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憲
法
は
、
契
約
で
あ
り
、
法
で
あ
る
。
憲
法
を
、
社
会
と
政
府
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
法
と
し
て
尊
重
す
る
の
は
、
「
法
の
支
配
」
の
一

種
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
こ
の
、
「
法
の
支
配
」
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
感
覚
が
、
日
本
人
に
は
な
ん
と
な
く
し
っ
く
り
来
て
い
な
い
よ
う
に
思

う
。
少
し
遠
回
り
に
み
え
る
が
、
「
法
の
支
配
」
を
補
助
線
に
、
憲
法
を
い
ち
か
ら
考
え
な
お
し
て
み
た
い
。

「
法
の
支
配
(
円
Z
E
F
0
2
2
)」
は
も
と
も
と
、
ロ
ー
マ
法
の
概
念
で
あ
る
。
法
の
も
と
で
は
、
家
柄
や
身
分
に
関
係
な
く
誰
で
も
が
平
等
で
、

法
廷
で
も
対
等
に
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
が
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
に
受
け
継
が
れ
た
。
近
代
法
を
考
え
る
場
合
、
法
の
支

配
は
、
重
力
の
法
則
の
よ
う
に
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
。

「
法
の
支
配
」
は
、
「
神
の
支
配
」
「
人
の
支
配
」
と
比
べ
る
と
わ
か
り
や
す
い
。

一
神
教
(
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
)
は
、
神
が
宇
宙
を
創
造
し
た
(
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
界
を
支
配
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
)
と
考

え
る
。
神
は
、
人
び
と
に
と
っ
て
「
主
」
(
人
び
と
は
神
に
と
っ
て
「
僕
」
)
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
神
聖
政
治
S
m
o
n
g
q
)
が
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
、
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
(
神
の
支
配
)
。
神
は
、
統
治
者
(
王
)
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
神
は
、
現
実
に
人
び
と
の
王
と
な
っ
て
、
め
ん
ど
う
を
見
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
神
の
命
令
が
、
契
約
(
聖
母
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
。
神
の
支
配
を
実
現
し
よ
う
と
思
う
と
、
ど
う
し
て
も
、
神
の
命
令
(
H
契
約
H
き
に
従
う
、
法
の
支
配
に
移
行
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
一
神
教
の
文
明
は
、
神
の
支
配
(
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
法
の
支
配
)
を
重
視
す
る
い
っ
ぽ
う
、
人
の
支
配

に
反
対
す
る
。
神
と
無
関
係
に
、
人
が
人
を
支
配
し
て
は
い
け
な
い
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
実
際
の
政
治
は
、
人
が
人
を
支
配
す
る
現
象
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
統
治
者
(
王
)
が
神
の
委
任
を
受
け
て
政
治
を
し
て
い
る
と
い
う
建
て
前
に
こ
だ
わ
る
。

ま
と
め
よ
う
。
法
の
支
配
は
、
人
が
人
を
支
配
し
な
い
た
め
の
工
夫
で
あ
る
。
人
び
と
は
み
な
、
対
等
で
自
由
な
存
在
、
だ
。

支
配
し
た
の
で
は
、
そ
の
原
則
が
踏
み
に
じ
ら
れ
る
。

人
が
人
を

こ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
文
明
圏
の
外
側
で
は
、
法
の
支
配
の
考
え
方
が
根
づ
か
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
伝
統
中
国
で
は
、
法
は
、
統
治
者
の
命
令
、
す
な
わ
ち
、
人
が
人
を
支
配
す
る
た
め
の
手
段
、
だ
っ
た
。
「
法
の
支
配
」
は
「
人
の

支
配
」
と
対
立
せ
ず
に
、
そ
の
一
部
な
の
で
あ
る
。
統
治
者
は
、
法
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
ま
た
人
び
と
は
、
法
を
い
や
な
も
の
だ
と
思
う
。

法
を
、
自
分
の
権
利
や
自
由
を
守
っ
て
く
れ
る
も
の
だ
と
考
え
な
い
。
中
国
の
法
体
系
(
律
令
)
を
受
け
継
い
だ
日
本
で
も
、
こ
の
よ
う
な
感

覚
が
支
配
的
で
あ
る
。
人
び
と
は
誰
し
も
、
統
治
者
の
言
う
ま
ま
に
な
り
た
く
な
い
。
「
人
の
支
配
」
に
反
対
す
る
。
す
る
と
、
「
法
の
支

配
」
に
も
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

日
本
人
の
法
感
覚
を
言
葉
に
す
る
と
、
こ
ん
な
感
じ
で
あ
る
。
人
が
人
を
支
配
す
る
の
は
よ
く
な
い
。
人
と
人
の
聞
に
法
が
介
在
す
る

の
も
よ
く
な
い
。
も
っ
と
も
望
ま
し
い
の
は
、
人
び
と
が
平
和
に
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
だ
。
そ
れ
に
は
人
び
と
が
、
よ
く
話
し
合
い
、
仲
よ

く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
よ
り
も
、
人
の
善
意
を
信
用
し
よ
う
と
す
る
。

日
本
人
が
、
「
法
の
支
配
」
に
抵
抗
が
あ
る
の
は
、
「
人
の
支
配
」
に
抵
抗
が
あ
る
か
ら
だ
。
人
び
と
は
、
「
人
の
支
配
」
の
不
在
を
歓
迎
す

る
。
だ
が
、
現
実
に
は
、
政
治
(
人
が
人
を
支
配
す
る
現
象
)
は
必
要
で
あ
る
。
す
る
と
、
政
治
を
、
法
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
に
く
く
な

る

大
日
本
帝
国
憲
法
よ
り
前
に
、
明
治
の
専
制
政
治
が
あ
っ
た
。
政
治
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
必
要
か
ら
憲
法
が
で
き
た
の
だ
。
日
本
国

憲
法
よ
り
前
に
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
日
本
占
領
が
あ
っ
た
。
政
治
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
必
要
か
ら
憲
法
が
で
き
た
の
だ
。
自
分
た
ち
で
制

定
し
た
の
で
な
い
憲
法
は
、
改
正
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
一
度
も
自
分
た
ち
の
手
で
、
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

憲
法
に
い
く
ら
よ
い
こ
と
が
書
い
で
あ
っ
て
も
、
社
会
は
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
く
。
す
る
と
、
憲
法
と
現
実
と
の
ズ
レ
が
、
無
視
で
き

な
い
ほ
ど
大
き
く
な
る
。
矛
盾
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
る
。
第
九
条
は
、
そ
の
典
型
だ
。
と
こ
ろ
が
、
憲
法
は
改
正
さ
れ
な
い
。
政

府
(
行
政
府
)
が
「
憲
法
解
釈
」
を
変
え
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
必
要
が
な
い
。
つ
ま
り
憲
法
は
、
厳
密
な
意
味
で
、
人
び
と
(
国
民
)
と
政
府
と
の

聞
の
契
約
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
政
府
が
拘
束
さ
れ
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
憲
法
で
な
い
。
日
本
国
憲
法
は
、
こ
の
ま
ま
改
正
さ
れ

な
い
と
、
憲
法
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
時
代
は
動
く
。
日
本
人
は
、
「
法
の
支
配
」
の
感
覚
が
不
十
分
な
ま
ま
、
憲
法
改
正
を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

「
法
の
支
配
」
の
感
覚
が
不
十
分
な
の
は
、
「
神
の
支
配
」
を
本
気
で
考
え
た
こ
と
が
な
い
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
ど
ん
な
な
か

み
で
あ
れ
、
憲
法
改
正
を
や
り
と
げ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
よ
く
や
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
。


