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憲
法
研
究
者
と
し
て
は
少
数
派
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
は
安

倍
政
権
の
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
憲
法
改
正
に
必
ず
し
も
否
定
的

で
は
な
い
。
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
自
民
党
の
い
わ
ゆ
る
改
憲
四

項
目
の
内
容
を
評
価
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
憲
法
論
議
の
あ
り
方
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安
倍
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権
の
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法
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を
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後
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京
都
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学
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学
院
法
学
研
究
科
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授
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争
を

乗
り
越
え
る
た
め
に

憲
法
論
議
の
あ
り
方
を
改
め
て
「
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
」
へ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

を
改
め
る
契
機
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
、
あ
る
い
は

そ
の
よ
う
な
契
機
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
気
持
ち
か
ら
で
あ
る
。

七
月
二
十
一
日
に
実
施
さ
れ
た
参
議
院
議
員
選
挙
の
結
果
、
与

党
（
自
民
党
、
公
明
党
）
に
日
本
維
新
の
会
や
与
党
系
無
所
属
を

加
え
た
い
わ
ゆ
る
改
憲
勢
力
が
、
全
議
席
の
三
分
の
二
に
迫
る
水

準
と
な
っ
た
（
衆
議
院
で
は
三
分
の
二
を
大
き
く
超
え
て
い
る
）
。

選
挙
前
は
三
分
の
二
を
超
え
て
い
た
の
で
、
選
挙
後
に
安
倍
首
相

’
九
七
四
年
生
ま
れ
。
京
都
大
学
法
学
部
、
同
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
、
博
士
課
程
中
退
。

司
法
修
習
生
、
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
講
師
、
准
教
授
を
経
て
、
二
○
｜
三
年
か
ら
現
職
。
放
送

倫
理
・
番
組
向
上
機
構
（
Ｂ
Ｐ
Ｏ
）
放
送
人
権
委
員
会
委
員
、
朝
日
新
聞
論
壇
委
員
、
情
報
法
制
研
究
所

（
Ｊ
ｌ
Ｌ
ｌ
Ｓ
）
理
事
、
情
報
法
制
学
会
（
Ａ
Ｌ
‐
Ｓ
）
代
表
な
ど
を
務
め
る
。
著
編
著
に
『
情
報
法
概
説
』

（
共
著
、
弘
文
堂
）
、
『
憲
法
Ｉ
総
論
・
統
治
皇
憲
法
Ⅱ
人
権
崖
共
著
、
日
本
評
論
社
）
な
ど
が
あ
る
。
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議院選挙から一夜明け､記者会見する 吾＝ 写真提供

が
投
票
日
当
日
の
夜
、
「
結
果
と
し
て
（
憲
法
改
正
の
）
議
論
を

す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
国
民
の
審
判
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」

（
翌
日
に
は
、
「
少
な
く
と
も
議
論
す
べ
き
だ
と
い
う
国
民
の
審
判

は
下
っ
た
」
と
軌
道
修
正
）
と
述
べ
た
こ
と
は
理
解
し
が
た
い
。

実
際
、
国
民
の
憲
法
改
正
に
対
す
る
関
心
も
低
調
で
、
国
民
が
選
挙

を
通
じ
て
そ
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
私
の
使
命
と
し
て
、
残
さ
れ
た
任
期
の
な
か
で
当

然
挑
ん
で
い
き
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
今
後
、
首
相
は
、

本
腰
を
入
れ
て
改
憲
論
議
を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
最
初
の
舞
台
と
な
る
衆
参
の
憲
法
審
査
会
で
は
、
与
野
党

合
意
に
基
づ
く
運
営
が
と
く
に
重
視
さ
れ
る
伝
統
が
あ
り
、
野
党

う

よ

き

よ

く

せ

つ

が
改
憲
論
議
に
入
る
こ
と
に
否
定
的
な
な
か
、
今
後
軒
余
曲
折

が
予
想
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
政
権
が
強
い
意
思
を
も
っ
て
進
め
る

取
り
組
み
が
そ
う
簡
単
に
挫
折
す
る
と
は
考
え
に
く
く
、
最
稚
的

に
は
何
ら
か
の
改
憲
が
実
現
す
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
観
点
か
ら
、
自
民
党
の
掲
げ
る
改

憲
四
項
目
に
つ
い
て
検
討
し
た
あ
と
、
こ
れ
が
そ
れ
自
俸
と
し
て

は
評
価
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
の
先
の
憲
法
載
譲
の
あ
り
方
を
変

え
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
点
に
蘆
雲
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
問
題
提
起
を
行
な
い
た
い
。
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二三【

自
民
党
は
二
○
一
八
年
三
月
の
党
大
会
で
、
四
項
目
に
つ
い
て

憲
法
改
正
を
め
ざ
す
方
針
を
決
定
し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
改
憲

四
項
目
で
あ
り
、
①
自
衛
隊
の
明
記
、
②
緊
急
事
態
条
項
、
③
参

議
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
合
区
の
解
消
、
④
教
育
の
充
実
（
教
育

無
償
化
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
）
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
は
ま
ず
、
す
で
に
定
着
し
て
い
た
り
法
律
で

対
応
可
能
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
を
改
正
す
る
必
要

は
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
そ
の
と
お

り
で
あ
る
一
方
で
、
自
衛
隊
の
問
題
の
よ
う
に
、
憲
法
の
規
定
に

あ
い
ま
い

暖
昧
な
点
が
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
長
年
争
わ
れ
て
き
た
末
に

し

ゆ

う

れ

ん

一
定
の
収
敏
を
み
た
場
合
に
お
い
て
、
明
文
化
の
た
め
に
改
正
を

行
な
う
こ
と
が
そ
れ
自
体
と
し
て
お
か
し
い
と
は
い
え
な
い
の
で

は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、
こ
の
種
の
改
正
に
は
性
質
上
、
緊
急
性

は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
改
正
論
を
提
起
す
る
こ
と
の

政
治
的
動
機
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

同
じ
く
法
律
に
よ
り
実
現
可
能
な
教
育
充
実
に
つ
い
て
も
、
憲

法
に
明
記
す
る
か
ら
に
は
純
粋
に
象
徴
的
な
意
味
合
い
を
超
え

改
憲
四
項
目
に
つ
い
て

－

て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
一
定
の
拘
束
力
を
確
保
す
る
よ
う
な
も
の

に
す
べ
き
だ
ろ
う
。
暖
昧
な
文
言
で
、
し
か
も
、
並
行
し
て
関
連

の
制
度
改
革
論
議
も
な
さ
れ
な
い
よ
う
な
改
正
は
、
別
の
政
治
的

動
機
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
の
説
明
が
と
く
に
求
め
ら
れ
る
。

ふ

え

ん

次
に
、
い
ま
述
べ
た
並
行
的
な
制
度
改
革
論
議
の
問
題
を
敷
桁

す
る
と
、
九
条
に
し
て
も
教
育
に
し
て
も
緊
急
事
態
に
し
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
は
憲
法
を
頂
点
と
し
、
法
律
や
命
令
か
ら
構
成

さ
れ
る
法
体
系
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲

法
改
正
を
論
議
す
る
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
全
体
を
見
渡
し

た
議
論
が
必
要
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
の
ち
に
あ
ら
た

め
て
述
べ
る
が
、
改
憲
四
項
目
に
限
ら
ず
、
日
本
の
こ
れ
ま
で
の

憲
法
論
は
、
憲
法
の
条
文
だ
け
を
視
野
に
入
れ
て
議
論
す
る
傾
向

け

ん

ち

よ

が
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
は
重
大
な
問
題
が
あ
る
。

第
三
に
、
憲
法
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
体
系
性
・
整
合
性
に
つ

い
て
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
お
よ
そ
法
と
い
う
も
の
は
内
的
な

一
貫
性
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
憲
法
改
正
は
国
民
主
権
の
発

露
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
点
が
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
と
り
わ
け
、
合
区
解
消
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
参
議
院
に
お

け
る
一
票
の
価
値
の
大
き
な
不
平
等
を
容
認
す
る
こ
と
と
す
る
一

方
で
、
参
議
院
の
権
限
が
現
状
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
の
不
整
合
に

80



つ
い
て
は
、
多
く
の
論
者
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に

か

く

さ

よ
れ
ば
、
一
票
の
較
差
が
大
き
い
こ
と
は
、
参
議
院
の
民
主
的
正

統
性
を
低
下
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
憲
法
上
容
認
す

る
の
で
あ
れ
ば
参
議
院
の
権
限
を
弱
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い

わ
れ
る
。
合
区
の
解
消
は
、
改
憲
四
項
目
の
な
か
で
唯
一
、
（
自

民
党
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
）
現
実
的
な
必
要
性
の
高
い
項
目
だ
と

べ

ん

ぎ

い
え
る
が
、
理
論
的
裏
付
け
の
な
い
便
宜
的
な
提
案
で
あ
る
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

最
後
に
、
改
正
の
影
響
に
つ
い
て
も
十
分
な
考
慮
を
行
な
う
必

要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
九
条
は
現
在
の
よ
う
な
文
言
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
自
衛
隊
の
権
限
や
規
模
の
拡
大
に
対
す
る
一
定
の
歯
止
め

に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
現
状
を
追
認
す
る
文
言
改
正
が
な

き

ぐ

さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
基
点
と
し
て
さ
ら
な
る
拡
大
が
危
倶
さ
れ
る

と
の
意
見
が
あ
り
う
る
。
現
状
を
変
え
な
い
と
い
う
大
前
提
で
改

正
を
行
な
う
の
で
あ
れ
ば
、
改
正
時
の
意
思
と
し
て
そ
の
点
を
明

確
に
す
べ
き
だ
ろ
う
。
改
正
原
案
の
審
議
の
際
に
明
確
に
し
た

り
、
あ
る
い
は
発
議
の
際
の
付
帯
決
議
で
明
記
し
た
り
す
る
な
ど

の
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。

以
上
、
要
す
る
に
、
改
憲
四
項
目
の
内
容
そ
の
も
の
に
は
、
少

な
か
ら
ぬ
問
題
が
あ
り
、
高
く
評
価
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

し
か
し
、
他
方
で
、
こ
う
し
た
提
案
に
基
づ
く
改
正
が
実
現
し
た

た

だ

但
裂
ロ
、
直
ち
に
立
憲
主
義
に
対
し
て
重
大
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る

か
と
い
う
と
、
そ
こ
ま
で
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し

た

ろ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
長
年
マ
グ
マ
の
よ
う
に
溜
ま
っ
て
き
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
改
憲
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
開
放
さ
れ
、
憲
法
論
の
あ

り
方
が
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
と
い
う
の
が

本
稿
の
立
場
で
あ
る
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
改
憲
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
放

あ

し

べ

芦
部
信
喜
、
高
橋
和
之
、
佐
藤
幸
治
と
い
っ
た
代
表
的
な
憲
法

学
者
の
名
前
を
知
ら
な
い
（
二
○
一
三
年
三
月
二
十
九
日
の
参
議

院
予
算
委
員
会
で
の
発
言
）
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
憲
法
に

つ
い
て
理
解
が
深
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
安
倍
首
相
が
憲
法

改
正
に
強
い
意
欲
を
示
す
の
は
、
ひ
と
え
に
保
守
派
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
な
動
機
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
国
憲
法
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
押

し
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
日
本
の
伝
統
に
反
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
人
の
手
で
日
本
の
伝
統
に
即
し
た
憲

法
を
作
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

お

と

し

九
条
は
日
本
の
防
衛
の
手
足
を
縛
り
、
日
本
の
誇
り
を
瞳
め
て
い
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る
と
も
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
。

こ
の
種
の
考
え
方
は
憲
法
制
定
後
、
程
な
く
し
て
表
れ
、
一
九

五
五
年
の
自
民
党
結
党
時
の
基
本
的
な
理
念
の
一
つ
と
な
り
、
そ

の
後
も
根
強
く
支
持
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
歴
代
自
民
党
政
権

き

と

が
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
く
憲
法
改
正
を
実
際
に
企
図
し
た
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
（
最
大
の
例
外
は
、
一
九
五
六
年
に
設
置
さ
れ

た
内
閣
憲
法
調
査
会
で
あ
る
）
。

実
際
、
憲
法
の
条
文
が
簡
素
で
あ
る
こ
と
（
規
律
密
度
が
低
い

こ
と
）
や
、
最
高
裁
判
所
の
違
憲
審
査
が
活
発
で
は
な
か
っ
た
こ

と
な
ど
か
ら
、
憲
法
が
政
策
を
展
開
す
る
際
の
障
害
と
な
る
こ
と

と

ぽ

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
改
正
の
現
実
的
な
必
要
性
は
乏
し
か
っ
た
。

数
少
な
い
例
外
と
し
て
、
九
条
は
安
全
保
障
環
境
の
変
化
に
対
応

し
た
防
衛
政
策
の
展
開
に
と
っ
て
ハ
ー
ド
ル
と
な
っ
て
き
た
が
、

こ
れ
も
解
釈
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
憲
法
制
定
後
、
こ
れ
ま
で
の
あ
い
だ
、
現
実
的
な
必

要
に
基
づ
く
、
い
わ
ば
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
改
憲
論
が
強
く
主
張

さ
れ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

冷
戦
終
了
後
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
観
点
か
ら
の
改
圭
蕊
輌
の
提

案
が
民
間
を
中
心
に
な
さ
れ
た
が
、
現
実
の
政
治
課
題
と
し
て
改

憲
を
進
め
る
推
進
力
に
は
な
り
え
ず
、
こ
う
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

も
ち
え
た
の
は
、
や
は
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
改
雲
塁
噸
で
あ
っ
た
。

保
守
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
を
隠
さ
な
い
安
倍
氏
の
首
相
就
任
は
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
改
雲
塁
噸
に
と
っ
て
千
載
一
遇
の
好
機
で
あ
る
。

こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
、
安
倍
首
相
の
主
導
の
も
と
で
何
ら

か
の
改
憲
が
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
改

雲
塁
畑
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
多
か
れ
少
な
か
れ
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
た
し
か
に
、
二
○
一
二
年
の
自
民
党
改
憲
草
案
に
明
確

に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
保
守
派
の
標
的
と
す
る
憲
法
の
条
文
は

相
当
数
に
上
り
、
仮
に
改
憲
四
項
目
が
す
べ
て
実
現
し
た
と
し
て

も
、
保
守
派
が
完
全
に
満
足
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
ど
の
よ
う
な
項
目
で
あ
れ
、
改
正
が
実
現
す
る
と
い
う
こ
と

に
は
、
と
く
に
押
し
付
け
憲
法
論
と
の
関
係
で
は
象
徴
的
な
意
味

を
も
ち
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
改
憲
論
の
圧
力
を
下
げ
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
護
憲
派
に
は
、
一
度
改
憲
が
な
さ
れ
て
し
ま
う

と
、
そ
の
後
も
次
々
と
保
守
的
な
改
正
が
実
現
し
、
立
憲
主
義
の

精
神
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
が
あ
る

だ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
悲
観
的
な
シ
ナ
リ
オ
が
展
開
す
る
可
能
性

も
皆
無
で
は
な
い
。
し
か
し
、
今
日
の
日
本
社
会
で
、
そ
の
よ
う

な
可
能
性
が
相
当
程
度
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
し
、
何
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＝丑

改
憲
四
項
目
は
筋
の
良
く
な
い
も
の
だ
と
は
い
え
、
こ
れ
を
契

機
に
、
憲
法
論
あ
る
い
は
改
雲
塁
輌
と
い
え
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関

す
る
も
の
、
神
学
論
争
だ
と
い
う
認
識
が
改
ま
り
、
よ
り
プ
ラ
ク

テ
ィ
カ
ル
な
観
点
か
ら
の
も
の
に
移
行
す
る
こ
と
が
強
く
期
待
さ

れ
る
。
と
い
う
の
は
、
憲
法
は
、
そ
の
国
の
「
国
柄
」
、
基
本
原

理
を
定
め
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
側
面
は
あ
り
つ
つ
も
、

よ
り
も
、
こ
う
し
た
危
倶
を
理
由
に
一
切
の
憲
法
改
正
塾
哩
譲
を
拒

む
琴
裁
力
が
、
社
会
的
な
説
得
力
を
失
っ
て
い
る
現
状
を
直
視
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
改
憲
論
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
塞
窒
忠
論

を
生
み
出
し
て
憲
法
塾
塑
譲
が
硬
直
化
し
た
結
果
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ

ル
な
憲
法
論
が
封
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
っ
と
目
を
向

け
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
な
改
憲
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
硬
直
的
な

構
図
が
多
少
な
り
と
も
変
化
し
、
憲
法
藝
塑
謡
が
新
た
な
ス
テ
ー
ジ

に
入
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
方
向
に

向
か
う
よ
う
な
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。

プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
憲
法
論
に
向
け
て

政
治
の
ル
ー
ル
や
国
家
と
個
人
と
の
関
係
の
基
本
を
定
め
る
と
い

う
側
面
が
む
し
ろ
重
要
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
他
の
あ
ら
ゆ
る

法
律
と
同
様
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
性
格
を
本
来
も
っ
て
い
る
は

ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
諸
外
国
の
憲
法
論
議
を
み
て
も
、
そ

の
焦
点
は
後
者
に
あ
り
、
民
主
主
義
の
強
化
や
個
人
の
権
利
保
障

の
強
化
な
ど
の
問
題
を
中
心
に
、
不
断
に
改
革
論
議
が
な
さ
れ
て

い
る
。
日
本
で
も
、
一
般
の
認
識
は
薄
い
と
は
い
え
、
。
プ
ラ
ク
テ
ィ

カ
ル
な
憲
法
論
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
研
究
者
や
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、

さ
ら
に
は
一
部
の
政
党
等
か
ら
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ

り
、
今
後
、
こ
う
し
た
議
論
が
も
っ
と
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

課
題
を
い
く
つ
か
示
す
と
す
れ
ば
、
一
つ
に
は
、
主
に
一
九
九

○
年
代
に
そ
れ
な
り
の
一
貫
性
を
も
っ
て
進
め
ら
れ
た
統
治
構
造

改
革
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
九
○
年
代
の
改

革
は
も
っ
ぱ
ら
法
令
改
正
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
た
め
、
こ
れ
を

憲
法
論
議
に
含
め
る
こ
と
に
違
和
感
を
も
た
れ
る
読
者
も
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
統
治
構
造
の
基
本
は
憲
法
に
定
め
ら

れ
、
そ
れ
が
法
令
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
両
者
は
一
体
で
あ
り
、
九
○
年
代
の
改
革
は
、
広
い
意
味
で

の
憲
法
論
議
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
強
化
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さ
れ
た
が
、
一
方
で
「
ね
じ
れ
国
会
」
の
問
題
な
ど
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
の
限
界
が
、
他
方
で
首
相
が
権
限
を
フ
ル
活
用
す
る
こ
と
に

対
す
る
制
度
的
な
備
え
の
脆
弱
性
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
ど
の
よ
う
に
改

革
を
進
め
る
か
、
「
統
治
機
構
改
革
２
．
０
」
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
の
問
題
は
、
一
方
で
は
統
治
の
推
進
力
と
統
制
力
を
ど
う

最
適
配
置
し
、
他
方
で
は
民
主
的
な
要
素
と
専
門
合
理
的
な
要
素

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
確
保
す
る
か
で
あ
る
。
「
ね
じ
れ
国
会
」

の
問
題
の
ほ
か
国
会
改
革
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
政

治
と
官
僚
制
と
の
仕
切
り
の
あ
り
方
、
さ
ら
に
は
、
裁
判
所
、
中

央
銀
行
、
公
共
放
送
と
い
っ
た
独
立
機
関
を
制
度
的
に
強
化
す
る

こ
と
な
ど
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。
こ
う
し
た
文
脈
で
は
、
今
回

の
参
議
院
選
挙
に
際
し
て
も
、
解
散
権
の
制
限
や
憲
法
裁
判
所
の

設
置
な
ど
が
公
約
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
提
案
こ
そ
真
剣
な
考
慮
に
値
し
よ
う
。

こ
の
他
に
も
、
二
十
一
世
紀
の
日
本
社
会
の
状
況
や
各
国
の
統

治
機
構
改
革
の
水
準
に
合
わ
せ
て
、
ど
う
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
い

く
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
各
国
で
「
代
表
制
の
危

機
」
が
叫
ば
れ
る
な
か
で
、
選
挙
以
外
に
国
民
意
思
を
反
映
す
る

回
路
を
ど
の
よ
う
に
つ
く
っ
て
い
く
か
、
財
政
や
環
境
の
問
題
も

－－

含
め
、
将
来
世
代
の
利
益
を
制
度
上
ど
の
よ
う
に
考
慮
す
べ
き

か
、
多
様
化
し
続
け
る
個
々
人
を
国
民
と
し
て
統
合
し
つ
つ
、
各

人
が
自
分
ら
し
い
人
生
を
送
れ
る
よ
う
な
枠
組
み
を
ど
う
構
想
す

る
か
等
々
に
つ
い
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
憲
法
論
議
の
改
善
に

向
け
て
、
議
論
の
場
を
設
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
た
い
。

議
論
の
枠
組
み
や
質
は
、
議
論
の
場
の
あ
り
方
に
も
左
右
さ
れ

る
。
憲
法
に
つ
い
て
は
日
本
国
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
議
論
さ
れ

る
べ
き
な
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
国
民
の
声
や
専
門
家

に
よ
る
問
題
提
起
な
ど
を
受
け
止
め
て
、
制
度
改
革
の
た
め
の
憲

法
・
法
律
の
改
正
プ
ロ
セ
ス
に
入
力
し
、
あ
る
い
は
国
民
的
な
議

か

ん

き

論
を
喚
起
す
る
場
が
、
国
の
側
に
設
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
各
省
庁
の
な
か
で
憲
法
を
そ
れ
と

し
て
所
管
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
内
閣
法

制
局
は
九
条
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
の
憲
法
解
釈
に
決
定
的
な
役

割
を
果
た
し
て
き
た
が
、
憲
法
問
題
を
包
括
的
に
所
管
し
て
い
る

わ
け
で
な
い
。
憲
法
を
所
管
す
る
省
庁
が
な
い
こ
と
は
、
議
論
の

憲
法
論
議
の
「
場
」
に
つ
い
て

Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■■■■
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前
提
と
な
る
資
料
収
集
や
、
專
門
的
な
知
見
の
提
供
と
い
っ
た
点

で
、
重
要
な
負
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
憲

法
は
省
庁
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
国
会
で
議
論
さ
れ
る
べ
き
だ
と

考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
会
の
側
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
態
勢
が

必
要
で
あ
る
。

国
会
に
お
い
て
上
記
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
場
」
に
近
い
も
の

で
あ
り
う
る
の
は
、
一
つ
は
、
衆
参
各
院
に
設
け
ら
れ
た
憲
法
審

査
会
で
あ
る
。
憲
法
審
査
会
は
、
憲
法
改
正
原
案
等
の
審
査
の
ほ

か
、
日
本
国
憲
法
の
み
な
ら
ず
そ
れ
に
「
密
接
に
関
連
す
る
基
本

法
制
」
に
つ
い
て
「
広
範
か
つ
総
合
的
に
調
査
を
行
」
な
う
こ
と

を
任
務
と
し
て
い
る
（
国
会
法
一
○
二
条
の
六
）
か
ら
で
あ
る
。

憲
法
改
正
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
先
に
み
た
よ
う
な
意
味
で
の
広

い
意
味
で
の
憲
法
の
問
題
も
含
め
て
、
海
外
諸
国
の
動
向
や
学
界

そ
の
他
国
内
で
の
問
題
提
起
を
受
け
、
現
状
を
調
査
し
論
点
を
整

理
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
改
革
案
の
問
題
提
起
を
す
る
と
い
っ
た

役
割
を
担
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
現
在
の
憲
法
審
査
会
の
そ

れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
上
記
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
う
た
め

に
は
多
く
の
課
題
が
あ
ろ
う
。
専
門
性
を
も
っ
た
ス
タ
ッ
フ
や
十

分
な
活
動
を
展
開
す
る
た
め
の
予
算
を
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
、

各
議
院
の
他
の
委
員
会
と
の
関
係
は
ど
う
か
、
党
派
的
に
利
用
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
等
々
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

も
う
一
つ
の
可
能
性
は
~
個
別
の
分
野
の
専
門
的
な
検
討
を
行

な
う
な
か
で
、
必
要
に
応
じ
て
憲
法
改
正
の
提
案
に
も
踏
み
込
む

方
法
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
各
院
の
予
算
委
員
会
で
財
政
再
建
問
題
を
議
論
す

る
な
か
で
、
財
政
均
衡
条
項
導
入
の
是
非
を
検
討
し
た
り
、
環
境

委
員
会
で
環
境
権
に
つ
い
て
議
論
し
た
り
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ

る
。
先
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
全
体
を
見
渡
し
た
議
論
が
必
要
だ

と
述
べ
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
個
々
の
委
員
会
の
場
が
ふ
さ
わ
し

い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
現
在
の
各
委
員
会
で

は
、
議
員
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
こ
の
よ
う
な
深
い
議
論
を
行
な

う
よ
う
な
状
況
に
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
自

体
、
国
会
の
機
能
不
全
の
問
題
と
し
て
憲
法
論
議
の
対
象
と
な
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。※

※

※

今
回
の
改
憲
が
実
現
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
議
論

過
程
を
通
じ
て
、
本
稿
の
後
半
で
述
べ
た
よ
う
な
問
題
点
に
光
が

当
た
り
、
憲
法
塾
塑
鐵
の
あ
り
方
を
変
え
て
い
く
必
要
性
の
認
識
が

広
が
る
こ
と
を
強
く
期
待
し
た
い
。
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