲
法
を
こ
し
ら
え
る
。
こ
う
す
る

こ
と
で
、
'
日
本
国
が
大
日
本
帝
国
を
継
承
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
日

本
国
民
の
正
し
い
政
府
で
あ
る
と
、
自
分
た
ち
で
も
認
め
る
し
、
外
国

に
対
し
て
も
そ
う
主
張
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
憲
法
の
連
続
性
、

法
秩
序
の
連
続
性
を
示
す
こ
と
で
、
国
家
の
正
統
性
を
主
張
す
る
と
い
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う
の
は
、
憲
法
の
重
要
な
目
的
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
。

も
し
も
、
そ
れ
ま
で
の
法
体
系
と
の
連
続
性
を
述
べ
な
い
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
革
命
憲
法
に
な
っ
て
し
ま
う
。
革
命
を
ひ
き
起
こ
す
主

体
が
、
国
民
全
体
に
支
持
さ
れ
る
よ
う
な
、
非
常
に
大
き
な
成
功
し
た

運
動
と
し
て
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
い
う
や
り
方
の
憲
法
は
、

ラ
ン
ス
大
革
命
の
と
き
の
憲
法
と
か
、
ソ
ビ
エ
ト
革
命
の
憲
法
と
か
、

ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
の
憲
法
と
か
、
植
民
地
が
独
立
戦
争
で
独
立
す
る

場
合
の
憲
法
と
か
、
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
憲
法

は
、
改
正
憲
法
と
し
て
で
き
て
い
る
わ
け
で
、
日
本
国
憲
法
の
場
合
も

そ
う
な
わ
け
で
す
。

そ
れ
ま
で
の
社
会
が
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
社
会
で
あ
っ
た
と
し
ま
す
。

そ
こ
で
、
正
し
い
憲
法
を
樹
立
し
よ
う
と
連
動
し
て
も
、
い

ろ
い
ろ
な

勢
力
が
そ
れ
を
潰
し
に
か
か
る
。
す
ん
な
り
憲
法
を
つ
く
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
、
革
命
憲
法
に
な
る
の
は
や
む
を
得
な
い
。

し
か
し
今
我
々
の
こ
の
社
会
は
、
そ
う
い
う
社
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

愈
法
は
十
分
機
能
し
て
い
る
し
、
そ
の
な
か
で
憲
法
を
つ
く
り
直
す
議

論
も
み

っ
ち
り
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を

活
か
し
て
、
憲
法
改
正
の
方
向
で
議
論
を
進
め
る
の
が
正
し
い
方
法
だ
。

ゆ
え
に
、
前
の
憲
法
と
の
連
続
性
を
は

っ
き
り
さ
せ
る
形
で
、
憲
法
を

改
正
す
べ
き
で
す
。
こ
れ
が
も
う
ひ
と
つ
、
憲
法
を
改
正
す
る
と
き
に

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
点
で
す
。

V一一怠法意識の変容

い
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
半
分
ぐ
ら
い
は
、
大
日
本
帝
国

の
主
権
者
だ

っ
た
天
皇
の
正
統
性
に
お
ん
ぶ
し
な
い
と
や
っ
て
い
け
な

い
。
主
権
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
感
じ
が
ぬ
ぐ
え
な
い

の
で
す
。

こ
れ
は
憲
法
の
本
文
と
、
そ
の
前
の
部
分
と
の
関
係
に
現
れ
て
い
る
。

本
文
に
は
、
国
民
は
主
権
者
で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
。
し
か
し
そ
の
前

に
は
、
国
民
の
た
め
を
思
っ
て
憲
法
を
改
正
し
て
あ
げ
ま
し
た
と
い
う

趣
旨
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
中
身

は
よ
い
が
、
や
っ
ぱ
り
も
ら
っ
た
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
、
痛
し
療
し

で
す
。

だ
け
ど
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
改
正
に
よ

っ
て
新
憲
法
が
で
き
た
と

い
う
、
歴
史
的
事
実
を
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
い
く
ら

考
え
た

っ
て
否
定
し
よ
う
の
な
い
こ
と
な
ん
で
す
。
こ
の
事
実
に
目
を

背
け
る
や
り
方
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
私
は
い
さ
ぎ
よ
く
こ
の
事

実
を
引
き
受
け
る
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
の
う
え
で
、
憲
法
を
国
民
の
も

の
と
し
て
い
く
道
は
、
や
は
り
改
正
し
か
な
い
。
そ
こ
で
、
日
本
国
憲

法
を
も
う
一
回
改
正
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
本
文
の
前

に
つ
い
て
い
る
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
部
分
は
な
く
な
っ
て
、
そ
の
か
わ

り
に
、
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
き
に
よ
っ
て
、
主
権
者
で
あ
る
国
民

が
何
月
何
日
に
憲
法
を
改
正
し
ま
し
た
、
と
い
う
書
き
方
に
な
る
わ
け

で
し
ょ
。
そ
う
す
る
と
、
今
よ
り
は
る
か
に
す
っ
き
り
す
る
。
中
身
は

ま
っ
た
く
同
じ
で
も
、
憲
法
の
連
続
性
と
い
う
点
で
、
日
本
国
民
が
法

ヨ
苛
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旧
憲
法
か
ら
の
連
続
性
に
問
題
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以
上
が
、
憲
法
改
正
を
考
え
る
際
の
条
件
な
わ
け
で
す
が
、
第
三
に
、

今
こ
の
一
九
九

0
年
代
と
い
う
時
点
で
日
本
国
憲
法
の
改
正
を
考
え
る

と
し
た
ら
、
そ
の
目
的
は
何
か
と
い
う
議
論
が
必
要
で
す
。
憲
法
の
な

か
に
ど
こ
か
ま
ず
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
。
人
権
論
、
機
構
論
で
具
体

的
に
ま
ず
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
連
続
性
の
点
で
ま
ず
い

と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
。
特
定
の
条
文
に
問
題
が
あ
る
の
か
。
何
条
の
ど

こ
が
ど
う
問
題
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
現
在
の
日
本
国
憲
法
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
か

が
、
改
正
の
場
合
の
主
眼
に
な
る
と
思
、
つ
ん
で
す
が
、
私
か
ら
見
る
と

ふ
た
つ
の
点
に
問
題
が
あ
る
。

順
序
が
逆
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
第
一
に
、
前
の
憲
法
と
の

つ
な
が
り
と
い
う
点
で
、
日
本
国
憲
法
は
問
題
だ
と
思
う
。
具
体
的
に

言
い
ま
す
と
、
日
本
国
憲
法
は
大
日
本
帝
国
憲
法
、
い
わ
ゆ
る
旧
憲
法

の
改
正
憲
法
で
す
。
改
正
憲
法
に
よ
っ
て
日
本
国
民
が
主
権
を
持
つ
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
こ
が
す
っ
き
り
し
な
い
。

旧
憲
法
で
は
、
主
権
者
は
天
皇
で
す
。
新
憲
法
で
は
、
主
権
者
は
国
民

で
す
。
新
憲
法
は
、
国
民
を
主
権
者
と
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
我
々

に
都
合
の
い
い
よ
い
憲
法
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
憲
法
の
正

統
性
は
、
前
の
主
権
者
、
天
皇
の
主
権
を
認
め
な
い
限
り
主
張
で
き
な

的
連
続
性
を
大
事
に
し
て
、
正
し
い
国
家
の
再
定
義
を
行
な
っ
た
と
い

う
こ
と
が
は
っ
き
り
書
か
れ
る
わ
け
で
す
。
た
い
へ
ん
素
晴
ら
し
い
こ

と
で
す
。

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
特
殊
な
事
情
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
憲
法
草
案

の
作
成
や
、
改
正
手
続
き
の
作
業
は
、
す
べ
て
ア
メ
リ
カ
の
占
領
下
で

行
な
わ
れ
た
の
で
す
。
新
憲
法
に
国
民
は
主
権
者
だ
と
書
か
れ
て
い
て

も
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
た
降
服
条
約
の
効
力
に
よ
っ
て
、
ア
メ

リ
カ
(
駐
留
軍
司
令
官
)
は
日
本
の
主
権
を
上
回
る
権
限
を
持

っ
て
い

た
わ
け
な
ん
で
す
。
言
わ
ば
、
超
主
権
で
す
。
あ
る
い
は
そ
っ
ち
を
主

権
と
考
え
る
な
ら
、
日
本
に
主
権
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
状
態
で
こ

の
憲
法
を
つ
く
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
歴
史
的
事
実

で
す
か
ら
、
一

O
O
パ
ー
セ
ン
ト
認
め
る
べ
き
で
す
。
そ
の
う
え
で
、

日
本
国
民
が
主
権
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
主
張
し
た
い
の
で

あ
れ
ば
、
今
、
外
国
に
占
領
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
時
期
に
、
憲
法
を
改

正
す
る
手
続
き
を
き
ち
ん
と
や
り
遂
げ
る
。
そ
れ
が
正
し
い
や
り
方
と

い
う
も
の
で
し
ょ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
憲
法
み
た
い
に
修
正
条
項
が
あ
っ
て
、
少
し
ず
つ
モ
デ

ル
チ
ェ
ン
ジ
し
て
い
っ
て
、
い
つ
の
ま
に
か
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
憲
法
に
な

る
と
い
う
や
り
方
が
で
き
る
の
な
ら
、
そ
れ
も
ひ
と
つ
の
方
法
で
す
。

し
か
し
日
本
の
憲
法
は
、
改
正
す
る
か
し
な
い
か
ど
ち
ら
か
。
な
し
く

ず
し
に
修
正
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。
ど
ん
な
に
小
さ

な
手
直
し
で
も
、
き
ち
ん
と
改
正
の
手
続
き
を
踏
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
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ぃ
。
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、
ち
ゃ
ん
と
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ

λ
J

。憲
法
の
連
続
性
の
点
か
ら
見
て
、
現
在
の
憲
法
に
問
題
が
あ
る
と
言

い
ま
し
た
。
こ
の
点
か
ら
の
改
正
は
、
講
和
条
約
を
締
結
し
て
独
立
し

た
あ
と
、
す
ぐ
に
手
を
つ
け
て
も
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
し
か
し
そ
ん
な

こ
と
を
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
が
険
悪
に
な
る
こ
と
が
自
に
見

え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
十
分
に
時
間
が
経
っ
て
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
日

本
の
関
係
が
安
定
し
て
い
る
時
期
に
や
る
の
が
い
い
。
今
は
早
す
ぎ
も

遅
す
ぎ
も
し
な
い
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
時
期
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す。
国
際
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る

次
に
も
う
ひ
と
つ
、
国
際
社
会
と
の
つ
な
が
り
が
、

ど

書

い

て

な

い

点

が

問

題

で

す

。

-

そ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
日
本
国
憲
法
が
で
き
た
当
時
、
日

本
は
非
常
に
小
さ
い
国
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
。

G
N
P
で
い

え
ば
ア
メ
リ
カ
の
一

O
分
の
一
か
二

O
分
の
一
。
軍
隊
も
持
た
な
い
、

極
東
の
小
さ
な
島
国
で
、
世
界
的
に
大
き
な
勢
力
に
な
る
な
ん
て
こ
と

は
ぜ
ん
ぜ
ん
予
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
で
す
か
ら
軍
備
も
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
た
し
、
対
外
的
な
こ
と
は
み
ん
な
ア
メ
リ
カ
を
窓
口
と
し

憲
法
に
ほ
と
ん

ず
い
点
の
第
二
で
す
。

以
上
ふ
た
つ
の
点
に
お
い
て
、
憲
法
を
考
え
直
し
て
い
か
な
く
て
は

い
け
な
い
。
日
本
国
と
い
う
の
は
、
自
然
に
あ
る
社
会
、
自
然
に
あ
る

国
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
我
々
は
持
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、

そ
う
で
は
な
く
て
、
や
っ
ぱ
り
国
家
を
わ
ざ
わ
ざ
つ
く
っ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
以
上
、
何
ら
か
の
理
念
、
理
想
を
掲
げ
な
く
て
は
い
け
な
い
。

ア
メ
リ
カ
で
い
え
ば
「
自
由
」
み
た
い
な
も
の
で
す
ね
。
そ
れ
に
相
当

す
る
理
念
を
掲
げ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
お
そ
ら
く
日
本
人
に
と
っ
て

一
番
わ
か
り
や
す
い
理
念
は
、
和
と
か
協
調
と
か
交
流
と
か
、
そ
う
い

う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
と
ば
で
ど
う
表
現
す
る
か
は

と
も
か
く
、
そ
う
い
う
こ
と
を
じ
ん
わ
り
伝
え
る
憲
法
を
目
指
し
て
、

国
際
社
会
の
な
か
で
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
決
心
を
述
べ
る
。

今
度
の
憲
法
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は

憲
法
改
正
と
天
皇
制

V-*i去意織の変容

そ
こ
で
、
お
そ
ら
く
つ
い
で
に
問
題
に
な
る
の
が
天
皇
と
い
う
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

天
皇
は
、
旧
憲
法
の
主
権
者
で
す
け
れ
ど
、
新
憲
法
下
で
も
引
き
続

き
天
皇
と
し
て
の
存
在
を
た
も
ち
、
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
簡
単
に
一
吉
う
と
、
俺
た
ち
は
日
本
人
だ
ぞ
、
俺

て
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
を
守
っ
て
や
る
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る

義
務
を
果
た
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
あ
と
は
ア
メ
リ
カ
が
み
な
解
決
し
て

く
れ
る
は
ず
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
が
世
界
の
め
ん
ど
う
を
み
て
い
た
わ

け
だ
か
ら
、
国
際
問
題
は
ア
メ
リ
カ
に
任
せ
て
い
た
と
、
こ
う
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
そ
の
事
情
は
、
五

O
年
経
っ
て
、
先
全
に
変
わ
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
と
ア
メ
リ
カ
は
、

G
N
P
の
比
率
で
一
・
二

と
か
一
一
一
・
五
と
言
わ
れ
る
ぐ
ら
い
に
、
日
本
の
存
在
も
大
き
く
な

っ
て
き
た
。
そ
し
た
ら
ア
メ
リ
カ
を
窓
口
に
し
て
ば
か
り
も
い
ら
れ
な

い
。
日
本
が
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
れ
か
ら
ロ
シ
ア
・
旧
共
産

圏
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
つ
き
あ
う
か
、
そ

れ
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
世
界
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
憲
法
が
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
事
態
な
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
う
事
態
を
受
け
て
、
日
本
は
こ
う
い
う
態
度
、
こ
う
い
う
基

本
的
な
考
え
方
で
も
っ
て
、
こ
う
い
う
機
構
を
政
府
の
な
か
に
つ
く
り
、

外
国
の
人
々
の
権
利
を
守
り
な
が
ら
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
国
際
関
係
を

調
整
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る

l
|そ
う
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
書
か

な
い
と
い
け
な
い
。
日
本
国
憲
法
は
、
極
端
に
言
え
ば
、
日
本
国
内
に

外
国
人
が
い
る
こ
と
を
考
え
て
い
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
日
本
が

外
国
の
紛
争
解
決
に
協
力
を
求
め
ら
れ
て
し
ま
う
な
ん
て
こ
と
も
ほ
と

ん
ど
考
え
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
国
際
的
な
つ
な
が
り
の
な
か
で
の
日

本
と
い
う
国
家
の
こ
と
を
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
現
在
の
慾
法
の
ま
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た
ち
は
日
本
国
を
つ
く
る
ん
だ
ぞ
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

天
皇
が
存
在
す
る
ん
で
す
ね
。

今
の
憲
法
の
な
か
で
天
皇
が
果
た
し
て
い
る
機
能
に
は
ふ
た
つ
あ
り

ま
す
。
ひ
と
つ
は
旧
憲
法
と
の
連
続
性
を
保
証
す
る
こ
と
で
す
。
旧
憲

法
の
主
権
者
が
、
強
制
的
に
退
位
さ
せ
ら
れ
た
り
、
連
合
軍
の
裁
判
に

か
け
ら
れ
た
り
、
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
は
、
新
し
い
憲
法
秩
序
は
成

り
立
ち
そ
う
に
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
処
遇
が
問
題
に
な

っ
た
。
天
皇
の
地
位
は
、
「
日
本
国
民
の
自
由
に
表
明
さ
れ
る
意
思
」

に
任
さ
れ
る
と
、
終
戦
直
前
の
日
本
側
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
連
合

国
側
が
回
答
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
簡
単
に
言
う
と
、
日
本
人
が
天
皇

を
い
ら
な
い
と
言
え
ば
い
ら
な
い
し
、
い
る
と
言
え
ば
い
る
、
日
本
人

の
自
由
だ
よ
と
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
昭
和
天
皇
は
こ
の
回
答
を
聞
い
て
、

心
配
す
る
重
臣
た
ち
を
尻
目
に
、
そ
れ
で
よ
か
ろ
う
と
言
っ
た
。
そ
の

あ
と
、
「
日
本
人
の
自
由
に
表
明
さ
れ
た
意
思
」
と
い
う
の
は
、
ど
う

い
う
形
で
い
つ
表
明
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
が
、
た
ぶ
ん

改
正
日
本
国
憲
法
の
草
案
が
帝
国
議
会
で
審
議
さ
れ
た
こ
と
が
そ
れ
に

あ
た
る
。
そ
こ
に
国
民
の
意
思
が
反
映
さ
れ
て
、
天
皇
を
国
民
統
合
の

象
徴
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
解
釈
で
き
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
こ
れ

は
、
日
本
人
が
選
び
と
っ
た
こ
と
な
ん
で
す
。

そ
う
い
う
点
で
連
続
性
が
あ
る
の
は
い
い
ん
で
す
が
、
天
皇
に
は
明

治
憲
法
の
主
権
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
も
う
ひ
と
つ
、
日

本
の
伝
統
的
な
統
治
者
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
天
皇
は
、

22う
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日
本
人
を
統
治
し
て

き
た
伝
統
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
少
な
く
と
も
形
式
上
は
、
と
に
か
く
統

歴
史
を
さ
か
の
ぼ
り
う
る
昔
か
ら
ず
う
ー
っ
と
、

治
者
だ
っ
た
。

天
皇
以
上
の
存
在
は
日
本
に
な
い
。
逆
に
言
う
と
日
本

人
は
、
伝
統
的
に
み
な
天
皇
の
下
に
い
る
家
来
、

す
ね
。
そ
う
い
う
伝
統
そ
の
も
の
が
天
皇
な
わ
け
で
す
。
と
い
う
こ
と

は
、
天
皇
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
、
伝
統
的
な
日
本
の
文
化
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
い
る
人
は
日
本
国
民
だ
け
ど
も
、
そ
う

コ
ド
モ
だ
っ
た
ん
で

じ
ゃ
な
い
人
は
日
本
国
民
じ
ゃ
な
い
よ
、

と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
、

問
題
が
あ
る
つ韓

国
を
併
合
し
た
と
き
や
台
湾
を
占
領
し
た
と
き
に
、
こ

の
点
は
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
政
府
は
、

本
当
は
、

あ
ろ
う
こ
と
か
、
外

国
の
人
々
を
み
な
日
本
人
に
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
強
引
な
政
策
を
と

っ
た
の
で
す
。
こ
の
考
え
は
今
も
残
っ
て
い
る
。
文
化
的
系
統
が
異
な

っ
た
外
国
人
が
日
本
に
来
て
日
本
人
に
な
る
道
は
帰
化
し
か
な
い
ん
だ

け

れ

ど

も

、

日

本

の

文

化

的

伝

統

や

何

か

を

全

部

ひ

っ

く

そ
れ
に
は
、

る
め
て
受
け
入
れ
な
い
と
我
々
の
社
会
の
一
員

ιは
認
め
な
い
よ
、
と

い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
天
皇
を
い
た
だ
く
、

の
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
、

と
い
う
こ
と
で
い
い

天
皇
以
外
に
国
民
統
合
の
象
徴
が
あ

っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
ろ
う
か
。
文
化
伝
統
と
し
て
の
天
皇
は

家
元
と
し
て
残
す
け
れ
ど
、
憲
法
の
な
か
に
は
位
置
づ
け
な
い
、

と
し

う
選
択
肢
だ
つ
で
あ
る
と
思
う
。

V一一怒法意議の変容

と
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
と
、
現
在
の
日
本
国
憲
法
の
手

続
き
に
従
っ
て
日
本
国
民
は
何
月
何
日
か
ら
何
月
何
日
ま
で
み
っ
ち
り

議
論
を
重
ね
、
そ
し
て
改
正
の
手
続
き
に
従
っ
て
、
こ
こ
に
次
の
よ
う

な
憲
法
を
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
つ
い
て
は
、
我
々
の
理
想
は

こ
う
い
う
も
の
で
、
日
本
国
民
も
世
界
の
平
和
と
人
類
の
発
展
の
た
め

に
ま
す
ま
す
貢
献
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
主
権
者
と

し
て
の
国
民
が
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
で
、

こ
れ
が
実
現
す
る
だ
け
で
も
改
正
す
る
価
値
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
が
第
一
点
。
旧
憲
!法
と
の
連
続
性
を
断
ち
切
る
(
間
接
的
な
も
の
に

す
る
)
に
は
、
改
正
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

二
番
目
に
は
、
中
身
で
す
。
日
本
国
憲
法
は
か
な
り
よ
く
で
き
て
い

る
け
れ
ど
も
、
問
題
が
多
い
。
ひ
と
つ
は
さ
っ
き
言
っ
た
国
際
社
会
と

の
つ
な
が
り
が
か
な
り
陵
味
で
あ
る
こ
と
。
典
型
的
な
の
は
第
九
条
で
、

外
国
が
日
本
に
攻
め
て
き
た
場
合
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と

が
ま
っ
た
く
書
か
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い

う
こ
と
を
国
民
が
よ
く
議
論
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
九
条

に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
選
択
が
あ
り
ま
す
が
、
ゆ
っ
く
り
み
っ
ち
り

議
論
を
経
て
、
そ
の
う
え
で
現
実
的
な
選
択
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
自

衛
隊
は
憲
法
が
で
き
た
と
き
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
も
そ
も
自
衛
隊
法
と
憲
法
が
整
合
す
る
の
か
ど
う
か
、
を
含
め
て
議

論
す
る
必
要
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
自
衛
隊
を
、
き
ち
ん
と
憲
法
の
な

か
に
位
置
づ
け
る
必
要
ぐ
ら
い
は
あ
る
で
し
ょ
う
。

み
ん
な
で
議
論
す
べ
き
こ
と

そ
う
い
う
こ
と
は
憲
法
改
正
の
つ
ど
、

で
あ
ろ
う
。
天
皇
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
と
、
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こ
の
日
本
を
国
際
的

に
開
か
れ
た
社
会
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
微
妙
で
、
ひ

ょ
っ
と
す
る
と
矛
盾
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の天

そ
う
い
う
現
状

人
々
が
日
本
国
民
で
な
く
市
民
権
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、

皇
の
問
題
と
関
係
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

を
放
置
し
て
お
く
べ
き
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
話
は
憲
法
に
さ
か
の

ぼ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

憲
法
を
ど
う
改
正
す
る
か

個
々
の
条
文
を
ど
う
改
正
す
れ
ば
い
い
か
に
つ
い
て
、

私
の
考
え
は

特
に
煮
つ
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
は
み
ん
な
で
議
論
し
て
、

決
め
れ
ば
い
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
ど
う
い
う
点

を
議
論
し
て
、
変
え
て
ほ
し
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
な
り

の
提
案
が
あ
る
。

ま
ず
憲
法
を
、
議
論
を
尽
く
し
て
改
正
す
る
こ
と
。
こ

の
こ
と
自
体
に
価
値
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
は
や
は
り
何
と
し
て
も
改

正
を
や
り
遂
げ
よ
う
。
こ
れ
が
提
案
で
す
。

ひ
と
つ
は
、

ど
う
し
て
そ
れ
が
い
い
か
と
い
う
と
、
さ
っ
き
も
言
い
ま
し
た
が
、

前
文
に
あ
た
る
部
分
が
書
き
変
わ
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
に
ど
う
い
う
こ

そ
の
う
え
で
私
が
き
一
口
い
た
い
の
は
、
本
当
は
も
っ
と
早
く
言
う
べ
き

だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
憲
法
は
い
わ
ゆ
る
「
憲
法
」
だ
け
が
憲

法
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
奇
妙
な
言
い
方
に
聞
こ
え
た
か
も
し

れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
憲
法
」
と
は
、
条
文
と
し
て
形
に
な
っ
て
い
る

「
日
本
国
憲
法
」
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

4
忠
法
で
な
い
H

と

一
言
う
場
合
の
憲
法
と
い
う
の
は
、
日
本
国
の
国
家
体
制
を
形
づ
く
る
法

秩
序
の
全
体
と
い
う
意
味
で
す
。
憲
法
は
確
か
に
日
本
国
の
基
本
法
で

す
け
れ
ど
、
憲
法
は
単
独
で
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
細
か
い
こ

と
は
ほ
か
の
法
律
で
定
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
、
国
会
の
こ

と
な
ら
国
会
法
で
定
め
る
。
皇
室
の
こ
と
は
、
皇
室
典
範
に
よ
る
と
書

い
て
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
ほ
か
の
重
要
な
法
律
と

一
体
に
な

っ

て
運
用
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
日
本
国
憲
法
と
し
て
機
能
す
る
ん
で
す
。

並
み
の
法
律
は
、
憲
法
改
正
の
手
続
き
と
違
っ
て
、
国
会
の
過
半
数

で
も
っ
て
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
い
ろ
い
ろ
な
法
律
が
毎
年
改

正
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
法
律
の
問
題
点
も
併
せ
て
見
直

し
て
い
く
こ
と
が
、
憲
法
論
議
に
負
け
ず
劣
ら
ず
重
要
で
あ
る
と
い
う

ふ
う
に
思
い
ま
す
。

法
律
の
問
題
点
で
す
が
、
順
番
に
い
き
ま
す
と
、
ひ
と
つ
は
現
在
の

外
国
人
の
と
り
扱
い
で
す
。
な
る
べ
く
日
本
に
入
れ
な
い
と
い
う
考
え

方
で
、
よ
ろ
し
く
な
い
。
ま
ず
国
籍
法
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
日
本
の

国
籍
の
取
得
に
関
し
て
い
ろ
い
ろ
な
制
限
が
あ
り
ま
す
。
次
に
国
籍
を

取
得
し
な
い
ま
で
も
、
日
本
で
通
常
の
市
民
生
活
を
営
ん
で
い
く
こ
と
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非
常
に
制
限
が
多
い
。

録
法
の
指
紋
押
捺
の
問
題
と
か
も
あ
り
ま
す
し
、

い
る
。
外
国
人
で
あ
っ
た
場
合
、
た
と
え
ば
公
務
員
に
な
れ
な
い
と
か
、

に
関
し
て
、

出
入
国
管
理
法
と
か
、

外
国
人
登

職
業
も
制
限
さ
れ
て

職
業
選
択
の
自
由
の
考
え
方
に
反
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
彼
ら

は
日
本
国
民
で
は
な
い
か
ら
憲
法
に
抵
触
し
な
い
と
い
う
ふ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

日
本
の
学
歴
を
要
求
す
る
職
種
も
多
す
ぎ
る
。

日
本
国
憲
法
の
な
か
に
市
民
権
の
条
項
を
設
け
る
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
民
で
は
な
い
が
、

私
の
提
案
は
、

日
本
で
市
民
生
活
を
お

た
と
え
ば
在
日
外
国
人
、
特
に
在

日
綾
田
・
朝
鮮
人
の
人
々
の
こ
と
を
と
り
あ
え
ず
ま
ず
念
頭
に
お
い
て

く
る
権
利
を
保
証
さ
れ
る
人
た
ち
。

い
い
け
れ
ど
、
今
後
在
日
外
国
人
は
も
っ
と
増
え
る
で
し
ょ
う
。

の
意
志
で
日
本
に
や
っ
て
き
て
、
会
社
を
興
し
た
り
、

自
分

技
術
者
、
労
働

者
と
し
て
日
本
の
社
会
に
貢
献
す
る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
は
何
よ
り
目

本
の
フ
ァ
ン
で
あ
る
わ
け
で
す
。
自
発
的
に
日
本
に
や
っ
て
く
る
人
た

ち
は
、

日
本
の
友
人
で
あ
る
わ
け
で
す
。

日
本
で
生
活
を
し

て
い
く
以
上
、

そ
し
て
、

日
本
社
会
に
対
し
て
何
ら
か
の
貢
臨
を
し
て
い
る
わ
け

で
す
。

働
く
、
税
金
を
納
め
る
。
こ
れ
ら
は

も
の
を
つ
く
っ
て
売
る
、

日
本
社
会
に
対
す
る
貢
献
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
か

ら
日
本
で
生
活
し
て
い
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

で
は
彼
ら
に
ど
う
い
う
権
利
を
与
え
れ
ば
い
い
か
。

可
能
な
限
り
日

本
国
民
に
近
い
権
利
を
与
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
を
憲
法
に
明

記
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
基
本
的
精
神
は
憲
法
に
明
記
し
、

国
籍
法

V一一憲法意識の変容

で
す
。
さ
も
な
い
と
憲
法
は
看
板
倒
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

い
く
つ
か
例
を
挙
げ
ま
す
。
ま
ず
地
方
自
治
法
、

あ
る
い
は
税
金
を

取
る
シ
ス
テ
ム
。
現
在
は
国
税
で
ほ
と
ん
ど
の
税
金
を
取
り
、
地
方
交

付
税
の
形
で
地
方
自
治
体
に
ま
わ
す
と
い
う
や
り
方
が
、
地
方
自
治
の

原
則
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
三
割
自
治
で

は
し
ょ
う
が
な
い
。
委
託
業
務
に
忙
殺
さ
れ
、
中
央
に
い
ち
い
ち
お
伺

い
を
立
て
な
い
と
何
も
で
き
な
い
。
形
式
上
は
地
方
自
治
で
も
、
実
質

的
に
地
方
自
治
で
は
な
い
の
で
す
。
地
方
自
治
の
原
則
が
は
っ
き
り
し

て
い
れ
ば
、
住
民
が
自
分
た
ち
の
地
域
社
会
を
自
分
た
ち
の
手
で
運
営

す
る
ん
だ
と
い
う
原
則
で
や
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
今
み
た
い
な
や
り

方
だ
と
、
全
部
中
央
政
府
の
ほ
う
を
向
い
て
い
ま
す
か
ら
、
住
民
が
市

町
村
な
ど
に
不
満
を
持
っ
て
も
、
改
善
の
余
地
が
少
な
く
、
住
み
に
く

い
町
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
う
ち
ょ
っ
と
地
方
自
治
の
原
則
を
は
っ
き

り
さ
せ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

次
に
教
育
関
係
も
、
問
題
山
積
で
す
。
た
と
え
ば
大
学
設
置
基
準
法

と
か
、
公
立
の
小
学
校
、
中
学
校
の
あ
り
方
と
か
で
す
。
日
本
の
学
校

教
育
の
実
態
を
ひ
と
口
で
言
う
な
ら
、
こ
れ
は
日
本
人
の
再
生
産
機
構

で
す
ね
。
日
本
語
で
は
な
く
て
国
語
と
い
う
言
語
を
教
え
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
民
族
教
育
は
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
民
族
教
育
が

無
条
件
で
い
い
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
文
部
省
の
設
置
基
準
に
合

わ
な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
朝
鮮
学
校
・
中
国
入
学
校
と
か
ア
メ

リ
カ
ン
ス
ク
ー
ル
と
か
を
正
規
の
教
育
で
な
い
と
決
め
つ
け
る
理
由
は

と
か
、
税
金
、
そ
れ
か
ら
社
会
福
祉
な
ど
関
連
す
る
法
律
を
整
備
し
て
、

外
国
人
の
権
利
を
保
全
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。

国
家
公
務
員
法
や

地
方
公
務
員
法
の
な
か
の
国
籍
条
項
を
な
く
す
と
か
、

当
が
必
要
で
す
ね
。

次
に
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
も
の
と
し
て
、
選
挙
法
ゃ
、

い
ろ
い
ろ
な
手

政
党
法
が
あ

る
と
思
、
つ
ん
で
す
。

現
行
の
中
選
挙
区
だ
と
、

自
民
党
の
よ
う
な
タ
イ

プ
の
政
党
が
で
き
て
、
政
権
交
代
が
起
こ
ら
な
い
と
い
う
現
象
を
帰
結

す
る
。
こ
の
体
制
は
な
か
な
か
動
か
な
い
。
こ
れ
は
選
挙
法
の
せ
い
だ
。

憲
法
は
政
権
交
代
を
予
想
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
し
か
し
選
挙
法

の
せ
い
で
、
政
権
交
代
が
起
こ
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を

放
置
し
て
い
れ
ば
、
そ
う
い
う
ま
ず
い
憲
法
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
政
権
交
代
を
し
ろ
と
は
憲
法
に
書
け
ま
せ
ん
か
ら
、
そ

れ
を
し
た
け
れ
ば
、
選
挙
法
を
改
正
す
る
な
り
、

な
り
し
て
、
政
権
交
代
が
き
ち
ん
と
起
こ
る
よ
う
に
制
度
を
工
夫
し
な

政
党
法
を
制
定
す
る

け
れ
ば
い
け
な
い
。

政
治
の
方
針
に
関
し
て
日
本
国
民
の

政
権
交
代
は
非
常
に
重
要
で
、

そ
の
時
々
の
意
思
が
適
切
に
反
映
す
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
政
権

交
代
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
、
政
党
の
指
導
者
、
政
治
ボ
ス
で
す
ね
、
そ

う
い
う
人
の
意
思
が
貫
徹
し
て
い
く
余
地
を
大
き
く
し
ま
す
。

第
三
に
は
、

そ
れ
と
も
関
係
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
、

現
在
の
法
律
に

は
個
々
人
の
自
由
を
束
縛
す
る
規
定
が
多
す
ぎ
る
。

そ
れ
を
緩
め
て
、

国
民
の
自
由
を
な
る
べ
く
制
限
し
な
い
方
向
に
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

な
い
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
す
ら
大
学
と
認
め
ら
れ
な
い
な
ん

て
、
変
で
す
。
教
育
の
内
実
さ
え
あ
れ
ば
い
い
わ
け
だ
し
、
日
本
の
大

学
と
ア
メ
リ
カ
の
大
学
が
別
の
規
準
と
い
う
の
は
お
か
し
い
で
す
よ
。

国
際
的
に
開
か
れ
た
社
会
に
し
て
い
く
ん
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
学
歴
と

外
国
の
学
歴
は
互
換
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
国
民

の
自
由
が
す
ご
く
制
限
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
せ
っ
か
く
海
外

に
赴
任
し
て
も
、
受
験
の
た
め
子
供
を
先
に
帰
国
さ
せ
た
り
し
な
く
て

は
い
け
な
い
。
教
育
の
こ
と
を
行
政
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
す
ぎ
だ
。
そ

れ
が
日
本
の
教
育
関
係
法
規
の
発
想
で
す
。
こ
れ
は
も
と
も
と
、
教
育

を
国
が
始
め
た
と
い
う
事
情
に
も
と
づ
く
わ
け
で
す
が
、
本
当
は
教
育

権
は
親
に
あ
る
の
で
す
。
親
の
教
育
権
を
認
め
る
の
な
ら
、
そ
し
て
地

方
自
治
の
論
理
が
活
き
る
の
な
ら
、
国
が
こ
ん
な
に
教
育
を
統
制
す
る

こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
教
育
を
変
え
て
い
か
な
い
と
、
人
の
言
う

こ
と
を
聞
く
コ
ピ

1
人
間
み
た
い
な
日
本
人
ば
っ
か
り
で
て
き
ち
ゃ
う
。

個
性
の
育
ち
ょ
う
が
な
い
。
現
在
の
日
本
の
教
育
の
マ
イ
ナ
ス
面
は
、

国
際
的
に
開
か
れ
て
い
な
い
、
外
国
の
人
々
と
対
等
に
つ
き
あ

っ
て
い

く
の
が
む
ず
か
し
い
タ
イ
プ
の
日
本
人
を
こ
し
ら
え
て
い
る
と
い
う
点

で
す
。
と
り
あ
え
ず
そ
の
あ
た
り
を
手
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

、っ・と。そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
だ
ん
だ
ん
話
が
細
か
く
な
っ
て
い
き
ま
す

が
、
官
庁
の
許
認
可
行
政
が
あ
り
ま
す
。
官
庁
が
さ
ま
ざ
ま
な
部
門
を

細
か
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
。
そ
の
手
段
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
法
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律
の
場
合
も
あ
る
、

政
令
の
場
合
も
あ
る
、
通
達
の
場
合
も
あ
る
。
こ

れ
ら
は
全
部
法
令
で
す
が
、

こ
う
い
う
全
体
が
、

や
っ
ぱ
り
憲
法
な
ん

で
す
。

つ
ま
り
憲
法
と
は
、

憲
法
の
細
目
に
わ
た
る
運
用
の
さ
れ
方
を

含
む
。

だ
か
ら
そ
れ
を
き
ち
ん
と
チ
ェ
ッ
ク
し
、

理
由
の
な
い
許
認
可

は
や
め
る
。
憲
法
に
そ
う
書
く
の
で
も
い
い
で
す
。
そ
う
や
っ
て
政
府

の
機
能
を
本
来
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
制
限
し
て
い
っ
て
、

市
民
社
会
の

活
力
を
十
分
発
揮
さ
せ
て
い
く
と
い
う
方
針
を
探
る
の
が
、
今
度
の
憲

法
改
正
の
主
眼
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

そ
れ
か
ら
た
い
へ
ん
逆
説
的
な
よ
う
で
す
が
も
う
ひ
と
つ
、

国
家
機

能
を
強
化
す
る
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

危
機
管
理

の
問
題
で
す
。

日
本
の
場
合
、

員

一
致
で
、
大
臣
が
全
員
署
名
し
な
い
と
閣
議
決
定
に
な
り
ま
せ
ん
。

政
権
の
所
在
は
内
閣
な
ん
で
す
け
ど
も
、

内
閣
は
全

首
相
は
内
閣
の
首
席
に
す
ぎ
な
く
て
、
合
衆
国
大
統
領
に
比
べ
て
危
機

管
理
の
能
力
が
小
さ
い
。
首
相
が
誰
か
に
撃
た
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た

場
合
、
ど
う
な
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、

な
か
な
か
厄
介
で
す
。

こ
の
場
合
、
次
の
首
相
を
指
名
す
る
た
め
に
、
憲
法
の
手
続
き
に
よ

っ
て
議
会
を
召
集
し
た
り
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
議

会
を
召
集
す
る
に
は
天
皇
の
署
名
が
必
要
で
あ
る
。
何
か
の
事
情
で
議

会
と
の
連
絡
が
う
か
な
く
な
っ
た
場
合
、
国
会
が
正
常
に
機
能
し
な
く

ア
メ
リ
カ
だ
っ
た
ら
大
統
領
が
撃
た
れ
た
ら
次
は
副
大
統

な
り
ま
す
。

領
、
・
以
下
順
に
決
ま
っ
て
い
て
、
全
員
を
一
網
打
尽
に
す
る
の
は

そ
れ
を
織
り
こ
む
よ
う
に
憲
法
を
改
正
し
て
お
く
べ

y-ー悲法意識の変容

が
な
い
の
な
ら
、

き
で
す
。

あ
と
は

O
D
A
関
係
で
す
ね
。
現
在
、
政
府
開
発
援
助
が
二
兆
円
近

い
規
模
に
な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
日
本
の
憲
法
は
全
然
想
定
し

て
い
な
い
で
す
ね
。
そ
し
て
巨
額
の

O
D
A
に
つ
い
て
、
国
民
は
ま
っ

た
く
ノ

l
チ
ェ
ッ
ク
な
の
で
す
。
こ
れ
は
ま
ず
い
。
国
会
の
決
算
委
員

会
で
も
い
い
し
、

O
D
A
委
員
会
と
い
う
の
を
つ
く
っ
て
も
よ
い
の
で

す
が
、
現
実
に
正
し
い
援
助
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
厳
し
く
チ
ェ
ッ

ク
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
日
本
の
チ
ェ

ッ
ク
が
き
ち
ん
と
し
て
い
る
こ

と
が
、
相
手
国
の
民
主
化
に
と
て
も
プ
ラ
ス
に
な
り
ま
す
。
マ
ル
コ
ス

腐
敗
政
権
み
た
い
な
も
の
を
あ
ち
こ
ち
に
つ
く
り
だ
し
て
は
な
ら
な
い
。

ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
の
と
き
に
、
日
本
が
田
中
角
栄
氏
の
疑
惑
に
き
ち

ん
と
し
た
対
応
が
と
れ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
議
会
の
公
聴
会
が
機
能
し

て
い
た
こ
と
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
同
じ
関
係
が
、
日
本
と
第
三

世
界
の
あ
い
だ
に
山
の
よ
う
に
あ
る
は
ず
だ
。
援
助
を
め
ぐ

っ
て
少
し

で
も
ダ
ー
ク
な
、
腐
敗
し
た
部
分
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
相
手
国
に
確
実

に
ダ
メ
ー
ジ
を
及
ぼ
す
。
相
手
国
の
人
民
に
、
日
本
は
大
き
な
責
任
を

負
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
国
際
貿
易
に
よ
っ
て
日
本
人
が
幸
せ
に
な
る

こ
と
以
上
に
、
現
地
の
人
を
ど
う
や
っ
て
幸
せ
に
す
る
か
と
い
う
方
法

論
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
論
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ
う

け
れ
ど
、
日
本
が
出
し
た
お
金
に
関
し
て
日
本
が
き
ち
ん
と
始
末
を
つ

け
る
こ
と
が
最
低
限
の
義
務
で
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
法
令
の
規
定

ま
ず
無
理
で
す
。

か
た
と
き
も
国
家
機
能
が
停
止
す
る
こ
と
は
な
い
。
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日
本
の
場
合
、

ま
こ
と
に
心
許
な
い
。

政
治
は
、

市
民
生
活
を
守
る
た
め
に
あ
る
わ
け
で
し
ょ
。
市
民
は
、

自
律
的
な
秩
序
を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

大
抵
の
こ
と
は
政
府
が
な
く

て
も
対
処
で
き
る
ん
で
す
、
普
通
の
方
法
で
。
だ
か
ら
政
府
の
出
番
は
、

普
通
の
方
法
で
は
対
処
で
き
な
い
よ
う
な
危
機
が
市
民
社
会
を
襲
っ
た

と
き
な
の
で
す
ね
。
災
害
の
よ
う
な
危
機
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
も
う

ひ
と
つ
は
政
府
そ
の
も
の
の
危
機
で
、

テ
ロ
と
か
戦
争
な
ど
で
も
っ
て

政
府
が
機
能
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
場
合
が
あ
る
。

危
機
管
理
と
は
、

首
相
官
邸
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ト
ー
チ
カ
み

た
い
に
す
る
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
く
て
、
ど
ん
な
場
合
に
も
き
ち
ん
と

対
策
が
と
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
ず
起
こ
り
う
る
ケ
1
ス
を
す
べ

て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
起
こ
り
う
る
ケ

1
ス
を
す
べ
て
考
え
、

と
り
わ
け
そ
の
最
悪
の
ケ

l
ス
に
つ
い
て
も
十
分
起
こ
り
う
る
こ
と
を

調
べ
て
お
く
。
ど
ん
な
に
確
率
が
低
く
て
も
で
す
。
次
に
、
最
悪
の
ケ
ー

ス
が
起
こ
っ
た
場
合
で
も
最
善
の
対
応
を
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い

か
を
考
え
る
。
そ
の
た
め
の
資
財
と
人
員
を
手
当
て
し
、
対
応
の
シ
ナ

リ
オ
を
き
ち
ん
と
つ
く
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
万
一
の
事
態
が
起
こ
っ
て

も
、
そ
の
フ
ァ
イ
ル
を
引
き
だ
し
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
に
行
動
す
れ

ば
よ
い
。
こ
れ
が
危
機
管
理
だ
と
思
い
ま
す
。

要
す
る
に
、

で
す
。

い
ろ
ん
な
場
合
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
ん

そ
れ
を
し
て
い
な
い
と
し
た
ら
怠
慢
だ
。
危
機
管
理
の
考
え
方

が
な
い
ん
だ
っ
た
ら
、
国
会
の
国
政
調
査
権
に
も
と
づ
い
て
、
決
算
の

や
り
方
、
調
査
の
仕
方
、
調
査
の
ス
タ
ッ
フ
を
ど
れ
だ
け
用
意
す
れ
ば

い
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
含
め
て
、
国
会
の
機
能
強
化
を
す
、
べ

き
だ
と
私
は
思
う
わ
け
で
す
。
政
府
の
機
能
も
強
化
す
べ
き
で
し
ょ
う

が
、
今
の
政
府
と
国
会
の
バ
ラ
ン
ス
で
言
う
な
ら
ば
、
国
会
の
機
能
を

強
化
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
先
決
で
す
。

国
会
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
慣
行
が
あ
り
ま
す
が
、
今
の
委
員
会
の
答
弁

方
式
な
ど
は
非
常
に
よ
く
な
い
。
あ
れ
で
は
ま
る
で
儀
式
で
す
。
言
論

で
な
に
か
が
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
全
部
事
前
の
裏
取
引
で
決
ま
っ
て

し
ま
い
、
ア
リ
バ
イ
の
た
め
に
国
会
質
問
が
あ
る
み
た
い
だ
。
そ
う
じ

ゃ
な
く
す
る
た
め
に
は
、
選
挙
法
か
ら
手
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
た

と
え
ば
小
選
挙
区
に
な
っ
た
と
す
る
と
、
有
権
者
の
意
思
ひ
と
つ
で
す

ぐ
次
の
議
席
が
な
く
な
り
ま
す
。
今
の
中
選
挙
区
だ
と
、
自
民
党
の
ボ

ス
の
ほ
う
ば
か
り
向
い
て
い
て
、
国
民
の
言
う
こ
と
を
聞
く
わ
け
が
な

い
。
小
選
挙
区
で
競
っ
て
い
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
反
対
候
補
に

と
っ
て
替
わ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
党
議
の
拘
束
ど
こ
ろ
で

な
く
、
選
挙
区
の
有
権
者
の
ほ
う
を
向
か
ざ
る
を
得
な
い
。
逆
に
一
言
、
っ

と
、
選
挙
区
で
有
権
者
の
支
持
さ
え
あ
れ
ば
、
党
中
央
の
言
う
こ
と
を

聞
か
な
く
て
も
議
員
が
自
由
に
行
動
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
じ

め
て
、
国
会
で
の
言
論
は
活
性
化
す
る
。

そ
の
辺
を
考
え
た
う
え
で
、
国
会
の
機
能
を
強
化
し
、
国
会
の
政
府

に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
め
て
い
く
。
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
パ
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日
本
の
政
治
を
正
常
化
し
て
い
く
方
向
で

あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
、
そ
う
い
う
憲
法
改
正
が
で
き
れ
ば
な

お
い
い
。
以
上
は
希
望
で
し
て
、
言
い
始
め
る
と
キ
リ
が
な
い
ん
で
す

け
れ
ど
、
こ
う
い
う
こ
と
を
柱
に
自
分
た
ち
の
国
を
デ
ザ
イ
ン
で
き
る

フ
ン

ス
で
す
ね
。
そ
れ
が
、

ん
だ
と
い
う
こ
と
を
国
民
が
気
が
つ
い
て
、

よ
く
議
論
す
る
と
い
う
こ

と
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
結
果
的
に
あ
ん
ま
り
改
正
に
結
び
つ
か
な

か
っ
た
と
し
て
も
、

私
は
が
っ
か
り
し
ま
せ
ん
。
真
面
目
に
議
論
し
た
、

と
い
う
だ
け
で
い
い
と
思
い
ま
す
。

憲
法
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
論
議
す
る
と
い
う
の
は
、

自
分
の
国
を
デ

ザ
イ
ン
で
き
る
市
民
、

つ
ま
り
近
代
的
市
民
に
な
る
と
い
う
こ
と
と
同

じ
で
す
。

近
代
と
は
、

そ
ん
な
に
捨
て
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
と
私
は
思
う
。
そ
も

ま
だ
あ
ん
ま
り
近
代
的
市
民
に
な
っ
て
い
な
い
。
近

代
の
よ
さ
も
ま
だ
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
現
実
な

そ
も
我
々
自
身
、

の
で
す
か
ら
。

『
科
学
技
術
は
地
球
を
救
え
る
か
」

橋
本
大
三
郎
・
新
田
義
孝
編
著
/
富
士
通
経
営
研
修
所
刊
/
定
価

1995. 12. 20発行

t
h
l

告
書
え
る
巴
均

一…圏
一一山

一
院
恥
削
除
隊
崎
直
ゆ

本
書
は
九
五
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た

「
科
学
技
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
一
自
然
科
学
と

人
文
・
社
会
科
学
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
日
」
(
科
学
技
術
庁
主
催
)
の
分
科
会
の

一
つ
で
あ
る
「
人
類
の
生
存
と
科
学
技
術
」

で
の
討
論
を
も
と
に
新
た
に
書
き
下
ろ
し

て
ま
と
め
ら
れ
た
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
環

境
問
題
の
解
決
に
む
け
て
科
学
の
新
し
い

方
向
性
を
探
っ
た
も
の
で
、
出
席
者
(
一

五
名
)
の
専
門
分
野
は
、
社
会
学
、
国
際

経
済
論
、
水
理
学
、
大
脳
生
理
学
、
放
射

線
生
物
化
学
1
l
l
と
多
彩
だ
。

第
一
部
「
地
球
環
境
問
題
を
ど
う
理
解

す
る
か
」
、
第
二
部
「
生
命
か
ら
地
球
環
境

を
考
え
る
ヘ
第
三
部
「
中
国
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
」
、
第
四
部
「
持
続
可
能
な
未
来
へ

の
社
会
シ
ス
テ
ム
」
の
四
部
構
成
で
、
第

二
部
が
ユ
ニ
ー
ク
。
例
え
ば
吉
川
研
一
-

加
藤
陽
両
氏

(物
質
生
命
情
報
学
)
は
、

生
態
学
)

指
摘
し
て
い
る
。

一
方
、

1月号第25巻 l号

的
政
治
父
化
〉

と
憲
法

〈市
民

A.  

弄⑨
弘
道

[
解
題
]
戦
後
五
O
年
、
改
憲
・
護
憲
の
論
理
そ
の
も
の
の
風
化
の

な
か
で
憲
法
と
ど
う
向
き
合
う
の
か
。
問
題
な
の
は
、
憲
法
と
い
う
枠

組
み
の
解
釈
や
再
解
釈
だ
け
で
は
な
く
、
時
代
の
あ
る
種
の
閉
塞
状
況

を
突
破
す
る
〈
新
た
な
政
治
と
社
会
の
ビ
ジ
ョ
ン
〉
の
追
求
の
な
か
で
、

憲
法
を
ど
う
位
置
づ
け
直
す
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で

抄
録
し
た
政
治
学
者
今
井
弘
道
ご
九
四
四
年
1
)
の

『〈
市
民
的
政

治
文
化
〉
の
時
代
へ
」
(
河
合
文
化
教
育
研
究
所
、
一
九
九
五
年
)
は
、

そ
の
解
説
で
、
参
議
院
議
員
秘
書
の
角
倉
邦
良
が
、
「
戦
後
五
O
年
を

迎
え
た
現
代
日
本
の
新
し
い
『憲
法
読
本
』と
し
て
ま
ず
読
み
た
い
」
と

書
い
て
い
る
よ
う
に
、
現
代
と
い
う
時
代
状
況
の
な
か
で
、
憲
法
と
い
か

に
向
き
合
う
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
-
九
九
四
年
、
河
合
文
化
教

育
研
究
所
経
済
委
員
会
拡
大
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
講
演
を
大
幅
に
加
筆

・
修
正
し
、
一
九
九
五
年
に
河
合
ブ
ッ
ク
レ
ッ
卜
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

二
O
O円

が
経
済
活
動
に
果
た
し
て
い
る
役
割
を
解

自
然
や
生
物
の
行
っ
て
い
る
現
象
と
「
非

線
形
関
数
」
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
、
従

来
の
科
学
技
術
文
明
は
理
路
整
然
と
し
た

線
形
の
数
学
を
前
提
に
し
て
き
た
が
、
寸
持

続
的
発
展
」
と
は
、
混
沌
に
み
え
る
「
非

線
形
」
の
発
想
を
と
り
い
れ
た
科
学
技
術

文
明
の
構
築
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と

第
四
部
の
西
山
賢
一
氏
(
文
化

は
、
持
続
可
能
な
社
会
を
考
え

る
新
し
い
経
済
学
の
可
能
性
と
し
て
、
エ

ン
ト
ロ
ピ
ー
経
済
学
、
生
態
学
的
経
済
学
、

制
度
主
義
を
紹
介
。
制
度
主
義
は
慣
習
・

習
俗
・
ル
ー
ル
・
文
化
と
い
っ
た
理
路
整

然
と
し
た
法
則
で
は
割
り
切
れ
な
い
要
素

明
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
お
り
、

先
の

吉
川
・
加
藤
両
氏
の
論
文
と
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
り
、

『産業と環境』

興
味
深
い
。

こ
の
例
の
よ
う
に
一
見
関
係
な
さ
そ
う

な
学
問
分
野
が
環
境
問
題
と
い
う
接
点
で

通
い
あ
う
点
が
出
て
く
る
様
子
が
読
ん
で

い
て
面
白
い
。

環
境
研
究
の
今
後
の
可
能

性
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

* 
の
具
体
化
の
営
み
に
よ
っ
て
、

仮
認
さ
れ
、
築
き
上
げ
ら
れ
て

て
そ
こ
に
「
国
政
の
権
威
」
の

エ
」
に
し
た
ま
ま
、
そ
れ
を
常

の
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
む
し

ド
あ
ら
わ
し
、
国
民
が
常
に
新

忠
志
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

」
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ

産業と環境

で
の
平
和
運
動
の
精
神
的
基

心
す
る
べ
き
時
期
に
来
て
い
ま

一
然
と
し
て
も
っ
て
い
る
普
遍

で
し
ょ
う
。
地
方
政
府
・
地

言
の
制
定
・
無
防
備
地
域
の

・
信
頼
関
係
の
醸
成
そ
の
他

体
化
・
日
常
化
に
取
り
組
み
、

か
ら
で
す
。

平
和
運
動
の
精
神
的
基
礎
と

い
ま
す
。
上
の
議
論
を
踏
ま

忠
い
ま
す
。
ま
ず
必
要
な
こ

ヘ
ル
の
、
あ
る
い
は
冷
戦
体

l 1996. 
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