
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と

統
治
機
構
論
・
権
力
分
立
論
の
間
、
覚
書
き小

貫

幸

浩

０．

は
じ
め
に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
数
本
の

（
１
）

拙
論
に
よ
っ
て
、
今
日
の
ド
イ
ツ
憲
法
学
で
問
わ
れ
て
い
る
基
本
権
「
保
障
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
お
よ

び
基
本
権
審
査
の
論
証
方
式
を
め
ぐ
る
一
連
の
問
題
群
に
つ
い
て
論
ず
る
機
会
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
既
に
定
着
を
み
て
い
る
「
保

護
領
域
、
侵
害
、
正
当
化
」
の
論
証
方
式
（
三
段
階
審
査
と
か
保
護
領
域
・
侵
害
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
か
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
）
と
、

こ
れ
に
批
判
的
な
、
近
年
支
持
者
を
集
め
つ
つ
あ
る
「
保
障
内
容
」
論
そ
れ
ぞ
れ
の
企
図
、
両
者
の
異
同
、
長
所
・
短
所
に
焦
点
を
あ

て
て
き
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
前
者
の
論
証
様
式
自
体
が
、
ま
ず
は
挑
戦
者
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
長
年
の
憲
法
裁
判
所
の
基
本
権
裁
判

例
と
学
説
と
の
批
判
的
交
流
の
な
か
で
、
よ
う
や
く
に
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
保
護
領
域
と
か
侵
害
と

か
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
き
た
の
が
「
防
御
権
」
と
い
う
概
念
で
あ
り
、
こ
の
概
念
さ
え
も
が
ド
イ
ツ
憲
法＝

基
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本
法GG

に
お
い
て
既
に
教
義
学
的
に
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
自
明
の
も
の
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
、GG

の
も
と
で
、
今
日
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
仕�

上�

げ�

ら�

れ�

て�

き�

た�

の
で
あ
る
。

さ
て
、「
権
利
の
保
障
が
確
保
さ
れ
ず
、
権
力
の
分
立
が
規
定
さ
れ
な
い
す
べ
て
の
社
会
は
、
憲
法
を
も
つ
も
の
で
な
い
」（
フ
ラ
ン

ス
人
権
宣
言
１６
条
、
岩
波
文
庫
訳
）
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
今
日
、
憲
法
と
は
、
人
権
、
ド
イ
ツ
流
に
は
基
本
権
と
権
力
分
立＝

統
治
機
構
（
憲
法
訴
訟
も
含
め
て
）
の
二
つ
の
構
成
部
分
か
ら
成
る
と
い
う
の
が

（
２
）

定
説
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
統
治
機
構
は
、

ド
イ
ツ
で
は
、
一
般
に
、
国
家
組
織
法Staatsorganisationsrecht,staatliches

O
rganisationsrecht

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
我
が
国
の
憲
法
学
と
同
様
に
、「
憲
法
」
は
勿
論
、
国
家
、
主
権
、
国
民＝

人
民
、
な
ど
の
憲
法
の
基
礎
概
念
な
い
し
国
家
の

構
造
要
素
が
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
議
会
、
内
閣
、
首
相
、
大
統
領
、
連
邦
制
、
憲
法
裁
判
所
を
含
む
司
法
権
な
ど
そ
れ
ぞ
れ

の
組
織
編
成
や
作
用
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
の
説
明
、
さ
ら
に
Ｅ
Ｕ
統
合
の
法
関
係
や
国
際
的
な
法
関
係
の
説
明
が
与
え
ら
れ

る
わ
け
で

（
３
）

あ
る
。

後
に
言
及
す
る
通
り
、
第
二
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
基
本
権
論
の
評
価
が
一
枚
岩
の
よ
う
に
固
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、

今
日
の
ド
イ
ツ
の
基
本
権
論
が
、
国
際
水
準
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
基
本
権
保
障
の
国
際
的
な
一
つ
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
い
る
と
い

う
見
解
も
弱
く
な
い
。
こ
の
見
解
を
前
提
と
し
た
場
合
、
か
か
る
水
準
に
至
っ
た
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
相
同
す
る
も
の
の
展
開

が
、
果
た
し
て
国
家
組
織
法
に
関
し
て
も
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
「
木
に
魚
を
求
め
る
」
類
で
あ

ろ
う
か
。
三
段
階
審
査＝

保
護
領
域
論＝

侵
害
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
な
り
、
近
年
の
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
な
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も

定
型
的
な
論
証
様
式
ま
た
は
そ
れ
ら
の
な
か
で
練
磨
さ
れ
て
き
た
審
査
密
度
論
（
我
が
国
で
は
、
む
し
ろ
審
査
基
準
論
と
い
わ
れ
る
、

逆
に
、
ド
イ
ツ
で
審
査
基
準Prüfungsm

a
stab

と
い
う
時
に
は
、
該
当
す
る
憲
法
条
項
な
い
し
憲
法
原
理
の
こ
と
で
あ
る
場
合
も
少

な
く
な
い
）、
比
例
原
則
・
比
較
衡
量
論
は
、
国
家
組
織
法
の
分
野
で
も
、
適
用
な
い
し
準
用
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
（
ま
た
は
、
適

（
二
）
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用
・
準
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。）
こ
の
問
題
意
識
は
、
か
ね
て
よ
り
私
の
脳
裏
に
あ
っ
た
も
の
の
、
Ｈ
・
Ｐ
・
オ
ー
ス

ト
の
最

（
４
）

近
稿
に
触
れ
た
お
か
げ
で
一
層
深
め
ら
れ
た
と
い
う
の
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
の
主
要
部
を
占
め
る
の
が
、
こ
の

問
題
で
あ
る
。
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
、
基
本
権
に
は
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
結
合
さ
れ
て
い
る
の
に
、
統
治
機
構
・
権
力
分
立
の
方

に
は
、
た
だ
の
「
論
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
問
題
意
識
故
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
覚
書
で
は
、
旧
拙
論
が
た
び
た
び
用
い
て
き
た
表
現
で
あ
る
「
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
」
の
、「
ド
グ
マ
テ
ィ
ー

ク
」
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
問
い
直
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
学
説
と
実
務
、
理
論
と
実
務
が
い
か
な
る
関
係

に
あ
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
か
。

Ⅰ．

権
力
分
立
「
原
理
」
へ
の
懐
疑

と
り
わ
け
、
後
述
部
で
言
及
さ
れ
る
「
執
行
府
固
有
責
任
の
核
心
領
域
」
論
と
の
関
係
で
、
ま
ず
権
力
分
立
論
に
つ
い
て
押
さ
え
て

お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
連
邦
議
会
の
調
査
委
員
会
の
調
査
権
（GG

４４
条
）
の
射
程
と
限
界
が
問
わ
れ
た
有
名
な
先
例
で
も
、
該
核

心
領
域
論
の
根
拠
と
し
て
、
権
力
分
立
原
理
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。（E６７,１００

（１３９.

））

権
力
分
立
論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
実
に
多
量
の
イ
ン
ク
が
流
さ
れ
て
き
た
。
旧
拙
稿
で
取
材
し
た
よ

（
５
）

う
に
、
そ
の
意
義
を
積
極

的
に
認
め
た
う
え
で
法
思
想
史
的
、
概
念
史
的
に
再
定
義
す
る
こ
と
を
試
み
る
論
者
、
逆
に
、
権
力
分
立
「
原
理
」
へ
の
法
科
学
的
な

批
判
（
前
者
か
ら
は
、
科
学
性
へ
の
偏
重
な
ど
と
批
判
さ
れ
つ
つ
も
）
の
メ
ス
を
入
れ
る
見
地
、
な
ど
な
ど
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と

ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
憲
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
接
近
す
る
と
い
う
本
稿
の
視
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
で
の
国
家
組
織
法
分
野
の
代
表

的
論
者
の
一
人
で
あ
る
Th.
グ
ロ
ス
の
最
近
稿
か
ら
学
び

（
６
）

た
い
。
そ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
憲
法＝

基
本
法
（GG

）
お
よ
び
す
べ
て
の
ラ
ン
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ト
憲
法
に
つ
い
て
、
権
力
分
立
「
原
理
」
と
は
、
そ
こ
か
ら
何
か
・
独
自
の
事
柄
が
導
か
れ
る
ご
と
き
憲
法
「
原
理
」
と
は
見
な
せ
な

い
と
い
う
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
実
定
憲
法
所
定
の
権
力
相
互
間
の
具
体
的
規
定
を
こ
そ
出
発
点
に

す
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
提
言
で
あ
る
。
実
際
、GG

に
も
、
ど
の
ラ
ン
ト
憲
法
に
も
「
権
力
分
立
」
原
理
が
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
グ
ロ
ス
に
よ
れ
ば
、
権
力
分
立
原
理
を
引
き
合
い
に
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
の
大
部
分
は
、
実
定
憲
法
に
明
記

さ
れ
て
い
る
法
治
国
家
原
理
お
よ
び
民
主
主
義
原
理
と
に
よ
っ
て
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
う
る
。
多
く
の
場
合
、
と
く
に
行
政
権
と
の
関
係
で

議
会
が
も
つ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
弱
め
る
方
向
で
、
権
力
分
立
原
理
が
持
ち
出
さ
れ
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
議
会
の
調
査
委
員
会

（GG

４４
条
）
の
権
限
を
制
約
し
た
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
関
し
て
連
邦
議
会
・
連
邦
参
議
院
の
情
報
権
（GG

２３
条
２
項
２
文
）
を

制
約
し
た
り
、
連
邦
議
会
議
員
の
質
問
権
を
制
約
し
た
り
、
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
権
力
分
立
原
理
と
民
主
主
義
原
理
と
の
関
係
が
、

あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
て
く
る
。
グ
ロ
ス
の
見
る
と
こ
ろ
、
権
力
分
立
と
い
え
ば
権
力
阻
止
と
い
う
法
治
国
家
的
側
面
ば
か
り
が
注
目
さ

れ
る
が
、
そ
れ
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
相
変
わ
ら
ず
の
視
角
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
で
、
支
配
の
樹
立
・
構
成
に
関
す
る
民
主
主
義
原

理
と
の
関
係
が
ほ
と
ん
ど
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
時
代
の
権
力
分
立
観
を
引
き
ず
っ
て
い
る
証
拠

だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

権
力
分
立
原
理
が
憲
法
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
は
さ
て
お
き
、
本
稿
の
主
要
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
グ
ロ
ス
が
問
題
視
す
る

の
は
、
連
邦
憲
法
裁
に
よ
る
権
力
分
立
の
内
容
把
握
に
つ
い
て
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
三
権
の
関
係
は
権
力
の
阻
止
関
係

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
核
心
領
域
」
が
他
の
二
権
力
の
介
入
・
干
渉
か
ら
絶
対
的
に
守
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
権
そ
れ
ぞ
れ
の

核
心
の
「
実
質
内
容
」
が
十
分
に
明
確
に
規
定
し
う
る
は
ず
だ
、
と
い
う
前
提
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
立
法
に
つ
い
て
み
る
だ
け
で
も
、

か
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
採
用
で
き
な
い
と
グ
ロ
ス
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
憲
法
裁
は
抽
象
的
・
一
般
的
規
範
の
定
立
を
し
て
立
法

権
の
「
核
心
領
域
」
だ
と
す
る
が
、GG

は
か
か
る
権
限
を
さ
ま
ざ
ま
の
機
関
に
与
え
て
い
る
（
つ
ま
り
、
共
同
立
法
権
と
い
う
こ
と
。）

（
四
）
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な
る
ほ
ど
、
立
法
に
関
す
る
中
心
規
定
は
、
連
邦
議
会
に
よ
る
議
決
を
定
め
るGG

７７
条
１
項
１
文
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
連
邦
参
議

院
も
連
邦
立
法
に
協
力
す
る
し
（GG

５０
条
）、
連
邦
法
律
の
「
成
立
」
に
は
連
邦
参
議
院
の
同
意
（
な
い
し
、
そ
れ
に
相
当
す
る
事
象
）

が
条
件
と
な
っ
て
い
る
。（GG

７８
条
）

同
様
に
、
グ
ロ
ス
は
執
行
権
、
司
法
権
の
「
核
心
領
域
」
に
つ
い
て
も
憲
法
裁
の
裁
判
例
を
前
提
に
す
る
と
不
分
明
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
、
と
し
て
い
る
。
以
上
、
権
力
分
立
「
原
理
」
を
持
ち
出
し
て
三
権
そ
れ
ぞ
れ
の
「
核
心
領
域
」
を
規
定
し
よ
う
に
も
、
そ
れ
は

土
台
、
無
理
な
話
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
、
グ
ロ
ス
の
所
論
に
も
―
例
え
ば
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
関
す
る
理
解
に
つ

い
て
―
注
文
を
付
け
る
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
あ
れ
、
三
権
そ
れ
ぞ
れ
に
は
相
互
に
干
渉
で
き
な
い
「
核
心
領
域
」
が
あ

る
と
い
う
見
解
を
少
な
く
と
も
絶
対
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
グ
ロ
ス
の
「
原
理
」
論
へ
の
懐
疑
―
無
論
、
そ
れ
が

憲
法
明
文
上
の
原
理
な
ら
ば
格
別
―
は
、
改
め
て
憲
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
し
て
の
国
家
組
織
法
論
（
の
可
能
性
）
を
展
望
す
る
に
つ

け
て
重
要
な
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。

Ⅱ．

国
家
組
織
法
分
野
に
お
け
る
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
未
形
成
？

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
基
本
権
分
野
と
比
べ
る
と
、
ど
う
も
国
家
組
織
法
の
領
域
で
は
「
理
論
」
な
い
し
「
原
理
」
志
向
の
た
め

で
あ
ろ
う
か
、
裁
判
例
の
蓄
積
・
判
例
形
成
を
ふ
ま
え
た
精
緻
で
体
系
的
な
解
釈
論
が
手
薄
で
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
印
象
が
浮

か
ん
で
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
我
が
国
の
憲
法
学
に
つ
い
て
も
同
様
に
言
え
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

オ
ー
ス
ト
の
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
Ｏ
・
レ
プ
シ
ウ
ス
が
次
の
よ
う
な

（
７
）

見
解
を
示
し
て
い
る
―
。GG

の
基
本
権
分
野

で
は
体
系
的
な
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
・
基
準
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、
国
家
組
織
法
の
領
野
か
ら
は
理
論
も
ド
グ
マ
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テ
ィ
ー
ク
も
観
取
し
え
な
い
。
こ
の
分
野
に
は
、個
別
の
事
件
お
よ
び
憲
法
「
実
例
」Praxis

を
志
向
す
る
だ
け
の
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ

（
８
）

ー
ク

が
あ
る
だ
け
で
、
結
局
、
一
貫
性
な
る
も
の
が
欠
如
し
て
い
る
、
と
。
連
邦
憲
法
裁
の
ほ
う
で
も
、
こ
れ
を
奇
貨
と
し
て
、
憲
法
諸
機

関
相
互
で
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
過
度
に
信
頼
し
て
お
り
―
例
え
ば
、
後
述
の
連
邦
議
会
解
散
を
め
ぐ
る
首
相
・
大
統
領
・
議
会
の
政
治

的
駆
け
引
き
―
、
ま
た
憲
法
裁
自
身
が
自
ら
を
、
他
の
憲
法
諸
機
関
と
対
等
の
一
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
、
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
こ
こ
で
一
つ
注
意
書
き
を
し
て
お
く
が
、
そ
れ
は
、
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ー
ク
と
は
そ
の
沿
革
に
照
ら
す
と
、
む
し
ろ
ド
グ
マ

テ
ィ
ー
ク
を
補
完
す
る
役
割
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
通
用
力
を
確
認
す
る
た
め
に
、
一
見

す
る
と
経
典
・
法
典
や
条
文
に
当
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
な
例
外
（casus

）
を
仮
想
し
て
、
こ
れ
が
果
た
し
て
既
成
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ー

ク
に
よ
っ
て
妥
当
な
解
決
を
与
え
ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
を
試
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
テ
ス
ト
を
ク
リ
ア
ー
し
た
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク

の
通
用
力
が
一
層
、
強
く
確
信
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、
今
日
の
論
者
た
ち
が
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ー
ク
と
い
う
の
は
、
体
系

性
・
一
貫
性
と
い
う
性
質
を
も
つ
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
の
対
照
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
性
格
を
欠
く
も
の
と
見
な
さ
れ
て
そ
う
呼
ば
れ

る
の
で
あ
り
、
沿
革
か
ら
す
る
と
意
味
合
い
が
や
や
逆
転
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
本
当
に
国
家
組
織
法
分
野
に
は
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
萌
芽
さ
え
が
観
取
し
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
分
野
で
の
解
釈
論
は
、
論
者
の
い
わ
ゆ
る
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ー
ク
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
す
る
私
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク

を
公
法
・
憲
法
の
世
界
が
受
容
し
た
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
基
本
権
分
野
に
と
ど
ま
る
話
で
、
国
家
組
織
法
の
前
で
停
止
し
た
、
と
言

う
の
で
あ
ろ
う
か
。
憲
法
学
に
お
い
て
、
適
切
な
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
は
、
ど
の
よ
う
な
営
為
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
組
織
法
分

野
に
お
い
て
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
へ
の
依
拠
が
み
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
基
本
権
と
は
個
人
と
国
家
・
公
権
力
と
の
関
係
に
お

け
る
権
利
で
あ
り
、
国
家
組
織
法
は
国
家
・
公
権
力
内
部
の
関
係
を
規
律
す
る
も
の
だ
か
ら
、
前
者
で
用
い
ら
れ
る
論
証
様
式
も
フ
ィ

ギ
ア
も
、
後
者
に
は
応
用
・
準
用
し
え
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
一
連
の
問
題
意
識
を
も
っ
て
書
か
れ
た
の
が
、

（
六
）

２２５基本権ドグマティークと統治機構論・権力分立論の間、覚書き



オ
ー
ス
ト
の
最
近
稿
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
の
国
家
組
織
法
関
連
の
裁
判
例
へ
の
諸
批
判
（
レ
プ
シ
ウ
ス
の
そ
れ
も
含
め
て
）
が
正
当

な
も
の
で
あ
る
か
を
掘
り
下
げ
て
検
討
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
拙
論
を
書
い
た
こ
と
の
あ
る
筆
者
と
し
て
は
、
以
下
、
次
の
こ
と
を
こ
の

小
稿
の
課
題
と
し
た
い
。
そ
れ
は
、
オ
ー
ス
ト
の
論
述
と
知
見
に
学
び
つ
つ
、
国
家
組
織
法
分
野
の
論
証
様
式
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を

基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
与
え
て
い
る
か
に
せ
よ
、
翻
っ
て
や
は
り
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
そ
の
も
の
の
特
徴
を
照
ら
し
出
す
た

め
の
手
掛
か
り
を
得
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
の
、
よ
り
根
底
的
な
前
提
問
題
と
し
て
、
第
二
戦
後
ド
イ
ツ
憲
法

学
に
お
い
て
、〈
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
〉
な
る
も
の
が
定
着
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
際
、
基
本
権
関
連
に
せ
よ
、
国

家
組
織
法
関
連
に
せ
よ
〈
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
〉
と
は
、
い
か
な
る
知
的
作
業
で
あ
る
の
か
、
そ
の
作
業
が
豊
か
な
果
実
を
結
ぶ
た
め
の

条
件
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
も
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

Ⅲ．

〈
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
〉
の
概
念
・
機
能
・
意
義
―
前
提
作
業
と
し
て

⑴

こ
れ
ま
で
の
拙
論
で
は
、
現
代
ド
イ
ツ
で
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
つ
い
て
論
じ
つ
つ
も
、
遺
憾
な
が
ら
そ
の
〈
ド
グ
マ

テ
ィ
ー
ク
〉
そ
の
も
の
の
意
味
な
り
役
割
（
機
能
）
な
り
に
つ
い

（
８a
）

て
は
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

今
も
っ
て
、
そ
れ
が
何
た
る
か
は
、
定
説
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
に
よ
り
、
そ
の
用
法
例
を
あ
げ
る
と
、
あ
る
論
者
は
、

個
別
事
件
の
裁
判
に
向
け
た
、
適
用
を
志
向
し
た
一
般
的
・
抽
象
的
規
範
の
形
成
が
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ

の
際
、
方
法
論
的
に
も
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
裏
打
ち
が
必
要
で
あ
る
と
も
付
言
さ
れ
て
い
る
。
別
の
論
者
に
よ
る
と
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー

ク
と
は
テ
ク
ス
ト
と
具
体
的
適
用
と
の
間
の
一
種
、
中
間
層
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
は
実
定
法
の
基
礎
の
上

２２４ 駿河台法学 第３１巻第１号（２０１７）

（
七
）



に
展
開
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
個
々
の
法
規
範
に
依
存
す
る
の
で
は
な
い
、
規
範
的
内
容
・
意
味
連
関
の
展
開
で
あ
る
、
と
い
う
論
者

も
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、（
憲
）
法
「
理
論
」
と
の
比
較
で
は
、「
現
行
の
」、
も
し
く
は
特
定
の
実
定
（
憲
）
法
に
関
連
づ
け
ら

れ
て
い
る
点
に
〈
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
〉
の
特
質
が
求
め
ら
れ
て

（
９
）

い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

以
上
も
ろ
も
ろ
の
概
念
整
理
に
沿
っ
て
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
果
た
す
一
定
の
諸
機
能
（
役
割
）
に
つ
い
て
の
理
解
が
得
ら
れ
る
。

オ
ー
ス
ト
は
、
と
り
わ
け
「
負
担
免
除
」
機
能
が
重
要
で
あ
る
と

（
１０
）

す
る
。
そ
れ
は
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
そ
の
都
度
、
一
定
の
自
明
な
基

本
的
前
提
（
あ
る
い
は
解
決
済
み
の
問
題
）
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
意
識
化
し
な
い
で
済
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
的
安
定
性
、
予

見
可
能
性
、
信
頼
性
（
確
実
さ
）
が
、
か
く
し
て
調
達
・
維
持
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
体
系
性
を
志
向
し
つ
つ
も
、
具
体
的
な
法
問

題
に
つ
い
て
、
論
証
的
に
も
合
理
的
で
、
追
行
可
能
な
程
度
に
足
る
解
決
を
与
え
る
の
が
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
課
題
で
あ
り
、
果
た

す
べ
き
役
割
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
つ
い
て
は
法
と
い
う
も
の
を
非
政
治
的
で
自
己
言
及
的
な
・
中
立
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
と
し

て
、
そ
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
は
消
極
的
に
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
逆
に
、
し
か
し
同
様
に
批
判
的
に
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
は
実
定
法

に
肯
定
的
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
で
、
必
要
な
距
離
を
と
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
、
と
い
う
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
解

に
対
し
、
オ
ー
ス
ト
は
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
は
、
裁
判
お
よ
び
そ
の
理
由
づ
け
を
問
い
返
し
・
批
判
す
る
と
い
う
建
設
的
な
役
割
が

あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
、
と
反
論
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
オ
ー
ス
ト
の
見
地
か
ら
は
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
は
裁
判
の
単
な
る

後
追
い
的
な
再
構
成
で
も
な
い
し
、
単
な
る
整
序
作
業
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
本
来
、
裁
判
に
お
け
る
理
由
づ
け
の
弱
さ
・
矛

盾
・
一
貫
性
の
欠
如
を
剔
抉
す
る
と
い
う
能
動
的
な
働
き
を
す
る
も
の
な
の
だ
、
と
。
か
よ
う
に
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
は
ド
イ
ツ
法

学
の
精
髄
で
あ
り
、
憲
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
は
学
説
・
実
務
間
に
共
通
で
、
双
方
向
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
な
の
だ
、
と
い

う
の
が
、
オ
ー
ス
ト
の
捉
え
返
し
で
あ
る
。

（
八
）
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⑵

次
に
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
憲
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
発
展
の
た
め
に
、
学
説
と
実
務
と
の
関
係
は
い
か
に
あ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。「
学
問
的
な
方
法
論
、
学
問
的
な
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
は
一
般
化
・
一
貫
性
・
体
系
性
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
事

件
の
裁
判
と
は
違
う
条
件
・
要
請
の
も
と
に
立
つ
。」こ
れ
は
、
後
述
で
取
り
上
げ
る
Ｂ
・
シ
ュ
リ
ン
ク
の
見
解
だ
が
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー

ク
に
対
す
る
学
説
と
実
務
の
か
か
わ
り
方
、
両
者
の
機
能
の
違
い
を
自
覚
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
オ
ー
ス
ト
の
見
解
は
、
実

務
に
適
用
さ
れ
る
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
を
可
能
に
す
る
の
が
、
学
界
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
総
じ
て
、
具

体
的
争
訟
で
活
用
し
う
る
予
見
可
能
な
基
準
を
定
式
化
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
出
来
映
え
の
基
準
で
あ
る
、
と
い

う
の
で
あ
る
。

⑶
さ
ら
に
進
ん
で
、
そ
も
そ
も
「
国
家
組
織
法
」
と
は
、
い
か
な
る
分
野
で
あ
ろ
う
か
。
オ
ー
ス
ト
に
よ
る
と
、
こ
の
点
は
消
極
的

に
、
つ
ま
り
憲
法
の
う
ち
基
本
権
（
人
権
）
分
野
を
控
除
し
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ

（
１１
）

っ
た
。
そ
れ
が
つ

ま
り
、
せ
い
ぜ
い
幾
分
積
極
的
に
定
義
さ
れ
る
と
、
憲
法
諸
機
関
の
創
設
・
構
成
・
相
互
関
係
に
か
か
わ
る
法
規
範
の
総
体
（
Ｅ.

―

Ｗ.

ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
連
邦
と
ラ
ン
ト
と
の
関
係
、
法
制
定
手
続
き
に
関
す
る
法
規
範
も
加
え
ら

れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
家
と
市
民
と
の
関
係
を
規
律
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
消
極
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
接
点
が
あ
る
。
少

な
く
と
も
直
接
的
に
は
国
家
と
市
民
と
の
関
係
を
取
り
扱
う
の
で
は
な
い
と
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
国
家
組
織
法
・
行
政
組
織
法
が
長
ら

く
国
家
の
「
内
部
法
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
国
家
組
織
法
が
有
す
べ
き
、
国
家
行
為
・
行
政
行
為
に
と
っ
て

の
合
法
性
・
合
憲
性
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
規
範
と
し
て
の
意
味
が
相
対
化
・
軽
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
１
９
８
０
年
代
に
な
っ
て
も
、

自�

由�

保�

障�

に�

と�

っ�

て�

の�

組�

織�

法�

の
取
り
扱
い
が
ま
っ
た
く
不
十
分
で
あ
り
、そ
の
点
の
補
強
が
急
務
で
あ
る
、と
説
か
れ
た
わ
け
で

（
１２
）

あ
る
。

今
日
で
は
、
外
部
法
・
内
部
法
の
峻
別
が
貫
徹
し
え
な
い
と
い
う
の
が
、
定
説
で
あ

（
１３
）

ろ
う
。
さ
ら
に
、
国
家
組
織
法
と
基
本
権
領
域

と
の
間
に
は
、
ど
ち
ら
か
に
割
り
切
れ
な
い
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
だ
と
も
考
え
て
よ
い
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
、
連
邦
議
会
議
員
選
挙
、
議
員
の
国
民
代
表
性
、
選
挙
権
・
被
選
挙
権
の
資
格
を
規
定
す
る
基
本
法
３８
条
が
、
果
た
し
て
、

基
本
権
規
定
な
の
か
、
国
家
組
織
法
の
規
定
な
の
か
、
割
り
切
れ
る
だ
ろ

（
１４
）

う
か
。
そ
れ
だ
け
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
性
格
の
規
定
な
の
で

あ
る
。

Ⅳ．

あ
ら
た
め
て
、
国
家
組
織
法
分
野
で
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
不
在
？

以
上
の
予
備
作
業
に
続
き
、
以
下
、
主
題
に
入
る
。
こ
こ
に
、
一
つ
の
問
題
が
あ
ら
た
め
て
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
上
述
の
よ
う

な
意
味
で
、
仮
に
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
役
割
な
ど
が
あ
る
程
度
ま
で
解
明
さ
れ
た
と
し
て
、
出
来
映
え
の
よ
い
そ
れ
と
、
そ
う
で
な
い

も
の
を
区
別
す
る
基
準
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
上
述
Ⅲ
⑵
の
末
尾
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
よ
り
掘
り
下
げ

た
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
と
と
も
に
比
較
的
近
時
の
、
若
干
の
憲
法
裁
判
例
に
沿
っ
て
検
討
し
た
い
。

⑴

基
本
法
６８
条
１
項
、
つ
ま
り
首
相
の
側
か
ら
の
「
信
任
」
案
―
。
周
知
の
と
お
り
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
で
の
憲
政
へ
の
反
省

か
ら
、GG

に
お
い
て
、
連
邦
議
会
の
解
散
は
６８
条
１
項
の
場
合
及
び
６３
条
４
項
の
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
論
争
の
対
象
は
、
６８

条
１
項
で
あ
る
。
ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
の
有
名
な
二
つ
の
判
決
に
よ
っ
て
（E６２,１,E１１４,１２１

）
自
律
解
散
の
よ
う
な
解
散
は
認
め

ら
れ

（
１５
）

な
い
、
と
し
て
実
質
的
な
条
件
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
実
質
的
な
解
散
（
を
必
要
と
す
る
）
状
況
」
と
い
う
基
準
で

あ
る
。
６８
条
１
項
の
意
味
・
目
的
か
ら
、
こ
の
状
況
と
は
ま
ず
、
ⅰ
「
政
治
的
不
安
定
」politische

Instabilität

の
こ
と
だ
、
と
さ

れ
て
い
る
。（E６２,１

（４２

））
こ
れ
は
、
法
技
術
的
に
は
、
憲
法
裁
が
該
条
項
に
い
わ
ば
不
文
の
構
成
要
件
を
付
加
し
た
こ
と
に
な
ろ

う
。
さ
ら
に
、
よ
り
直
近
の
’０５
判
決
で
は
、
ⅱ
い
わ
ゆ
る
「
解
散
に
向
け
ら
れ
た
信
任
問
題
」
と
い
う
フ
ィ
ギ
ア
が
追
加
さ
れ
て
、
解

釈
論
上
の
装
備
が
補
充
さ
れ
た
。（E１１４,１２１

（１５１

））
も
っ
と
も
、
こ
の
要
件
も
ⅰ＝

政
治
的
行
動
能
力
の
喪
失
状
況
に
関
連
す
る

（
一
〇
）
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も
の
で
は
あ
る
。（E１１４,１２１

（１５１

））
こ
れ
ら
二
つ
の
判
決
に
対
し
て
二
つ
の
、
お
お
よ
そ
相
反
す
る
方
向
か
ら
、
基
準
の
操
作
性

（
あ
い
ま
い
さ
）
が
批
判
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
A
こ
れ
ら
二
人
の
首
相
（
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
）
が
本

当
に
議
会
多
数
派
か
ら
の
支
持
・
信
用
を
失
っ
て
い
た
か
ど
う
か
に
疑
義
が
あ
る
、
と
い
う
批
判
が
ま
ず
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

機
関
訴
訟
で
、
連
邦
議
会
議
員
の
側
の
代
理
人
を
務
め
た
Ｗ．

―

Ｒ．
シ
ェ
ン
ケ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
の
首
相
が
該
解
散
に
先
立
つ
時
期

に
全
体
と
し
て
議
会
多
数
派
か
ら
の
支
持
を
得
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
該
解
散
に
つ
い
て
、
一
般
的
説
示

（
多
数
派
に
支
持
さ
れ
て
い
る
首
相
が
、
解
散
に
向
け
た
信
任
案
を
提
起
す
る
の
は
憲
法
違
反
で
あ
る
）
と
は
反
対
に
合
憲
判
断
に

な
っ
た
の
は
、
議
会
で
の
勢
力
関
係
の
判
断
に
つ
い
て
首
相
に
大
変
に
広
い
裁
量
権
を
認
め
た
か
ら
だ
。GG

に
お
い
て
首
相
の
地
位

と
権
限
が
強
化
さ
れ
て
「
宰
相
民
主
制
」
と
形
容
さ
れ
て
は
い
て
も
、
こ
の
二
つ
の
判
決
は
正
当
化
し
え
な
い
、
と
。
ま
た
、
二
つ
の

解
散
に
つ
い
て
国
民
の
圧
倒
的
部
分
が
望
ん
で
い
た
と
い
う
事
情
に
、
憲
法
裁
が
板
挟
み
に
な
っ
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
（
一
種
の

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
）
と
し
て
い
る
の
で

（
１５a
）

あ
る
。
A
と
は
逆
に
B
、
連
邦
裁
判
所
が
「
実
質
的
解
散
状
況
」
と
い
う
要
件
を
追
加
し
た
こ
と

で
、
首
相
の
政
治
的
判
断
権
が
過
度
に
実
質
的
に
縛
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
（
６８
条
１
項
に
は
、
形
式
的
要
件
し
か

挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
と
い
う
の
で
あ
る
。）
こ
れ
は
、
’０５
判
決
の
際
の
、
リ
ュ
ッ
ベ
―

ヴ
ォ
ル
フ
の
反
対
意
見
に
含
ま
れ
て
い
た

見
解
で
あ
る
。
リ
ュ
ッ
ベ
―

ヴ
ォ
ル
フ
は
そ
の
同
じ
反
対
意
見
に
お
い
て
、
す
で
に
’８２
判
決
の
基
準
自
体
が
融
通
無
碍
で
あ
る
、
首
相

が
議
会
多
数
派
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
信
任
問
題
は
「
確
定
し
う
る
よ
う
な
事
態
」
の
問
題
で
は
な
い
と
し
て
、
よ
り

根
本
的
な
疑
義
を
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

両
判
決
を
比
較
す
る
と
、
’０５
判
決
の
方
が
’８２
判
決
よ
り
も
、
憲
法
解
釈
に
「
国
家
実
例
」「
政
治
実
例
」
を
考
慮
す
る
こ
と
に
、
よ

り
慎
重
で
あ
っ
た
と
は
い
え
る
。
そ
れ
で
も
、
解
散
決
定
に
つ
い
て
は
、
首
相
・
連
邦
議
会
・
大
統
領
と
い
う
憲
法
上
の
最
高
諸
機

関
―
国
権
の
最
高
機
関
は
一
つ
と
は
限
ら
な
い
（
Ｈ
・
ケ
ル
ゼ
ン
）
―
が
そ
れ
ぞ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
三
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つ
の
憲
法
機
関
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
「

（
１６
）

実
例
」
を
も
考
慮
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。（E１１４,１２１

（１５９

））

要
す
る
に
、
国
家
組
織
法
の
憲
法
解
釈
に
お
い
て
「
国
家
実
例
」
を
い
か
に
―
さ
ら
に
は
、
そ
も
そ
も
―
斟
酌
す
る
か
に
つ

（
１７
）

い
て
、

ど
う
や
ら
憲
法
裁
に
は
確
固
た
る
見
立
て
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
分
野
で
の
裁
判
例
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
諸
基
準
の
教
義
学
的

出
来
映
え
に
つ
い
て
疑
問
符
が
つ
け
ら
れ
る
の
も
、
さ
も
あ
り
な
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

⑵

い
わ
ゆ
る
「
執
行
府
な
い
し
行
政
権
の
固
有
責
任
の
核
心
領
域
」
と
い
う
フ
ィ
ギ
ア
に
つ
い
て
―
。
上
述
⑴
は
事
柄
の
性
質
上
、

頻
繁
に
裁
判
で
争
わ
れ
る
事
象
で
は
な
い
。
よ
り
汎
用
性
の
あ
る
素
材
と
な
る
の
が
、
連
邦
憲
法
裁
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
で
し
ば
し
ば
論

じ
ら
れ
て
き
た
、
執
行
権
の
固
有
責
任
の
核
心
領
域
を
め
ぐ
る
事
例
群
で
あ
る
。
政
府
に
は
国
民
・
議
会
、
さ
ら
に
は
議
会
の
調
査
委

員
会
（GG

４４
条
）
に
よ
っ
て
も
調
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
・
諮
問
・
行
為
領
域
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
あ

げ
て
政
府
に
固
有
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
理
論
（E６７,１００

（１３９

））
が
、
第
二
の
リ
ト
マ
ス
紙
で
あ
る
。
政
府
の
意
思
形
成
そ
の
も

の
が
、
こ
こ
に
入
る
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
法
効
果
と
し
て
は
、
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
限
が
及
ぶ
の
は
、
政
府
の
側
で
す
で
に

完
遂
し
た
事
項
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（E６７,１００

（１３９

））

は
た
し
て
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
合
理
化
機
能
な
ど
に
照
ら
し
て
、
こ
の
フ
ィ
ギ
ア
を
判
決
理
由
の
な
か
で
用
い
る
こ
と
の
意
味
が

問
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、GG

２６
条
２
項
１
文
に
よ
る
と
、
武
器
輸
出
に
つ
き
政
府
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
が
、
法
律
に

よ
り
、
連
邦
安
全
保
障
評
議
会
が
政
府
の
地
位
に
お
い
て
承
認
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
は
、
こ
の
評
議
会
へ
の

諮
問
及
び
そ
こ
で
の
審
議
は
該
「
核
心
領
域
」
に
属
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
オ
ー
ス
ト
は
、
こ
の
評
議
会
に
は
政
府
の
構
成

員
で
な
い
人
が
加
わ
っ
て
お
り
、「
核
心
領
域
」
と
断
定
す
る
に
は
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
留
保
し
て
い
る
の
で

（
１８
）

あ
る
。

以
上
、「
執
行
権
に
固
有
の
責
任
の
核
心
領
域
」
と
い
う
フ
ィ
ギ
ア
に
つ
い
て
は
、
二
重
の
不
分
明
さ
が
指
摘
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
ず
、
該
フ
ィ
ギ
ア
自
体
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
、
第
二
、
そ
の
適
用
の
具
体
的
な
射
程
に
つ
い
て
、
で
あ
る
。 （

一
二
）
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と
ま
れ
、
⑴
⑵
二
枚
の
リ
ト
マ
ス
紙
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
国
家
組
織
法
分
野
で
も
、
不
分
明
な
と
こ
ろ
あ
る
も
の
の
、
ド
グ

マ
テ
ィ
ー
ク
に
必
要
な
フ
ィ
ギ
ア
が
憲
法
裁
に
よ
っ
て
発
展
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
と
り
わ
け
、
国
家
組
織
法
は
政
治
に
関
す
る
「
枠
」
で

あ
る
だ
け
に
、
そ
の
た
め
、
憲
法
規
定
が
目
的
論
的
に
解
釈
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
憲
法
規
定
に
実
質
的
な
意
味
合
い

が
与
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
オ
ー
ス
ト
は
、
国
家
組
織
法
の
領
域
で
も
、
基
本
権
分
野
で
の
リ
ュ
ー
ト
判
決
（E７,１９８

）
以
降
の
展

開
と
相
同
の
方
向
へ
の
、
つ
ま
り
、
実
質
的
憲
法
思
考
の
展
開
が
見
ら
れ
る
。
か
か
る
方
向
へ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ス
ト
は
こ

れ
を
是
と
す
る
立
場
の
様
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
や
は
り
国
家
組
織
法
分
野
で
の
基
準
形
成
・
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
形
成
は
、
ま
だ
ま
だ

不
確
実
な
段
階
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
分
野
で
の
憲
法
裁
判
例
の
少
な
さ
に
も
表
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
オ
ー
ス
ト
に
よ
る

小
括
で
あ
る
。

Ⅴ．

基
本
権
領
域
で
の
論
証
様
式
・
フ
ィ
ギ
ア
の
国
家
組
織
法
分
野
へ
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
思
惟
様
式
・
フ
ィ
ギ
ア
が
国
家
組
織
法
領
域
に
も
そ
の
影
響
を
と
ど
め
て
い
る
と
思
わ
れ

る
若
干
の
問
題
群
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
い
。
や
は
り
、
国
家
組
織
法
分
野
で
も
「
保
護
水
準
・
侵
害
・
正
当
化
」
と
い
う
論
証
様
式

が
確
認
し
得
る
と
い
う
の
が
、
オ
ー
ス
ト
の
見
解
で

（
１９
）

あ
る
。

⑴

そ
の
点
を
跡
付
け
る
前
に
、
予
備
的
に
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
―
。
そ
れ
は
、
国
家
組
織
法
分
野
で
の
ド
グ
マ

テ
ィ
ー
ク
の
不
在
を
指
摘
し
て
い
た
レ
プ
シ
ウ
ス
が
（
上
述
）、
最
近
の
別
の

（
２０
）

論
考
で
述
べ
て
い
る
こ
と
に
関
わ
る
。
レ
プ
シ
ウ
ス
は

そ
こ
で
、
連
邦
憲
法
裁
が
近
年
ほ
ぼ
１５
年
に
わ
た
り
、
連
邦
議
会
及
び
そ
の
議
員
の
調
査
権
（GG

４４
条
）
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
裁

判
例
を
積
み
上
げ
て
き
て
い
る
と
い
う
概
観
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
他
面
で
は
、
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
３
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パ
ー
セ
ン
ト
阻
止
条
項
違
憲
判
決
（E１３５,２５９

）
を
引

（
２１
）

い
て
、
連
邦
議
会
の
権
限
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
、
両
面

性
が
あ
る
、
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
。
そ
れ
で
も
、
レ
プ
シ
ウ
ス
が
少
な
く
と
も
⒜
「
執
行
権
の
固
有
責
任
の
核
心

領
域
」
論
、
⒝
第
三
者
の
基
本
権
保
護
、
⒞
安
全
保
障Sicherheit

と
の
関
係
で
も
、
連
邦
議
会
及
び
議
員
の
調
査
権
・
情
報
権
が
、

連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
を
通
し
て
強
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
の
が
、
注
目
さ
れ
る
。
果
た
し
て
、
そ
こ
に
ド
グ
マ

テ
ィ
ー
ク
へ
の
志
向
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
。

⒜
に
つ
い
て
見
る
と
、
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、
政
府
内
部
の
意
思
形
成
過
程
を
保
護
す
る
た
め
に
、
こ
の
フ
ィ
ギ
ア
が
有
用
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
な
い
。
但
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
テ
ー
マ
領
域
を
包
括
的
に
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
情
報
提
供
義
務

か
ら
政
府
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。（E１２４,７８

（１２９f.

））
⒝
と
の
関
係
で
も
、
一
般
的
に
私
企
業
の
経
営
秘
密
が
基
本

権
上
、
守
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
連
邦
政
府
に
は
議
会
に
対
し
情
報
提
供
義
務
を
免
れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
旨
、
憲
法
裁
に
よ
っ
て

判
示
さ
れ
て
い
る
。
⒞
に
関
し
て
も
、
近
時
の
連
邦
憲
法
裁
は
、
例
外
を
許
さ
な
い
。
政
府
が
情
報
提
供
を
拒
否
す
る
に
は
、
秘
密
保

持
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
開
示
す
る
と
政
府
の
情
報
収
集
活
動
に
障
害
が
発
生
す
る
と
い
う
類
い
の
抽
象
的
な
主
張
で
は
足
り
な
い
、

と
さ
れ
て
い
る
。（E１２４,１６１

（１９４

））
つ
ま
り
、
具
体
的
な
状
況
を
踏
ま
え
た
利
益
衡
量
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
（E１２４,

１６１

（１８９,１９３ff.

））、
場
合
に
よ
っ
て
は
議
事
公
開
の
停
止
、
イ
ン
カ
メ
ラ
手
続
き
も
採
用
さ
れ
う
る
、
と
。
さ
ら
に
、
武
器
輸
出
を
め
ぐ

る
機
関
訴
訟
（E１３７,１８５

）
で
は
、
認
可
さ
れ
た
武
器
輸
出
の
情
報
（
武
器
の
種
類
、
数
量
、
受
け
渡
し
の
相
手
方
、
製
造
者
、
価

格
…
…
）
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
提
供
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
武
器
輸
出
入
経
済
の
信
頼
の
基
礎
に
な
る
、
い
わ
ゆ
る
事
前

回
答V

orbeschluss

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
、
と
。

レ
プ
シ
ウ
ス
は
以
上
三
点
の
視
点
か
ら
、
議
会
の
対
政
府
調
査
権
・
情
報
権
の
裁
判
例
を
検
討
し
て
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
を
通
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
慮
し
た
具
体
的
な
利
益
衡
量
の
ス
カ
ー
ラ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
、
と
言
う
指
摘
を
し
て
い
る
わ
け
で

（
一
四
）
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（
２２
）

あ
る
。
そ
の
ス
カ
ー
ラ
が
、
ⅰ
も
し
議
員
に
対
す
る
国
の
情
報
機
関
に
よ
る
監
視
活
動
が
問
題
と
な
れ
ば
、
議
会
の
調
査
権
・
情
報
権

の
枠
が
広
く
解
さ
れ
る
。
ⅱ
も
し
、
武
器
輸
出
に
つ
い
て
の
外
交
的
考
慮
と
な
る
と
、
議
会
・
議
員
の
調
査
権
・
情
報
権
の
枠
が
よ
り

狭
く
な
る
。
こ
れ
ら
物
差
し
の
両
端
ⅰ
ⅱ
は
、「
も
し
…
…
な
ら
ば
」
の
定
式
に
則
る
明
確
な
、
デ
フ
ィ
ニ
ッ
ト
で
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な

事
例
群
に
対
応
す
る
。
ⅲ
そ
の
中
間
に
、「
…
…
で
あ
れ
ば
…
…
ほ
ど
一
層
…
…je

…
…desto

」
の
シ
ェ
ー
マ
に
よ
る
比
較
衡
量
よ
っ

て
判
定
さ
れ
る
べ
き
事
例
群
が
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
例
と
し
て
、
議
会
、
と
り
わ
け
野
党
・
少
数
派
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
権
の
た
め
に
情
報
の
必
要
性
が
高
く
な
る
ほ
ど
に
、
一
層
、
政
府
が
該
情
報
の
提
供
を
拒
む
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
づ
け
・

立
証
責
任
が
重
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

以
上
、
特
定
の
問
題
領
域
の
論
述
で
は
あ
る
が
、
オ
ー
ス
ト
が
冒
頭
に
引
い
た
レ
プ
シ
ウ
ス
の
見
解
と
は
、
少
な
く
と
も
や
や
違
っ

た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
私
見
で
は
、
ど
う
や
ら
レ
プ
シ
ウ
ス
も
国
家
組
織
法
の
分
野
で
、
た
と
え
そ
れ
が
ま
だ

不
分
明
さ
と
幾
分
の
不
毛
性
を
残
し
て
い
る
と
は
言
え
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
全
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な

い
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑵

そ
れ
な
ら
ば
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
見
ら
れ
る
思
惟
様
式
・
フ
ィ
ギ
ア
が
国
家
組
織
法
の
分
野
で
も
採
用
さ
れ
つ
つ
あ

る
こ
と
を
、
オ
ー
ス
ト
と
と
も
に
、
よ
り
明
確
に
し
た
い
。
ま
ず
、
あ
ら
た
め
て
武
器
輸
出
に
関
す
る
議
会
の
政
府
に
対
す
る
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
権
に
ま
つ
わ
る
事
例
に
即
し
て
―
。
こ
の
事
例
（E

１３７,１８５
）
で
連
邦
憲
法
裁
は
、
議
員
特
権
の
制
約
に
関
し
、
そ
の
正
当

化
審
査
に
お
い
て
比
例
原
則
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
種
の
制
約
は
例
外
的
に
の
み
許
容
さ
れ
、
そ
れ
が
是
非
と

も
「
必
要
な
」
制
約
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。（E１３７,１８５,Rn.１９５.

）

勿
論
、
そ
こ
に
な
に
が
し
か
の
審
査
構
造
が
観
取
し
う
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
オ
ー
ス
ト
に
よ
れ
ば
少
な
く
と
も
三
段
階
審
査
が
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
体
系
の
一
部
で
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あ
る
こ
と
が
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
素
材
の
体
系
化
と
優
位
す
る
諸
基
準
の
展
開
が
大
い
に
容
易
に
な

り
、
そ
れ
ら
の
基
準
が
ま
た
、
多
く
の
事
件
の
裁
定
に
際
し
て
援
用
さ
れ
う
る
の
で

（
２３
）

あ
る
。」
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
こ
に
、
国
家
組
織
法

分
野
に
固
有
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
、
そ
も
そ
も
、
い
か
に
、
ど
こ
ま
で
、
こ
の
三
段
階
審
査
を
モ
デ
ル
に
し
て
展
開
さ
れ
得
る
か
が

問
わ
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
上
述
の
「
執
行
権
の
固
有
責
任
の
核
心
領
域
」
が
、
か
く
し
て
、
議
会
の
質
問
権
・
調
査
権
へ
の
制
約
理
由

と
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
基
準
に
照
ら
し
て
審
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
国
家
組
織
法
分
野
の
弱
点
が
出
る
の
も
、
こ
の

点
で
あ
り
、
と
り
わ
け
比
例
原
則
に
関
し
て
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
の
見
解
で
は
、
基
本
権
領
域
で
は
通
常
、
比
例
原
則

を
適
用
す
る
段
階
で
の
審
査
基
準
は
、
法
律
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
法
律
に
よ
っ
て
、
基
本
権
を
制
約
す
る
手
段
と
、
そ
れ
に
よ
っ

て
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
が
明
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
法
律
は
、
無
論
、
憲
法
的
指
示
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
比
例
審
査
の
そ
の
後

の
手
続
き
に
お
け
る
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
も
示
し
て
く
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
議
会
に
よ
る
執
行
権
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ぐ
る
問
題
を
例
に
と
る
と
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
弱
点
が
あ
ら
わ
と

な
る
。
そ
れ
は
、
第
一
原
理
同
士
の
衡
量
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
憲
法
に
は
、
一
般
的
か
つ
抽
象
的
な
権
力
分
立
以
外
に
は
、

こ
の
種
の
衡
量
の
た
め
の
構
造
的
な
指
示
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
調
査
委
員
会
に
関
す
る
法
律
か
ら
は
何
ら
、
憲
法
の
核
心
問

題
に
対
す
る
手
掛
か
り
は
得
ら
れ
な
い
。
結
局
、
法
律
が
中
点
的
・
媒
介
的
役
割
を
果
た
さ
な
い
の
で
、
第
一
原
理
同
士
の
衡
量
は
、

勢
い
、
個
別
衡
量
に
帰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
権
力
分
立
原
理
は
、
議
会
の
対
政
府
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
の
根
拠
で
も
あ
る
が
、
同
時
に

そ
の
限
界
で
も
あ
り
、
政
府
の
側
か
ら
も
議
会
に
は
そ
の
権
限
が
な
い
、
と
主
張
す
る
根
拠
と
な
り
う
る
か
ら
で

（
２４
）

あ
る
。
Th.
グ
ロ
ス
と

と
も
に
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
三
権
お
の
お
の
の
「
核
心
領
域
」
を
規
定
す
る
ほ
ど
の
力
が
、
そ
も
そ
も
い
わ
ゆ
る
権
力
分
立
「
原
理
」

に
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑶

比
例
原
則
は
、
ブ
ン
ト
・
ラ
ン
ト
関
係
で
も
適
用
さ
れ
う
る
か
。
あ
る
裁
判
例
で
は
、
こ
の
原
則
が
法
治
国
家
原
理
由
来
の
も

（
一
六
）
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の
で
あ
る
と
の
前
提
か
ら
、
該
原
則
が
個
人
の
権
利
へ
の
介
入
・
干
渉
の
限
界
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
個
人
の
権

利
に
関
す
る
特
有
の
法
理
で
あ
り
、
ブ
ン
ト
・
ラ
ン
ト
関
係
に
は
適
用
し
え
な
い
と
し
て
い
る
。（E８１,３１０

（３１８

）＝

カ
ル
カ
ー
Ⅱ
）

さ
ら
に
遡
っ
て
、「
よ
り
緩
や
か
な
手
段
」
の
法
理
がGG

の
権
限
関
係
に
は
適
用
し
え
な
い
、
と
判
示
し
た
裁
判
例
も
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。（E６７,２５６
（２８９

））
そ
れ
は
、
市
民
の
権
利
領
域
に
国
家
が
介
入
す
る
場
合
に
関
す
る
法
理
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
ブ
ン

ト
・
ラ
ン
ト
の
権
限
に
は
相
互
に
一
義
的
な
境
界
が
設
定
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
（
原
理
と
い
う
よ
り
は
）
明
確
な
ル
ー
ル
で
あ
る
、

と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
異
論
が
あ
る
に
せ
よ
、
学
説
で
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
弱
く
な
い
。
ブ
ン
ト
・
ラ
ン
ト
関
係
は
国

家
の
「
内
部
組
織
」
事
項
で
あ
り
、
法
治
国
家
的
配
分
原
理
、
過
剰
禁
止
原
則
な
ど
は
そ
も
そ
も
、
こ
の
分
野
に
は
適
用
さ
れ
な
い
、

と
。（
Ｈ
・
ベ
ト
ゲ
、
Ｊ
・
イ
ー
ゼ
ン
ゼ
ー
ら
）

し
か
し
、
上
述
レ
プ
シ
ウ
ス
の
想
定
と
は
逆
に
、
憲
法
の
指
示
が
不
分
明
で
あ
り
、
そ
れ
が
ゆ
え
実
質
的
で
内
容
的
な
解
釈
を
要
す

る
領
域
で
こ
そ
、
審
査
基
準
の
説
得
的
な
形
成
が
効
を
奏
し
て
き
た
と
も
い
え
る
。
Ⅳ
の
末
尾
で
も
述
べ
た
通
り
、
か
か
る
領
域
で
こ

そ
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
健
全
に
展
開
し
う
る
可
能
性
が
宿
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
オ
ー
ス
ト
の
見
解
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
オ
ー

ス
ト
に
と
っ
て
、
国
家
組
織
法
の
規
定
は
必
ず
し
も
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
ル
ー
ル
」
の
如
く
、
デ
フ
ィ
ニ
ッ
ト
な
も
の
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
連
邦
憲
法
裁
は
、
上
述
の
裁
判
例
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
比
例
原
則
が

基
本
権
領
域
由
来
の
も
の
で
あ
る
と
は
論
定
し
切
っ
て
は
い

（
２５
）

な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
原
則
に
つ
い
て
は
様
々
の
由
来
が
示
唆
さ
れ
て
お

り
、
市
民
―
国
家
関
係
と
い
う
こ
と
だ
け
で
割
り
切
れ
な
い
由
来
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。（E１９,３４２

（３４８f.

））

⑷

ブ
ン
ト
・
ラ
ン
ト
の
競
合
立
法
権
に
関
す
る
連
邦
法
の
「
必
須
性Erfordernis

」
条
項
（GG

７２
条
２
項
）
に
つ
い
て
―
。
こ

の
規
定
が
現
在

（
２６
）

の
姿
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
く
つ
か
の
大
き
な
揺
り
戻
し
の
結
果
で
あ
る
。
ま
ず
、
東
西
ド
イ
ツ
統
一
に
伴
う
憲
法

改
正
論
議
（
選
択
肢
と
し
て
は
新
憲
法
制
定
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
）
に
お
い
て
、
ブ
ン
ト
・
ラ
ン
ト
関
係
の
再
調
整
が
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問
題
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
「
競
合
的
立
法
」
と
い
っ
て
も
、
ブ
ン
ト
が
「
必
要
性Bedürfnis

」
を
裁
量
的
に
判
断
し
て
、
連
邦

法
が
制
定
さ
れ
る
と
い
う
実
態
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
９４
年
のGG

改
正
で
ラ
ン
ト
強
化
の
た
め
に
、Bedürfnis

で
は
な
くErfor-

dernis
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
で
あ
る
。（
尚
、
そ
れ
ま
で
の
該
規
定
の
一
部
に
も
す
で
にerforderlich

と
い
う
表
現

は
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。）
そ
の
後
、
連
邦
憲
法
裁
が
こ
の
「
必
須
性
」
条
項
に
つ
き
厳
格
な
見
解
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た

た
め
、
そ
の
反
動
で
ま
た
、
０６
年
、GG

改
正
に
よ
る
連
邦
制
改
制
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
必
須
性
」
条
項
はGG

７４
条

１
項
（
競
合
的
立
法
の
対
象
・
分
野
）
の
若
干
の
特
殊
な
分
野
に
限
定
し
て
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
、
紆
余
曲
折
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
動
き
の
な
か
で
、
連
邦
憲
法
裁
が
ブ
ン
ト
・
ラ
ン
ト
の
立
法
権
限
に
つ
い
て
、
ブ
ン
ト
が
ラ
ン
ト
の
主
観
的
権
利
を

「
制
約
」
し
て
い
る
も
の
と
把
握
し
て
い
る
点
に
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
形
成
と
い
う
こ
と
と
の
関
係
で
画
期
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。（E

１０６,６２

（１４０

））
こ
こ
で
「
必
須
性
」
に
つ
い
て
は
、
比
例
原
則
の
視
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注

目
さ
れ
る
。「GG

の
権
限
関
係
で
は
、GG
が
目
的
と
し
て
指
示
し
た
と
こ
ろ
の
履
行
に
関
す
る
規
律
に
つ
い
て
は
、
ブ
ン
ト
・
ラ
ン

ト
に
同
等
の
適
性
が
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
ラ
ン
ト
に
優
位
性
が
認
め
ら
れ
る
。
…
…GG

７２
条
２
項
は
、
連
邦
法
律
に
よ
る
規
律
に

「
必
須
性
」
の
基
準
を
示
す
こ
と
で
、
こ
の
点
を
考
慮
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ラ
ン
ト
の
立
法
「
権
」
へ
の
で
き
る
だ
け
最
小
の
介
入

を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
も
っ
と
も
、
オ
ー
ス
ト
の
指
摘
に
負
う
と
、
近
年
は
比
例
原
則
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
ず
、「
で
き
る
だ

く
最
小
の
介
入
」
と
い
う
条
件
へ
の
言
及
も
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

（
２７
）

あ
る
。
学
説
サ
イ
ド
で
も
、
そ
も
そ
もGG

７２
条
２
項
の

「
必
須
性
」
を
比
例
原
則
の
一
部
と
解
す
る
こ
と
に
消
極
的
な
見
解
も
ま
ま
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
比
例
原
則
は
基
本
権
分
野
の
原
則
で

あ
り
、
こ
の
分
野
で
こ
そ
行
政
・
国
家
行
為
の
効
果
の
予
測
を
問
う
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
国
家
組
織

法
上
の
立
法
権
限
に
つ
い
て
は
、
そ
の
点
の
予
測
に
は
格
段
の
複
雑
さ
が
伴
う
。
そ
の
た
め
、
民
主
的
に
正
当
化
さ
れ
た
連
邦
議
会
が

（
一
八
）
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決
定
し
た
事
柄
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
も
っ
と
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
言
う
見
解
が
あ
る
。
立
法
に
お
い
て
は
、
基
本
権
の
主
観
的

関
係
で
は
な
く
、
政
治
社
会
の
全
体
状
況
、
つ
ま
り
客
観
的
な
全
体
を
考
慮
し
た
う
え
で
の
、
複
雑
な
判
断
（
決
定
）
の
効
果
が
問
わ

れ
る
の
だ
か
ら
、
と
。
な
る
ほ
ど
、
比
例
原
則
の
か
か
る
客
観
化
・
拡
張
傾
向
に
対
し
て
は
、
古
典
的
に
は
Ｅ
・
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
ッ
フ

や
Ｅ.

―

Ｗ.

ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
ら
が
、
批
判
者
と
し
て
急
先
鋒
を
演
じ
て
き
た
の
で
あ

（
２８
）

っ
た
。
こ
の
種
の
批
判
に
対
し
、
そ
も
そ
も

基
本
権
領
域
で
も
、
比
例
原
則
は
複
雑
な
影
響
・
効
果
を
考
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
種
の
批
判
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
こ
の
点
が

ス
ッ
ポ
リ
見
逃
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
オ
ー
ス
ト
の
再
反
論
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
オ
ー
ス
ト
の
再
反
論
を
汲
む
と
、
比
例
原
則

は
、
古
典
的
な
国
家
と
市
民
間
で
想
定
さ
れ
る
単
純
に
主
観
的
な
基
本
権
侵
害
の
正
当
化
の
文
脈
だ
け
で
通
用
す
る
も
の
で
は
な
い
。

今
日
の
、
は
る
か
に
複
雑
に
多
極
的
な
利
益
が
絡
み
合
う
状
況
で
の
基
本
権
侵
害
の
場
面
で
も
妥
当
す
る
原
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。（
そ
の
こ
と
が
、
ま
た
半
面
で
、
裁
判
官
の
主
観
的
判
断
を
招
き
入
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
危
険
が
指
摘
さ
れ
る
の
で

も
あ
る
が
。）
ま
た
、
ブ
ン
ト
・
ラ
ン
ト
関
係
に
絞
っ
て
言
う
と
、
ブ
ン
ト
の
立
法
者
と
同
様
に
、
ラ
ン
ト
立
法
者
も
民
主
的
に
正
当

化
さ
れ
て
い
る
以
上
（
参
照
、GG

２８
条
１
項
）、
民
主
的
正
当
化
を
論
拠
に
し
て
連
邦
議
会
の
決
定
し
た
こ
と
は
お
と
な
し
く
受
け
止

め
よ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
、
と
い
う
の
が
オ
ー
ス
ト
の
言
い
分
で
も

（
２９
）

あ
る
。

⑸

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
も
し
く
は
Ｅ
Ｕ
の
発
展
の
な
か
で
の
比
例
原
則
に
つ
い
て
―
。
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

一
次
法
に
よ
れ
ば
（
今
日
で
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
５
条
４
項
１
段
）、
Ｅ
Ｕ
の
措
置
は
内
容
的
に
も
形
式
的
に
も
目
的
達
成
へ
の
必
要
性
と

い
う
意
味
で
の
比
例
原
則
に
服
す
る
。
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
が
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
判
決
で
、「
国
家
連
合
」
た
る
Ｅ
Ｕ
の
枠
内
で
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
レ
ベ
ル
の
規
律
か
ら
各
国
議
会
の
任
務
・
権
限
を
守
る
た
め
に
比
例
原
則
が
―
こ
の
時
に
は
、
こ
の
原
則
が
基
本
権
分

野
で
の
過
剰
禁
止
と
し
て
発
展
し
た
と
付
言
し
つ
つ
―
適
し
て
い
る
、
と
判
示
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。（E８９,

１５８

（２１２

））

か
よ
う
に
、
比
例
原
則
の
由
来
は
と
も
か
く
と
し
て
、
比
例
原
則
が
基
本
権
領
域
に
限
定
さ
れ
な
い
で
、
Ｅ
Ｕ
と
各
国
と
の
間
の
権
限
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関
係
に
も
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
の
判
例
法
理
が
ド
イ
ツ
の
憲
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
及
ぼ
し
う
る
影
響
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、GG

２１
条
２
項
の
政
党
違
憲
決
定
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
国
内
の
著
名
な
裁
判
例
と
し
て
は
、
社
会

主
義
ラ
イ
ヒ
党
違
憲
決
定
判
決＝

E２,
１

、
そ
れ
か
ら
共
産
党
違
憲
決
定
判
決＝

E５,８５

が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ

ら
は
既
に
、
審
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
説
得
力
を
失
っ
て
い
る
、
と
い
う
見
方
が
有
力
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
学
説
サ
イ
ド
で
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
に
よ
る
裁
判
例
の
展
開
の
方
が
、
圧
倒
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
な
か
で
、

比
例
原
則
が
か
た
ち
を
整
え
て
い
く
の
は
、
こ
の
二
つ
の
判
決
の
後
で
あ
り
、
そ
れ
が
他
国
へ
も
広
ま
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
・
国
際

的
展
開
を
見
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
、
国
家
組
織
法
の
領
野
で
も
こ
の
原
則
が
適
用
可
能
で
は
な
い
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ

に
と
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
に
お
け
る
同
原
則
の
展
開
が
ま
さ
に
参
照
に
値
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
法
文
化
・
法
理
の
伝
播

と
い
う
点
で
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
オ
ー
ス
ト
も
参
照
し
て
い
る
Ｆ
・
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
に
よ
る
と
、GG

２１
条
２
項
は
、
同
１８
条＝

基
本
権
喪
失
規
定
と
も
ど
も

死
文
化
し
つ
つ

（
３０
）

あ
る
。GG

２１
条
２
項
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
６
件
（
２
０
１
０
年
代
前
半
ま
で
で
）
の
申
し
立
て
が
あ
っ
た
が
、

１
９
５
０
年
代
の
、
か
の
２
件
だ
け
が
違
憲
判
決
と
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
近
時
の
Ｎ
Ｐ
Ｄ
を
め
ぐ
る
手
続
き
（E１０７,

３３９

）
を
考
慮
す
る
と
、GG

２１
条
２
項
が
一
層
、
死
文
化
し
た
と
い
う
印
象
が
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
但
し
、

後
知
恵
に
な
る
が
、
２
０
１
７
年
春
に
Ｎ
Ｐ
Ｄ
違
憲
の
判
決
（
た
だ
し
、
禁
止
は
し
な
い
）
が
下
さ
れ
た
こ
と
を
考
え

（
３１
）

る
と
、
ど
う
や

ら
、
そ
こ
ま
で
言
う
の
は
、
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
自
体
に
は
、
政
党
に
関
す
る
明
文
規
定
が
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
１
９
９
０
年
代
以
降
、
ト
ル
コ
そ
の

他
の
国
々
で
の
政
党
禁
止
・
解
散
命
令
を
め
ぐ
る
事
案
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
に
持
ち
込
ま
れ
て
お
り
、
裁
判
例
の
蓄
積
を
見
て
い
る
。

（
二
〇
）
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
１１
条
１
項
が
他
者
と
の
結
合
の
自
由
（
結
社
の
自
由
）
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
党
・
政
治
団
体
設
立
の

自
由
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
同
１０
条
の
意
見
表
明
の
自
由
と
も
密
接
不
可
分
で
あ
る
。

さ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
に
よ
る
と
結
社
の
自
由
へ
の
侵
害
は
、
条
約
１１
条
２
項
１
文
に
よ
り
、
該
法
律
の
目
的
達
成
の
た
め
に

必
要
な
限
り
で
の
み
許
容
さ
れ
る
。
ト
ル
コ
の
領
土
一
体
性
、
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
目
的
が
正
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
次
に
そ
の
侵
害
が

「
必
要
な
」
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
審
査
さ
れ
る
…
…
。

こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
の
二
つ
の
先
例
が
下
さ
れ
た
の
は
、
ま
だ
比
例
原
則
が
憲
法
上
の
原
則
と
し
て
開
拓
さ
れ
る
以

前
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
そ
の
萌
芽
さ
え
読
み
取
り
え
な
い
。
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
は
、GG

２１
条
２
項
が
半
ば
死
文
化
し
て
い

る
と
は
い
え
、
そ
の
解
釈
に
際
し
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
の
判
例
法
理
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、GG

２１
条
２
項
は
国
家
組
織
法
の
規
定
で
あ
る
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
に
よ
る
人
権
法
理
を
に
わ
か
に
は
参
照
し
え
な
い
、

と
の
異
論
が
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
一
つ
の
有
力
な
見
地
に
よ
っ
て
も
政
党
は
「
社
会
」
に
住
ま
う
結
社
と
し
て
基
本
権

主
体
で
も
あ
り
、GG

２１
条
２
項
も
、
単
に
客
観
的
な
組
織
法
規
定
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
党
設
立
の
自
由
を
主
観
的
権
利
と
し
て
保
障

し
て
い
る
同
２１
条
１
項
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
あ
る
い
は
、
政
党
は
民
主
的
政
治
体
制
の
構
成
要
素
で
あ
る

か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
の
該
判
例
法
理
自
体
が
、
基
本
権
的
自
由
だ
け
で
な
く
、
国
家
組
織
法
と
接
点
を
も
つ
、
と
解
釈
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
政
党
関
係
条
項
に
い
ず
れ
の
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
は
と
も
か
く
、GG

２１
条
２
項
の
解
釈
に
あ
た
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
の
同
種
裁
判
例
か
ら
多
く
の
示
唆
を
汲
む
べ
き
な
の
だ
、
と
言
う
の
で

（
３２
）

あ
る
。

以
上
の
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
の
見
解
か
ら
す
る
と
、GG

２１
条
２
項
の
政
党
違
憲
決
定
手
続
き
規
定
が
、
国
家
組
織
法
規
定
に
と
ど
ま
る

の
か
、
あ
る
い
は
基
本
権
規
定
と
し
て
読
み
替
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
、
そ
の
点
の
重
要
度
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
に
学
ん
で
、
比
例
原
則
を
は
じ
め
と
す
る
憲
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
論
証
方
式
が
積
極
的
に
摂
取
さ
れ
る
べ
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き
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
さ
に
、
オ
ー
ス
ト
の
論
考
を
補
強
し
て
く
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

Ⅵ．

憲
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
と
っ
て
の
学
説
と
憲
法
裁
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て

以
上
の
論
述
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
、
国
家
組
織
法＝

統
治
機
構
法
の
領
野
に
お
い
て
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
い
う
知
的

作
業
が
十
分
に
発
展
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
オ
ー
ス
ト
は
、
こ
れ
ま
で
に
十
分
に
精
錬
さ
れ
て
き
た
（
と
オ
ー
ス
ト
は
一
応
考
え
て
い

る
わ
け
で
あ
る
）
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
論
証
方
式
な
り
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
法
理
・
フ
ィ
ギ
ア
を
基
準
に
し
て
、
そ
れ
ら
が

国
家
組
織
法
の
領
域
に
も
転
用
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
意
識
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑴

オ
ー
ス
ト
は
、
以
上
の
自
説
を
さ
ら
に
補
強
し
て
、
国
家
組
織
法
に
お
い
て
も
「
基
本
権
に
典
型
的
な
危
機
状
況
」Gefähr-

dungslage

に
相
同
す
る
状
況
が
現
出
し
得
る
こ
と
を
指
摘
し
て

（
３３
）

い
る
。
例
え
ば
、GG

１９
条
３
項
も
関
係
す
る
が
、
公
法
人
が
私
人
と

同
様
に
、
そ
の
「
作
用
領
域
」Raum
des

W
irkens

に
お
い
て
国
家
の
高
権
行
為
に
よ
っ
て
危
機
に
さ
ら
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
、
が

問
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
議
会
多
数
派
に
対
す
る
個
々
の
議
員
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
い
は
執
行
府
に
対
す
る
議
員
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
権
を
め
ぐ
っ
て
も
、
か
よ
う
な
危
機
状
況
が
あ
ら
わ
れ
う
る
。
上
述
のGG

２１
条
２
項
に
よ
る
政
党
違
憲
決
定
手
続
き
に
お
い

て
比
例
原
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
も
同
様
に
考
え
て
よ
い
、
と
オ
ー
ス
ト
は
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
「
基
本
権
類
似
の
危
機
状

況
」
は
と
り
わ
け
国
家
組
織
法
、
お
よ
び
「
基
本
権
に
類
似
す
る
」
権
利
と
い
う
ふ
た
つ
の
顔
を
も
つ
「
混
合
的
な
」
憲
法
規
定
に
関

し
て
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
、
こ
の
点
の
オ
ー
ス
ト
の
論
旨
は
、
か
の
危
機
状
況
は
基
本
権
に
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
但
し
、

国
家
組
織
法
、
ま
し
て
や
混
合
的
な
性
格
を
も
つ
場
合
に
は
な
お
さ
ら
、
類
似
の
状
況
が
現
出
す
る
と
い
う
こ
と
に
視
線
を
合
わ
せ
た

も
の
な
の
で
あ
る
。

（
二
二
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⑵

オ
ー
ス
ト
の
理
解
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
に
と
っ
て
国
家
組
織
法
は
国
家
内
部
の
「
政
治
的
枠
」
の
法
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え

ら
れ
て

（
３４
）

い
る
。
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
国
家
組
織
法
「
論
」
と
の
溝
が
、
ど
う
し
て
も
出
来
て
し
ま
う
の
も
、
こ
れ
が
主
要
因
と

な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
さ
ら
に
分
節
化
し
て
A
国
家
組
織
法
に
お
け
る
「
国
家
法
人
」
の
不
浸
透
性
論
の
伝
統
、

B
国
家
組
織
法
の
政
治
的
性
格
お
よ
び
憲
法
の
法
的
性
質
、
C
国
家
組
織
法
に
お
け
る
憲
法
裁
判
を
も
含
め
た
司
法
の
制
度
的
要
素
の

諸
点
か
ら
オ
ー
ス
ト
は
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
A
は
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
Ｇ
・
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
流
の
古
典
的
ド
イ
ツ
国
法
学

の
見
解
が
、
今
な
お
、
国
家
組
織
法
に
お
い
て
主
観
的
権
利
を
語
る
こ
と
を
抑
制
す
る
要
因
と
し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、GG
９３
条
１
項N

r.１

の
文
言
で
は
「
一
の
連
邦
最
上
級
機
関
の
権
利
及
び
義
務
…
…
固
有
権
を
付
与
さ
れ

て
い
る
…
…
」
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
権
限
・
管
轄
の
確
定
の
問
題
だ
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
機
関
訴
訟
で
は
当
事
者
は
挙
げ
て
統
一
的
な
法
主
体
た
る
国
家
に
属
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
機
関
お
よ
び
そ
の

部
分
が
権
利
・
義
務
の
担
い
手
と
な
り
得
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
見
解
で

（
３５
）

あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
は
と
い
う
と
、
既
に
早
い
時
期
に
、

こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
折
衷
的
な
・
歯
切
れ
の
悪
い
見
解
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
憲
法
関
係
は
一
定
程
度
主
観
化
さ
れ
う
る

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
機
関
の
権
利
が
主
観
的
権
利
と
合
一
視
さ
れ
得
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
っ
た
。（E１,２０８

（２２０,

２２８f.

））
こ
の
論
拠
は
、
国
家
組
織
法
の
特
殊
性
を
部
分
的
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
十
分
に
は
理
由
づ
け
る
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
の
が
オ
ー
ス
ト
の
見
解
で
あ
る
。

B
憲
法
は
政
治
に
関
わ
る
「
枠
秩
序
」
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
め
ぐ
っ
て
―
。
果
た
し
て
、「
政
治
的
枠
秩
序
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
ド
グ
マ
テ
ィ
―
ク
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
の
理
由
と
な
る
か
ど
う
か
。
ま
ず
、
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。「
法
的
な
る
も
の
」

と
の
対
比
で
「
政
治
的
な
る
も
の
」
を
取
り
扱
う
の
は
、
憲
法
「
理
論
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
立
法
者
・
統
治
者
な
ど
、
一
般
的
に

「
政
治
部
門
」
と
称
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
の
創
造
的
意
思
・
外
交
交
渉
が
対
象
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
を
め
ぐ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
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成
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
法
治
国
家
の
非
政
治
的
な
部
分
の
確
実
で
、
信
頼
に
値
す
る
部
分
を
取
り
扱
う
の
が
、
ド
グ

マ
テ
ィ
ー
ク
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
（
Ｐ
・
キ
ル
ヒ
ホ
フ
の
見
解
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
で
あ
る
。
こ
の
種
の
所
論
に
は
、
ワ
イ

マ
ー
ル
期
国
法
学
に
お
け
る
方
法
論
争
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
存
外
、
オ
ー
ス
ト
の
見
る
と
こ
ろ
、GG

の
も
と
で
も
根
強

く
残
っ
て
い
る
思
考
様
式
で
あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
、
国
家
「
組
織
」
と
い
う
点
で
、
組
織
と
は
単
に
法
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、「
事

実
的
」
な
そ
れ
も
含
ま
れ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
側
面
は
バ
ラ
バ
ラ
の
も
の
で
は
な
く
一
つ
の
メ
ダ
ル
の
表
・
裏
な
の

だ
、
と
い
う
の
は
Ｅ.
―

Ｗ.

ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
見
解
で
あ
っ
た
。
以
上
の
思
考
様
式
か
ら
し
て
、
憲
法
・
国
法
の
政
治
的
次
元
が
、

基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
は
違
う
、
そ
れ
ゆ
え
法
の
一
般
的
基
準
で
は
割
り
切
れ
な
い
多
少
な
り
と
も
特
殊
な
取
り
扱
い
の
対
象
と

な
る
、
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
国
法
の
政
治
的
次
元
を
含
む
国
家
組
織
法
に
つ
い
て
、
謙
譲
的
で
自
制
的
な
連
邦
憲

法
裁
の
態
度
も
、
少
な
く
と
も
一
部
は
こ
こ
か
ら
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
B
テ
ー
ゼ
が
国
家
組
織
法
の
特
殊
性
の

理
由＝

論
拠
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
オ
ー
ス
ト
の
見
解
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
基
本
権
領
域
で
こ
そ
、
憲
法
的
基
準
に

沿
っ
た
印
象
深
い
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
領
域
で
さ
え
、
具
体
的
事
件
へ
の
「
あ
て
は
め
」（
一
般
的

説
示
の
各
論
へ
の
応
用
）
と
な
る
と
、
憲
法
裁
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
脆
弱
に
な
る
、
と
い
う
オ
ー
ス
ト
の
指
摘
に
は
意
味
深
長
な
も

の
が
あ
る
と
思
う
の
で

（
３６
）

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
オ
ー
ス
ト
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
、
憲
法
裁
に
よ
る
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
自
体
が

完
全
な
―
国
家
組
織
法
に
お
け
る
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
可
能
性
に
と
っ
て
の
―
モ
デ
ル
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。
基
本
権
領
域
で
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
自
体
が
、
ま
だ
発
展
途
上
に
あ
る
と
い
う
認
識
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
、
留
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
、
そ
れ
は
上
述
の
裏
返
し
で
あ
る
が
、
国
家
組
織
法
の
解
釈
を
し
て
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー

ク
の
手
法
に
あ
や
か
っ
て
、
そ
の
水
準
に
お
い
て
も
後
者
に
追
い
つ
か
せ
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
オ
ー
ス
ト
の
主
張
の

趣
旨
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
国
家
組
織
法
分
野
で
発
生
す
る
政
治
的
諸
事
件
に
は
、
そ
の
政
治
的
意
義
が
と
て
も
重
大
で
あ
る
が
ゆ

（
二
四
）
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え
に
、
一
般
的
基
準
だ
け
で
裁
断
す
る
こ
と
が
む
し
ろ
不
適
で
さ
え
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
政
治
的
事
件
の
「
政
治
的
」
性
格
が
、
そ
れ

相
応
に
注
意
を
は
ら
わ
れ
て
然
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
こ
と
で
、
法
的
基
準
を
押
し
の
け
て
よ
い
わ
け
に
も
な

ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ

（
３７
）

る
が
。

C
国
家
組
織
法
分
野
を
め
ぐ
る
司
法
の
制
度
的
特
殊
性
に
つ
い
て
―
。
こ
の
分
野
で
は
、
憲
法
裁
判
例
が
基
本
権
関
連
と
比
べ
て
少

な
い
う
え
に
、
制
度
上
の
特
別
の
事
情
が
加
わ
る
。
確
か
に
、
連
邦
憲
法
裁
は
基
本
権
領
域
で
の
上
告
審
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ
の
多
く
を
占
め
る
専
門
裁
判
決
へ
の
憲
法
異
議
に
お
い
て
、
す
で
に
審
理
さ
れ
た
事
実
素
材
を
取
り
扱
う
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
そ
の
事
件
も
具
体
的
紛
争
点
の
解
決
の
た
め
に
原
則
と
し
て
差
し
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
国
家
組
織
に
関
わ
る

事
件
に
つ
い
て
は
事
情
が
異
な
る
。
こ
こ
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
は
、
第
一
審
に
し
て
、
同
時
に
最
終
審
で
あ
る
。
国
家
組
織
法
を
め
ぐ

る
問
題
で
は
、
憲
法
裁
は
憲
法
的
基
準
に
の
み
専
心
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
具
体
的
事
件
の
審
理
の
た
め
と
い
っ
て
、
他
の
専

門
裁
判
所
へ
移
送
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
事
情
も
加
わ
る
。

＊

＊

＊

以
上
、
オ
ー
ス
ト
の
最
近
の
論
考
に
教
え
ら
れ
つ
つ
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
比
較
し
て
国
家
組
織
法
に
お
け
る
そ
の
展
開
に

は
、
ま
だ
ま
だ
荒
削
り
の
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
後
者
の
分
野
で
も
、
基
本
権
分
野
に
相
同
す
る
「
危

機
状
況
」
を
前
提
す
る
と
、
同
様
の
「
保
護
領
域
、
侵
害
、
正
当
化
」
の
論
証
様
式
（
な
い
し
、
そ
れ
に
類
同
す
る
論
証
様
式
）
の
展

開
お
よ
び
比
例
原
則
の
適
用
も
観
取
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
私
見
で
も
あ
る
が
、
や
は
り
国
家
組
織
法
分
野
に

特
有
の
現
象
と
し
て
、
憲
法
諸
機
関
相
互
に
よ
る
秩
序
形
成
、
国
家
実
例
、
憲
法
習
律
の
形
成
と
い
う
こ
と
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
象
に
つ
い
て
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
の
程
度
で
、
憲
法
裁
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ば
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。

憲
法
の
国
家
組
織
法
の
「
枠
的
」
性
格
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
特
質
の
反
映
で
あ
る
。
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⑶

オ
ー
ス
ト
の
問
題
意
識
は
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
を
モ
デ
ル
に
設
定
し
て
、
そ
の
思
惟
様
式
や
フ
ィ
ギ
ア
が
国
家
組
織
法

に
適
用
し
う
る
か
、
ま
た
は
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
オ
ー
ス
ト
に
し
て
も
、
上
述
部
分
で
仄
め

か
さ
れ
た
よ
う
に
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
自
体
が
ま
だ
弱
点
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
自
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な

ら
ば
、
基
本
権
で
あ
れ
、
国
家
組
織
法
で
あ
れ
、
一
体
と
し
て
〈
憲
法
〉
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
条
件
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
こ
で
、
す
で
に
名
前
を
挙
げ
て
お
い
た
Ｂ
・
シ
ュ
リ
ン
ク
と
と
も
に
、
憲
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
い
う
知
的
作
業
が
適
切
・
健
全

に
営
ま
れ
る
た
め
に
学
説
と
憲
法
裁
、
憲
法
裁
と
他
の
専
門
裁
判
所
、
さ
ら
に
（
憲
法
）
裁
判
所
も
ふ
く
め
て
国
家
機
関
相
互
の
関
係

が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。
筆
者
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
一
群
の
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク

関
連
の
拙
論
で
、
法
理
形
成
に
お
け
る
学
説
と（
憲
法
）裁
判
所
と
の
対
話
・
批
判
的
交
流
と
い
う
問
題
を
意
識
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

A
す
で
に
１
９
８
０
年
代
に
、
憲
法
学
・
国
法
学
が
連
邦
憲
法
裁
と
の
間
に
適
正
な
距
離
を
と
っ
た
批
判
的
な
関
係
を
再
構
築
す
べ

き
だ
、
と
い
う
提
言
が
シ
ュ
リ
ン
ク
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

（
３８
）

い
た
。
丁
度
、
他
の
分
野
の
法
律
学
と
専
門
裁
判
所
と
の
間
で
、
緊
張
感
あ

ふ
れ
る
応
答
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
シ
ュ
リ
ン
ク
は
そ
の
よ
う
に
見
た
わ
け
で
あ
る
）
背
景
に
照
ら
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
外

国
の
状
況
と
の
比
較
で
も
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
例
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
学
界
の
反
応
は
、
と
て
も
活
発
で
あ
る
。
そ
れ

と
比
べ
る
と
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
は
、
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
を
後
追
い
的
に
祖
述
す
る
ば
か
り
で
あ
る
、
と
。
学
説
サ
イ
ド
と
し
て

は
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
を
め
ぐ
る
も
ろ
も
ろ
の
議
論
を
し
て
い
て
も
、
連
邦
憲
法
裁
に
よ
っ
て
最
後
に
は
、
該
問
題
に
ケ
リ
が
つ
け
ら
れ

て
し
ま
う
。「
国
法
学
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
実
証
主
義
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。」
連
邦
裁
判
所
や
、
連
邦
行
政
裁
の
裁
判

例
は
、
学
説
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
に
は
「
カ
ノ
ン
化
」
さ
れ
て
い
な
い
、
と
揶
揄
す
る
の
で
あ
っ
た
。

か
か
る
事
情
に
つ
い
て
シ
ュ
リ
ン
ク
は
様
々
の
説
明
を
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
連
邦
憲
法
裁
と
と
も
に
、
国
法
学
の
新

し
い
時
代
が
始
ま
っ
た
。」
憲
法
の
「
優
位
」
が
憲
法
裁
に
よ
っ
て
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
るGG

の
も
と
で
こ
そ
、
―
あ
る
い
は
、
そ
れ

（
二
六
）
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
の
か
―
憲
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
貧
困
が
始
ま
っ
た
と
い
う
の
が
、
シ
ュ
リ
ン
ク
の
認
識
で
あ
る
。
ド
グ
マ

テ
ィ
ー
ク
と
し
て
方
法
論
的
に
も
一
貫
し
た
裁
判
例
の
展
開
と
い
う
よ
り
は
、
連
邦
憲
法
裁
に
は
政
治
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
裁

判
へ
の
傾
向
、
つ
ま
り
一
種
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
傾
向
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
国
法
学
に
は
か
か
る
動
向
を
批
判
す
る
力
量
が
欠
け
る

と
い
う
不
幸
が
重
な
る
。「
主
流
の
連
邦
憲
法
裁
実
証
主
義
は
、
国
法
学
だ
け
で
な
く
連
邦
憲
法
裁
自
身
を
も
よ
り
貧
困
に
す
る
。」
か

か
る
憲
法
裁
が
、
他
の
裁
判
所
、
憲
法
諸
機
関
に
対
す
る
権
威
性
を
も
失
う
の
は
、
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
、
と
言
う
の

で
あ
る
。
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
も
、
シ
ュ
リ
ン
ク
を
引
用
し
て
、
憲
法
学
・
国
法
学
と
憲
法
裁
、
さ
ら
に
国
家
実
例
の
間
に
議
論
連
関

（
コ
ミ
ュ
二
ケ
ー
シ
ョ
ン
連
関
）
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
憲
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
が
単
な
る
「
他
の
手
段
で
も
っ
て
す
る
政
治
」
―
―

ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
、
あ
の
名
言
を
も
じ
っ
て
―
―
に
転
落
す
る
こ
と
か
ら
防
い
で
く
れ
る
の
だ
、
と
し
て
い
る
の
で

（
３９
）

あ
る
。

B
今
か
ら
ほ
ぼ
１０
年
前
に
も
、
シ
ュ
リ
ン
ク
は
憲
法
裁
判
例
と
憲
法
学
と
の
関
係
を
問
い
、
学
説
も
実
務
も
「
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
か

ら
の
解
放
」
状
況
に
あ
る
と
い
う
警
鐘
を
鳴
ら
し
て

（
４０
）

い
る
。
ま
ず
、
耳
目
を
集
め
る
重
大
事
件
を
別
に
す
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判

例
が
一
般
市
民
に
そ
れ
程
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
市
民
の
ま
な
ざ
し
に
晒
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
る
。
そ

の
う
え
で
、
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
に
は
十
分
な
理
由
づ
け
が
欠
け
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
一
貫
性
も
欠
如
し
て
い
る
、
と
駄

目
が
出
さ
れ
る
。
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
い
う
自�

己�

拘�

束�

の�

重�

し�

か
ら
解
放
さ
れ
た
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
は
、
逆
説
的
に
―
も
し
く
は
、

だ
か
ら
一
層
―
他
の
裁
判
所
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
（EuGH

）
か
ら
も
尊
敬
を
払
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
も
、

A
の
末
尾
で
紹
介
し
た
認
識
と
同
様
で
あ
る
。
勿
論
、
諸
方
向
か
ら
の
批
判
を
積
極
的
に
摂
取
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
が
軌
道
修
正
を
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
単
な
る
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ー
ク
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
へ
の
大
い
な
る
展
開
の
可
能
性
も

あ
る
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
基
本
権
が
対
・
公
権
力
の
み
な
ら
ず
対
・
社
会
領
域
と
の
関
係
で
も
対
抗
し
得
る
権
利
で
あ
る
と
さ
れ
、

ま
た
、
特
別
権
力
関
係
論
の
厚
い
岩
盤
を
打
ち
砕
い
た
裁
判
例
の
展
開
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
や
は
り
シ
ュ
リ
ン
ク
に
と
っ
て
は
、
カ
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ズ
イ
ス
テ
ィ
ー
ク
の
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
別
の
裁
判
例
群
が
見
落
と
せ

（
４１
）

な
い
。
家
族
の
生
存
権
最
低
限
度
と
課
税
、
胎
児
の
生
命

権
、
集
会
概
念
、
政
党
助
成
を
め
ぐ
る
問
題
群
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
理
解
出
来
る
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
ド
グ
マ

テ
ィ
ー
ク
と
し
て
は
十
分
な
理
由
づ
け
に
欠
け
る
裁
判
例
と
し
て
は
、
航
空
の
安
全
に
関
す
る
判
例
変
更
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
軍
隊

を
投
入
し
て
テ
ロ
リ
ス
ト
に
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
さ
れ
た
航
空
機
を
撃
墜
す
る
こ
と
は
、
無
辜
の
乗
客
・
乗
務
員
を
国
家
の
救
助
行
為
の
単

な
る
「
手
段
、
客
体
」
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、GG

１
条
１
項
の
人
間
尊
厳M

enschenw
ürde

尊
重
命
令
及
び
同
２
条
２
項
の
生
命
へ

の
権
利
に
反
す
る
と
し
た
事
例
（E１１５,１１８

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
こ
の
裁
判
例
は
外
見
的
に
は
人
間
尊
厳
の
伝
統
的

な
定
式
に
則
っ
て
い
る
も
の
の
、
憲
法
裁
自
身
が
取
り
組
ん
で
き
た
人
間
尊
厳
の
中
身
を
具
体
化
・
肉
づ
け
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い

る
。
も
は
や
、
人
間
尊
厳
の
意
味
も
個
別
事
件
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
、
そ
の
結
果
、
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ー
ク
に
な
り
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
厳
し
い
見
方
が
、
シ
ュ
リ
ン
ク
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
使
命
か
ら
離
れ
、
む
し
ろ
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ー
ク
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
を
跡
づ
け
る
こ
と

に
腐
心
す
る
憲
法
学
・
国
法
学
が
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
か
ら
ま
す
ま
す
後
ず
さ
り
し
て
い
る
の
も
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

シ
ュ
リ
ン
ク
は
あ
ら
た
め
て
、
Ａ
・
ポ
ド
レ
ッ
ヒ
に
な
ら
っ
て
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
は
三
つ
の
課
題
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
ⅰ
法

素
材
を
教
授
・
学
習
可
能
な
も
の
に
ブ
ラ
シ
ュ
・
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
、
ⅱ
法
の
不
備
を
補
充
し
、
法
に
お
け
る
抵
触
を
解
決
す
る
こ
と
。

そ
れ
か
ら
、
ⅲ
規
定
（
規
律
）
の
効
果
を
法
政
策
的
に
予
測
す
る
こ
と
で

（
４２
）

あ
る
。
シ
ュ
リ
ン
ク
に
よ
る
と
、
ⅱ
は
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ー
ク

に
よ
っ
て
も
果
た
さ
れ
う
る
の
で
、
ⅰ
ⅲ
が
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
固
有
の
課
題
・
機
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
課
題
は
、

長
期
的
な
見
晴
ら
し
に
立
っ
て
こ
そ
（
あ
る
一
つ
の
事
件
が
解
決
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
事
足
り
る
と
い
う
話
で
は
な
く
）
果
た
さ
れ
得

る
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
ド
イ
ツ
憲
法
学
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
課
題
へ
の
対
応
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。

＊

＊

＊

（
二
八
）

２０３基本権ドグマティークと統治機構論・権力分立論の間、覚書き



以
上
、
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
思
惟
様
式
や
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
法
理
、
フ
ィ
ギ
ア
、
概
念
が
、
そ
も
そ
も
、
ま
た
は
ど
の

よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
国
家
組
織
法
の
領
域
に
も
適
用
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
適
用
例
が
、
ど
れ
ほ
ど
見
出

さ
れ
る
の
か
。
オ
ー
ス
ト
の
最
近
の
論
考
に
学
び
つ
つ
、
検
討
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
主
た
る
問
題
意
識
か
ら
派
生
し
て
さ
ら
に
、

そ
も
そ
も
ひ
る
が
え
っ
て
基
本
権
分
野
で
さ
え
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
適
切
な
発
展
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
こ
に
阻

害
的
な
要
因
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か
。
健
全
な
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
形
成
の
た
め
に
は
、
憲
法
学
は
、
憲
法
裁
等
の
実
務
と

ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
リ
ン
ク
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
う
。
さ
ら
に
、

憲
法
裁
に
よ
る
全
面
的
で
厳
格
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
期
待
さ
れ
る
基
本
権
分
野
と
比
較
す
る
と
、
国
家
組
織
法＝

統
治
機
構
法
の
分
野

で
は
、
憲
法
習
律
な
ど
国
家
実
例
に
も
注
視
す
る
必
要
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
分
野
で
発
生
す
る
事
件
の
性

格
ゆ
え
に
、
法
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
解
決
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
法�

と�

政�

治�

の�

あ�

わ�

い�

で�

繰
り
広
げ
ら
れ
る
当
事
者
の
賢
さpru-

dence

を
信
頼
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
一
理
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
見
解
を
持
ち

あ
わ
せ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
憲
法
裁
に
よ
っ
て
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
る
「
憲
法
の
優
位
」
の
も
と
で
、
こ

れ
ら
国
家
実
例
に
い
か
な
る
地
位
を
与
え
る
べ
き
か
は
、
難
し
い
問
題
で
は
あ
る
。
憲
法
習
律
・
国
家
実
例
は
定�

義�

上�

、
憲
法
典
に
明

記
さ
れ
て
い
な
い
事
象
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
義
的
な
答
え
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
と
も
思
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
一
連

の
問
題
意
識
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
本
権
分
野
で
あ
れ
、
国
家
組
織
法
の
領
域
で
あ
れ
、
そ�

れ�

ぞ�

れ�

の�

分�

野�

に�

応�

じ�

た�

し�

な�

や�

か�

で�

あ�

り�

、
市�

民�

に�

も�

開�

か�

れ�

た�

も�

の�

で�

あ�

り�

つ�

つ�

―
決
し
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
は
な
い
―
、
か
つ
筋�

の�

通�

っ�

た�

―
筋
の
よ
い
、
と
い
う

の
と
は
違
う
―
憲
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
の
展
望
が
開
か
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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注（
１
）
拙
論
「
基
本
権
が
『
保
障
す
る
も
の
』
は
何
か
」
高
岡
法
学
１５
巻
１
、
２
合
併
号
２
２
５
頁
以
下
、「
基
本
権
が
『
保
障
す
る
も
の
』
は

何
か
・
続
」
同
１６
巻
１
、
２
合
併
号
１
頁
以
下
、「
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
、
教
授
の
自
由
」
同
２８
号
１
頁
以
下
、「
基
本
権
が
『
保
障
す
る

も
の
』
は
何
か
・
続
続
続
」
駿
河
台
法
学
２９
巻
２
号
１
３
８
頁
以
下
。

（
２
）
日
本
国
憲
法
下
の
通
説
に
よ
れ
ば
、
近
代
国
家
で
は
権
力
分
立
の
統
治
機
構
は
国
民
の
自
由＝

権
利
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
。
つ

ま
り
、
統
治
機
構
は
権
利
章
典
の
た
め
に
存
在
す
る
、
と
説
か
れ
る
。
清
宮
四
郎
・
憲
法
Ⅰ
（
第
三
版
）
２０
頁
、
同
旨
、
芦
部
信
喜
・
憲
法

（
第
六
版
）
５
、
１０
頁
、
な
ど
。

（
３
）
手
許
に
あ
る
も
の
を
挙
げ
る
と
、Ch,

D
egenhart,

Staatsrecht
I,

Staatsorganisationsrecht

（９A
ufl.

）,２００３,
S.K

orioth,
Staatsrecht

I,Staatsorganisationsrecht
unter

Berücksichtigung
europäischer

und
internationaler

Bezüge

（２A
ufl.

）,
２０１４,M

.K
loepfer,V

erfassungsrecht
I,Grundlagen,Staatsorganisationsrecht,Bezüge

zum
V
ölker-und

Europarecht,
２０１１.

（
４
）H

.P.A
ust,Grundrechtsdogm

atik
im

Staatsorganisationsrecht？
,A

öR
２０１６,S.４１５ff.

（
５
）
権
力
分
立
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
に
お
け
る
研
究
の
蓄
積
か
ら
示
唆
を
受
け
て
い
る
、
拙
論
「
Ｏ
・
ボ
ー

『
憲
法
、
立
憲
主
義
、
権
力
分
立
―
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
場
合
』
へ
の
読
書
ノ
ー
ト
」
高
岡
法
学
１３
巻
１
、
２
合
併
号
１
５
９
頁
以
下
、「
ケ

ル
ゼ
ン
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
今
日
の
憲
法
基
礎
学
・
民
主
制
論
」
高
岡
法
学
１４
巻
１
、
２
合
併
号
、「
国
法
の
一
般
理
論
に
と
っ
て
の
政
治
体

制
分
類
の
問
題
」
法
政
理
論
３９
巻
４
号
、
２
２
５
ペ
ー
ジ
以
下
。

（
６
）T

h.Gross,D
er

Staat２０１６,S.４８９ff.

（
７
）
Ｏ
・
レ
プ
シ
ウ
ス
「
基
準
定
立
権
力
」、
Ｍ
・
イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
、
Ｏ
・
レ
プ
シ
ウ
ス
、
Ch.
メ
ラ
ー
ス
、
Ch.
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
、
越
境

す
る
司
法
（
鈴
木
・
高
田
・
棟
据
・
松
本
監
訳
）
所
収
、
１
３
３
頁
以
下
（
と
く
に
１
８
２
頁
以
下
。）

（
８
）
参
照
、
栗
生
武
夫
・
法
の
変
動
、
８９
頁
、
１
０
７
〜
１
０
８
頁
。

（
三
〇
）
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（
８a
）
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク＝

「
教
義
学
」
を
め
ぐ
る
古
典
的
な
邦
語
文
献
と
し
て
、
栗
生
武
夫
、
と
く
に
前
掲
書
５９
頁
以
下
、
加
藤
新
平
・
法

学
的
世
界
観
、
と
く
に
そ
の
第
一
論
文
。

（
９
）
Ｅ.
―

Ｗ.

ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
に
よ
れ
ば
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
し
て
の
国
法
学
は
そ
の
対
象
を
規
範
的
所
与
と
し
て
、
実
質
的
に
決
定

さ
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
の
で
あ
る
。E.-W

.Böckenförde,Staat

・V
erfassung

・D
em

okratie

（２A
ufl.

）１９９２,S.２０f.

（
１０
）H

.P.A
ust,a.a.O

.S.４２０.

（
１１
）H

.P.A
ust,a.a.O

.,S.４２１.

（
１２
）F.E.Schnapp,A

öR
１９８０,S.２４３ff.

に
よ
れ
ば
、
基
本
権
規
定
と
組
織
法
規
定
と
は
密
接
不
可
分
で
あ
る
。（S.２４６ff.

）

（
１３
）F.E.Schnapp,a.a,O

.,S.２５０ff.

（
１４
）H

.P.A
ust,a.a.O

.,S.４２３.

（
１５
）
も
う
「
ワ
イ
マ
ー
ル
の
陰
」
に
お
び
え
る
必
要
な
ど
な
い
と
し
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
レ
ヴ
ェ
ル
と
同
様
に
、GG

に
も
連
邦
議
会
の
⅔
多
数

決
で
の
自
律
解
散
が
導
入
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
提
言
も
あ
る
。D

.W
iefelspütz,ZRP

２００５,S.２０７.

（
１５a
）W

.-R.Schenke,JZ
２０１５,S１００９ff.

（S.１０１７.
）

（
１６
）
こ
の
点
を
い
わ
ゆ
る
「
憲
法
習
律
」constitutional

conventions

と
し
て
、
把
握
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
興
味
深
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
若
干
の
例
外
的
な
研
究
を
除
け
ば
、
現
代
ド
イ
ツ
憲
法
学
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
か
か
る
把
握
の
し
か
た
へ
の
関
心
が
高
い
と
は

言
え
な
い
。
対
照
的
に
フ
ラ
ン
ス
で
の
割
合
に
近
年
の
研
究
と
し
て
、P.A

vril,Les
Conventions

de
la

constitution,１９９７.

現
代
フ

ラ
ン
ス
憲
法
学
説
史
の
流
れ
と
し
て
は
、
１
９
６
０
年
代
か
ら
１
９
７
０
年
代
の
憲
法
慣
習
論
を
め
ぐ
る
議
論
（
Ｒ
・
カ
ピ
タ
ン
の
有
名
な

論
文
がRD

P
１９７９

に
再
録
さ
れ
た
こ
と
が
象
徴
的
で
あ
っ
た
）
が
あ
り
、
そ
の
論
争
の
な
か
で
憲
法
慣
習
否
定
論
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ
で

も
不
文
の
憲
法
規
範
が
あ
る
の
で
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
憲
法
習
律
論
が
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
の
が
、
経
緯
で
は
な
か

ろ
う
か
。
Ｐ
・
ア
ヴ
リ
ル
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
国
会
法
・
政
治
制
度
論
の
第
一
人
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
う
。
ア
ヴ

リ
ル
の
こ
の
研
究
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
・
政
治
史
に
取
材
し
た
具
体
的
で
精
彩
に
富
む
、
憲
法
習
律
の
考
察
と
い
う
点
で
高
く
評
価
さ
れ

２００ 駿河台法学 第３１巻第１号（２０１７）
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る
こ
と
勿
論
だ
が
、
憲
法
解
釈
の
性
格
、
憲
法
の
法
的
性
格
な
ど
基
本
問
題
へ
の
検
討
と
い
う
点
で
も
寄
与
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
尚
、

つ
づ
い
て
ア
ヴ
リ
ル
と
Ｍ
・
ヴ
ェ
ル
ポ
ー
の
共
編
で
、
人
権
分
野
も
含
め
て
「
公
法
に
お
け
る
不
文
の
準
則
と
原
理
」
に
つ
い
て
、
比
較
法

的
に
、
総
合
的
に
検
討
す
る
も
の
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。P.A

vrilet
M

.V
erpeaux

（dir.

）,Les
re`gles

et
principes

non
écrits

en
droitpublic, ２０００.

（
１７
）
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
も
ま
た
、
憲
法
が
「
枠
」
法
で
あ
る
こ
と
と
の
関
係
で
、「
国
家
実
例
」
が
憲
法
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
お
い
て
重
要

な
要
素
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。E.-W

.B.a.a.O
.,S.１７,２７.

（
１８
）H

.P.A
ust,a.a.O

.,S.４２８.

（
１９
）H

.P.A
ust,a.a.O

.,S.４３０.

但
し
、
こ
こ
で
「
保
護
水
準
」Schutzstandard

と
い
う
表
現
が
、
や
や
微
妙
で
は
あ
る
。

（
２０
）O

.Lepsius,Rechtund
Politik２０１６,S.１３７ff.

（
２１
）
確
か
に
、
こ
の
判
決
は
、
近
年
の
様
々
の
レ
ベ
ル
で
の
選
挙
法
阻
止
条
項
に
つ
い
て
連
邦
憲
法
裁
が
立
法
権
の
形
成
余
地
を
厳
格
に
し

ぼ
っ
て
違
憲
判
断
を
下
し
て
い
る
な
か
で
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
対
す
る
、
賛
否
両
論
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
的
な
も

の
を
ア
ッ
ト
・
ラ
ン
ダ
ム
に
若
干
挙
げ
て
お
く
。
支
持
す
る
論
評
と
し
て
、H

.-H
.v.

A
rnim

D
V
BL

２０１４,
S.１４８９ff.,

W
.

K
ahl／J.

Bew
s,D

V
BL

２０１４,S.７３７ff.,M
.W

ill,N
JW

２０１４,S.１４２１ff.,J.H
offm

ann／A
.T

appert,N
V
w
Z

２０１４,S６３０f.

批
判
的
な
見
解
と

し
て
は
、B.Grzeszick,N
V
w
Z

２０１４,S.５３７ff.,T
h.Felten,EuR

２０１４,S.２９８ff.,W
.Frenz,D

öV２０１４,s.９６０ff.,ders.,D
V
BL

２０１４,S.５１２ff.

尚
、
近
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
選
挙
権
（
法
）
平
等
、
特
に
一
票
の
重
さ
の
平
等
の
問
題
に
関
し
、
拙
稿
「
最
近
ド
イ
ツ
に

お
け
る
一
票
の
重
さ
の
法
理
」
駿
河
台
法
学
２８
巻
１
号
１
９
０
頁
以
下
。

（
２２
）O

.Lepsius,a.a.O
.,S.１３９.

（
２３
）H

.P.A
ust,a.a.O

.,S４３１.

（
２４
）H
.P.A

ust,a.a.O
.,S.４３２

（
２５
）H

.P.A
ust,a.a.O

.,S.４３４.

（
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（
２６
）GG

７２
条
２
項
が
現
在
の
姿
に
い
た
る
経
緯
の
一
部
（
１
９
９
０
年
代
後
半
ま
で
）
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
り
、
少
々
古
い
が
、V

gl.,A
.

Schm
ehl,D

öV
１９９６,S７２４ff.,Ch,Callies,D

öV
１９９７,S.８８９ff.

さ
ら
に
２
０
０
６
年
の
連
邦
制
改
革
に
伴
う
現
行
規
定
ま
で
を
も
含

め
た
論
考
と
し
て
、W

.Rüfner,in:Staatim
W

ort,Festschriftfür
J.Isensee,２００７,S.３８９ff.

（
２７
）H

.P.A
ust,S.４３６.

（
２８
）
但
し
、
拙
稿
で
も
言
及
し
た
が
、
少
な
く
と
も
近
時
の
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
見
解
と
し
て
は
、
比
例
原
則
は
基
本
権
の
「
保
障
内
容
」

に
即
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
拙
稿
・
高
岡
法
学
１５
巻
１
、
２
合
併
号
２
５
０
頁
。
ま
た
、
別
の
拙
稿
で
も
指
摘
し

た
通
り
、
よ
り
最
近
の
基
本
権
「
保
障
内
容
」
論
の
支
持
者
に
よ
っ
て
も
、
比
例
原
則
や
比
較
衡
量
自
体
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
拙
稿
・
駿
河
台
法
学
２９
巻
２
号
１
１
３
頁
、
１
０
１
頁
⑼
、
９９
頁
⒆.

（
２９
）H

.P.A
ust,a.a.O

.,S.４３７.

（
３０
）F.Shirvani,JZ

２０１４,S.１０７４ff.

（
３１
）BV

erfGE,N
V
w
Z-Beil.２／２０１７,S.４６ff.

（
３２
）F.Shirvani,a.a.O

.,S.１０７７.

（
３３
）H

.P.A
ust,a.a.O

.,S.４４０.

（
３４
）H

.P.A
ust,a.a.O

.,S.４４１ff.

（
３５
）
「
実
際
に
、
…
…
向
き
合
っ
て
い
る
の
は
決
し
て
人
格
で
は
な
く
、
常
に
、
た
だ
の
権
限
で
あ
る
。
二
つ
の
国
家
機
関
の
間
で
の
権
利
限

界
の
争
い
は
、
権
限
の
争
い
で
あ
り
、
…
…
権
限
は
…
決
し
て
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
常
に
客
観
法
で
あ
る
。」G.Jellinek,

System
der

subjektiven
öffentlichen

Rechte, ２
A
ufl.,１９０５,S２２７.

（
３６
）H

.P.A
ust,a.a.O

.,S.４４５.

（
３７
）H

.P.A
ust,a.a.O

.,S.４４６.

（
３８
）B.Schlink,D

er
Staat１９８９,S.１６１ff.
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（
３９
）E.-W

.Böckenförde,a,a,O
.,S.２６f.

（
４０
）B.Schlink,JZ

２００７,S.１５７ff.
（
４１
）
以
下
、B.Schlink,a.a,O

.,S.１５９f.
（
４２
）A

.Podlech,Jahrbuch
für

Rechtsoziologie
und

Rechtstheorie１９７２,S.４９１ff.

（４９２ff.

）
参
考
ま
で
に
、
あ
ら
た
め
て
ベ
ッ
ケ

ン
フ
ェ
ル
デ
に
よ
る
と
、
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
と
は
、
解
釈
し
、
体
系
化
し
、
補
完
し
、
形
成
す
る
、
あ
る
い
は
安
定
化
し
、
構
造
化
す
る
知

的
作
用
で
あ
る
。
も
っ
て
、
国
法
学
・
憲
法
学
に
お
け
る
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
は
法
概
念
、
原
理
、
準
則
を
用
い
て
、
現
行
の
国
法
・
憲
法
に

つ
い
て
概
観
を
与
え
、
実
際
に
取
り
扱
う
こ
と
を
容
易
に
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。E.-W

.Böckenförde,a.a,O
.,S.２０f.,２５.

拙

論
で
も
既
に
触
れ
て
お
い
た
通
り
、
Ｒ
・
ア
レ
ク
シ
ー
と
対
照
的
に
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
憲
法
規
範
を
「
原
理
」
と
把
握
す
る
こ
と
に

懐
疑
的
で
あ
る
。
但
し
、
そ
れ
で
も
制
憲
者
に
よ
る
規
範
的
決
断
で
あ
る
限
り
で
の
憲
法
原
理
に
つ
い
て
は
、
勿
論
、
こ
れ
を
否
定
し
な
い
。

拙
稿
・
高
岡
法
学
１５
巻
１
、
２
合
併
号
２
５
５
頁
以
下
。

（
２
０
１
７
・
７
）

（
三
四
）
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