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国
政
調
査
権
の
本
質

ー
ー
ー
試
論
と
し
て
｜
｜

浅

野

善

治



は
じ
め
に

憲
法
の
定
め
る
統
治
の
機
構
に
お
け
る
国
会
の
位
置
づ
け

日
本
国
憲
法
と
国
政
調
査
権

四

ア
メ
リ
カ
の
議
会
の
国
政
調
査
権

五

日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
に
お
け
る
国
政
調
査
権
に
つ
い
て
の
考
え
方

「
審
査
の
た
め
」
の
調
査
権
と
「
調
査
の
た
め
」
の
調
査
権

-1.... ／、七

国
会
の
権
能
と
調
査
権

人

国
会
の
最
高
機
関
性

九

最
高
機
関
性
と
国
政
調
査
権
と
の
関
係

十

国
会
の
行
政
統
制
機
能
と
国
政
調
査
権
の
本
質

十

お
わ
り
に



は
じ
め
に

日
本
国
憲
法
で
は
、
第
四
章
国
会
の
章
の
第
六
十
二
条
に
「
両
議
院
は
、
各
々
国
政
に
関
す
る
調
査
を
行
ひ
、
こ
れ
に
関
し
て
、

証
人
の
出
頭
及
び
証
言
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
す
る
。
こ
う
し
た
議
会
の
調
査
権
に
つ
い
て
は
、
英
米
で

は
特
別
な
規
定
が
な
く
て
も
、
議
会
の
自
然
権
的
な
権
限
と
し
て
当
然
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
、
大
韓
民
国
憲
法
で
は
、
こ
う
し
た
議
会
の
調
査
権
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
し
、
ス
イ

ス
連
邦
憲
法
で
は
、
連
邦
議
会
の
最
高
監
督
権
と
監
督
権
の
行
使
に
対
し
守
秘
義
務
を
理
由
と
し
た
抗
弁
が
で
き
な
い
こ
と
を
規
定

し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
で
は
議
会
が
調
査
委
員
会
を
設
置
で
き
る
権
限
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
議
会

の
調
査
権
限
を
定
め
る
憲
法
の
規
定
は
、
調
査
権
限
を
議
会
の
立
法
権
の
行
使
の
た
め
の
調
査
に
限
っ
て
い
な
い
。
議
会
の
立
法
権

と
は
異
な
る
国
政
の
監
督
と
い
う
幅
広
い
範
囲
の
調
査
権
限
を
定
め
て
い
る
。

日
本
国
憲
法
が
一
条
設
け
て
両
議
院
の
国
政
調
査
権
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
意
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
日
本
国
憲
法
で
規
定

す
る
国
政
調
査
権
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
一
試
論
と
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

国政調査権の本質（浅野善治）

イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
第
八
十
二
条
一
項
は
「
各
議
院
は
、
公
共
の
利
益
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
す
る
。

広
く
「
公
共
の
利
益
に
関
す
る
事
項
」
を
調
査
対
象
事
項
と
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（

2
）
大
韓
民
国
憲
法
第
六
十
一
条
一
項
は
「
国
会
は
、
国
政
を
監
督
す
る
か
、
ま
た
は
特
定
の
国
政
事
案
に
対
し
て
、
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
必
要
な
書
類
の
提
出
ま
た
は
証
人
の
出
席
、
証
言
及
び
意
見
の
陳
述
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
す
る
。
「
国
政
を
監
督
す
る
」
た

め
の
調
査
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ス
イ
ス
連
邦
憲
法
第
百
六
十
九
条
一
項
は
連
邦
議
会
の
最
高
監
督
権
に
つ
い
て
「
連
邦
議
会
は
、
連
邦
参
事
会
、
連
邦
行
政
部
、
連
邦
裁
判
所

3 
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そ
の
他
の
連
邦
官
庁
及
び
そ
の
職
員
に
対
し
、
最
高
監
督
権
を
行
使
す
る
。
」
と
定
め
る
と
と
も
に
、
同
条
二
項
で
は
「
法
律
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い

る
監
督
委
員
会
の
特
別
小
委
員
会
に
対
し
て
は
、
守
秘
義
務
を
理
由
と
す
る
い
か
な
る
抗
弁
も
で
き
な
い
。
」
と
規
定
す
る
。
議
会
が
他
の
国
会
機
関

を
監
督
す
る
た
め
の
強
力
な
調
査
権
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
第
四
十
四
条
一
項
は
「
連
邦
議
会
は
、
公
開
の
議
事
に
お
い
て
必
要
な
証
拠
を
取
り
調
べ
る
調
査
委
員
会
を
設
置

す
る
権
利
を
有
し
、
議
員
の
四
分
の
一
の
申
し
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
設
置
す
る
義
務
を
負
う
。
公
開
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規

定
し
、
同
条
三
項
は
「
裁
判
所
及
び
行
政
官
庁
は
、
法
律
上
及
び
職
務
上
の
援
助
を
す
る
義
務
を
負
う
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
少
数
者
に

よ
る
議
会
の
政
府
・
行
政
に
対
す
る
統
制
の
発
動
を
確
保
す
る
規
定
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。

（
5
）
国
政
調
査
権
に
関
す
る
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
特
に
孝
忠
延
夫
「
国
政
調
査
権
の
研
究
』
（
一
九
九

O
年
）
、
浅
野
一
郎
『
議
会
の
調
査
権
」

（
一
九
八
三
年
）
、
猪
股
弘
貴
『
国
政
調
査
権
と
司
法
審
査
」
（
三

O
O
七
年
）
、
芦
部
信
喜
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
院
の
国
政
調
査
権
（
l
）
（
2
・

完
）
」
国
会
学
会
雑
誌
六
十
七
巻
三
・
四
号
（
一
九
五
三
年
）
、
同
六
十
八
巻
三
・
四
号
（
一
九
五
四
年
）
、
同
「
議
院
の
国
政
調
査
権
（
l
）
（
2
・

完
）
｜
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
そ
の
発
展
と
法
理
」
国
会
学
会
雑
誌
六
十
八
巻
三
・
四
号
（
一
九
五
四
年
）
、
同
十
一
・
十
二
号
（
一
九
五
五
年
）
（
後

に
「
議
員
の
国
政
調
査
権
」
と
改
題
し
『
憲
法
と
議
会
政
」
（
一
九
七
一
年
）
に
収
録
）
が
参
考
に
な
る
。

126 

慶鷹の法律学

憲
法
の
定
め
る
統
治
の
機
構
に
お
け
る
国
会
の
位
置
づ
け

ま
ず
、
国
政
調
査
権
を
行
使
す
る
各
議
院
に
よ
り
組
織
さ
れ
る
国
会
に
つ
い
て
、
統
治
の
機
構
に
お
い
て
憲
法
が
ど
の
よ
う
な
機

能
を
持
つ
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
の
か
考
察
し
た
い
。

憲
法
の
前
文
で
は
国
民
主
権
を
宣
言
し
て
い
る
が
、
「
日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行

動
」
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
そ
の
国
会
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
三
条
一
項
で
「
両
議
院
は
、
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ

た
議
員
で
こ
れ
を
組
織
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
憲
法
上
は
、
国
会
は
、
国
民
の
代
表
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
主
権



者
た
る
国
民
の
意
思
は
、
国
会
に
お
け
る
代
表
者
の
意
思
を
通
し
て
表
す
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
国
民
の
意
思
と

国
会
の
意
思
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
う
し
た
国
民
の
代
表
機
関
と
い
う
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
国

政
が
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
正
当
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う

し
た
意
味
に
お
い
て
、
国
会
の
意
思
は
、
代
表
者
を
通
じ
て
示
さ
れ
て
い
る
国
民
の
意
思
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
、
国
民
が
直

接
に
そ
の
意
思
を
表
す
こ
と
に
代
え
て
国
民
の
意
思
を
国
政
に
反
映
さ
せ
る
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
的
な
意
味
は
持
つ
も
の
で
は
な
い
が
国
民
の
意
思
を
代
替
す
る
機
関
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
憲
法
改
正
に
つ

い
て
定
め
る
憲
法
第
九
十
六
条
一
項
が
「
こ
の
憲
法
の
改
正
は
、
各
議
院
の
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
で
、
国
会
が
、
こ
れ

を
発
議
し
、
国
民
に
提
案
し
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
主
権
者
た
る
国
民
が
直
接
権
限
を
行
使
す
る
憲
法

改
正
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
原
案
の
発
議
権
を
国
会
に
付
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。

さ
ら
に
、
憲
法
は
、
国
会
の
地
位
に
つ
い
て
「
国
会
は
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
っ
て
、
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
」
（
第

国政調査権の本質（浅野善治）

四
十
一
条
）
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
「
国
権
の
最
高
機
関
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
国
家
法
人
説
を
前
提
に
し
た
統
括
機
関
説
と
、

そ
の
法
的
意
味
を
否
認
し
、
法
的
に
意
味
を
持
た
ず
国
民
の
代
表
機
関
と
し
て
国
政
の
中
心
的
地
位
を
占
め
る
重
要
な
国
家
機
関
で

あ
る
こ
と
を
政
治
的
に
強
調
し
た
も
の
と
す
る
政
治
的
美
称
説
、
政
治
的
美
称
説
が
政
治
的
宣
言
と
す
る
こ
と
を
修
正
し
て
積
極
的

意
味
を
持
た
せ
る
最
高
責
任
地
位
説
及
び
総
合
調
整
機
能
説
が
あ
る
。
通
説
的
見
解
は
政
治
的
美
称
説
を
と
る
が
、
国
会
を
立
法
機

関
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
憲
法
が
国
会
に
与
え
て
い
る
機
能
を
総
合
的
に
捉
え
、
そ
の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
し
た
上
で

統
治
に
お
け
る
国
会
の
地
位
を
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
は
国
政
調
査
権
の
本
質
と
深
く
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、

あ
と
で
詳
述
す
る
。
ま
た
、
第
四
十
一
条
は
「
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
し
て
立
法
権
に
つ
い
て
の
国
会
中
心
立
法
の
原
則
及
び

国
会
単
独
立
法
の
原
則
を
定
め
て
い
る
。
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憲
法
第
六
十
七
条
一
項
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
を
国
会
の
権
限
と
し
て
定
め
て
い
る
。
こ
の
指
名
に
基
づ
き
天
皇
が
内
閣
総
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理
大
臣
を
任
命
し
、
そ
の
内
閣
総
理
大
臣
が
閣
僚
を
任
命
す
る
。
ま
た
、
第
六
十
九
条
で
は
こ
う
し
て
創
り
出
さ
れ
た
内
閣
の
意
思

と
衆
議
院
の
意
思
と
が
大
き
く
異
な
り
、
衆
議
院
が
内
閣
不
信
任
決
議
を
可
決
し
た
場
合
に
は
、
内
閣
は
衆
議
院
の
解
散
か
内
閣
の

総
辞
職
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
衆
議
院
の
解
散
を
選
択
し
た
場
合
で
も
、
衆
議
院
が
新
し
い
議
員

で
組
織
さ
れ
た
後
に
は
内
閣
は
総
辞
職
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
内
閣
は
国
会
の
意
思
、
衆
参
の
意
思
が
異
な
る
場
合
は
衆
議

128 
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院
の
意
思
を
基
礎
と
し
て
成
立
・
存
続
す
る
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
憲
法
は
国
会
に
政
権
を
創
出
し
、
存
続
さ

せ
る
機
能
を
与
え
て
い
る
。

憲
法
第
六
十
六
条
三
項
で
は
、
内
閣
は
そ
の
行
政
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
国
会
に
対
し
、
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
を
定
め
て

お
り
、
国
会
は
、
そ
の
意
思
で
創
り
出
し
た
内
閣
の
行
政
権
の
行
使
に
つ
い
て
監
督
し
、
必
要
な
ら
ば
い
つ
で
も
責
任
を
追
及
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
内
閣
の
行
政
権
の
行
使
に
つ
い
て
事
後
的
に
審
査
し
、
批
判
す
る
国
会
の
機
能
は
、
行
政
監

督
機
能
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

憲
法
は
こ
の
ほ
か
に
も
国
会
に
重
要
な
機
能
を
付
与
し
て
い
る
。
第
七
章
と
し
て
財
政
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭

に
、
国
の
財
政
を
処
理
す
る
権
限
は
国
会
の
議
決
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
第
八
十
三
条
）
を
財
政
処
理
の
基
本
原
則

と
し
て
規
定
す
る
と
と
も
に
、
課
税
は
法
律
又
は
法
律
の
定
め
る
条
件
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
こ
と
（
第
八
十
四
条
）
、
国
費
を

支
出
し
、
又
は
国
が
債
務
を
負
担
す
る
に
は
、
国
会
の
議
決
に
基
づ
く
こ
と
を
必
要
と
す
る
こ
と
（
第
八
十
五
条
）
を
規
定
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
財
政
に
関
す
る
基
本
原
則
と
し
て
国
会
の
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
課
税
に
つ
い
て
も
国
の
支

出
に
つ
い
て
も
国
会
の
定
め
る
法
律
あ
る
い
は
国
会
の
議
決
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
国
会
の
重
要
な
機
能
と
し
て

財
政
決
定
機
能
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
権
創
出
機
能
、
行
政
監
督
機
能
及
び
財
政
決
定
機
能
は
、
憲
法
が
国
民
代
表
機
関
と
し
て
の
国
会
を
通
じ
て
国
民

の
意
思
に
従
っ
た
執
政
を
行
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。



し
か
し
、
憲
法
は
司
法
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
行
政
権
と
の
関
係
に
お
け
る
国
会
の
権
限
の
行
使
と
は
異
な
っ
た
定
め
を
設

け
て
い
る
。
裁
判
官
の
弾
劾
に
つ
い
て
は
、
国
会
が
自
ら
直
接
弾
劾
に
つ
い
て
裁
判
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
せ
ず
、
裁
判
官
の
弾
劾

裁
判
を
行
う
弾
劾
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
国
会
は
弾
劾
裁
判
所
を
設
置
す
る
権
限
の
み
を
有
し
、
国
会
に
よ
っ
て

設
置
さ
れ
た
弾
劾
裁
判
所
が
国
会
の
機
関
と
し
て
で
は
な
く
、
独
立
し
た
機
関
と
し
て
権
限
を
行
使
す
る
。
憲
法
第
七
十
九
条
は
、

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
国
民
が
直
接
審
査
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
裁
判
官
は
憲
法
及
び
国
会
の
制
定
し
た
法

律
の
み
に
拘
束
さ
れ
、
独
立
し
て
職
権
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
司
法
権
と
の
関
係
で
は
、
そ
れ
以
外
の
点
に
つ
い
て
は
、
国

会
を
国
民
代
表
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
国
会
を
通
じ
て
国
民
の
意
思
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
国
会
の
機
能
は
、
む
し
ろ
制
限
的
に
考

え
て
い
る
と
い
え
る
。

日
本
国
憲
法
と
国
政
調
査
権

国政調査権の本質（浅野善治）

憲
法
で
は
、
こ
の
よ
う
に
国
会
を
国
民
の
代
表
機
関
と
し
、
多
く
の
機
能
を
付
与
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
六
十
二
条
に
「
両
議

院
は
、
各
々
国
政
に
関
す
る
調
査
を
行
ひ
、
こ
れ
に
関
し
て
、
証
人
の
出
頭
及
び
証
言
並
び
に
記
録
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
」
と
規
定
し
、
多
く
の
機
能
を
付
与
さ
れ
た
国
会
を
構
成
す
る
衆
参
両
議
院
に
、
国
政
に
関
す
る
調
査
を
行
う
権
限
を
付
与

し
て
い
る
。
統
治
の
機
構
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
る
国
会
の
両
議
院
に
国
政
に
関
す
る
調
査
の
権
限
を
与
え
る
こ
と
と

し
て
い
る
憲
法
に
お
け
る
国
政
調
査
権
に
つ
い
て
の
考
え
方
及
び
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
国
政
調
査
権
を
巡
る
議
論
は
、
国
政
調
査
権
の
行
使
の
限
界
に
関
す
る
議
論
の
前
提
と
し
て
、
調
査
権
の
性
質
は
国

会
の
補
助
的
権
能
か
独
立
権
能
か
と
い
う
形
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
調
査
権
の
性
質
を
巡
る
両
説
は
、
学
説
の
議
論
が
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交
わ
さ
れ
る
前
に
実
務
に
お
け
る
対
立
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
間
も
な
い
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
四



九
年
に
か
け
て
、
参
議
院
法
務
委
員
会
と
最
高
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
の
中
に
こ
の
両
者
の
考
え
方
を
示
し
て
対
立
し
た
。
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そ
の
対
立
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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一
九
四
八
年
七
月
に
子
を
殺
し
て
自
首
し
た
母
親
に
対
し
懲
役
三
年
執
行
猶
予
三
年
の
刑
に
処
す
る
と
す
る
判
決
が
浦
和
地
方
裁

判
所
に
よ
り
下
さ
れ
確
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
参
議
院
法
務
委
員
会
は
「
検
察
及
び
裁
判
の
運
営
等
に
関
す
る
調
査
」
を
行
う
こ

と
を
決
議
し
、
そ
の
調
査
に
お
い
て
被
告
人
で
あ
っ
た
者
や
そ
の
他
の
者
を
証
人
と
し
て
証
言
を
求
め
、
担
当
裁
判
官
に
つ
い
て
も

文
書
で
回
答
を
求
め
た
。
そ
し
て
翌
一
九
四
九
年
三
月
に
「
浦
和
地
方
裁
判
所
の
三
裁
判
官
が
本
件
犯
罪
に
対
し
て
な
し
た
量
刑
は

当
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
」
旨
の
決
議
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
最
高
裁
判
所
は
、
同
年
五
月
、
裁
判
官
会
議
を
聞
き
、

参
議
院
に
、
国
政
調
査
権
は
「
国
会
又
は
各
議
院
が
憲
法
上
与
え
ら
れ
て
い
る
立
法
権
・
予
算
審
議
権
等
の
適
法
な
権
限
を
行
使
す

る
に
あ
た
り
、
そ
の
必
要
な
資
料
を
収
集
す
る
た
め
の
補
充
的
権
限
に
他
な
ら
な
い
」
「
個
々
の
具
体
的
裁
判
に
つ
い
て
事
実
認
定

若
し
く
は
量
刑
等
の
当
否
を
審
査
批
判
し
、
又
は
司
法
権
に
対
し
指
摘
勧
告
す
る
等
の
目
的
を
以
て
行
動
に
及
ん
だ
こ
と
は
、
司
法

権
の
独
立
を
侵
害
し
、
ま
さ
に
憲
法
上
国
会
に
許
さ
れ
た
国
政
に
関
す
る
調
査
権
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
措
置
と
謂
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
申
し
入
れ
抗
議
し
た
。
こ
れ
を
受
け
た
参
議
院
法
務
委
員
会
は
、
す
ぐ
に
委
員
長
が
「
司
法
権
の
独
立
と
抵
触
す
る
も
の

で
は
な
い
」
「
最
高
裁
が
訴
訟
外
で
憲
法
問
題
に
つ
き
、
そ
の
意
見
を
発
表
し
た
こ
と
は
越
権
」
で
あ
る
と
す
る
談
話
を
出
す
と
と

も
に
、
法
務
委
員
会
は
「
国
会
は
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
り
、
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
こ
と
は
、
憲
法
の
明
定
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
第
六
十
二
条
の
国
会
の
国
政
調
査
権
は
、
単
に
立
法
準
備
の
た
め
の
み
な
ら
ず
国
政
の
一
部
門
た
る

司
法
の
運
営
に
関
し
、
調
査
批
判
す
る
等
、
国
政
全
般
に
亙
っ
て
調
査
で
き
る
独
立
の
権
能
で
あ
る
」
と
す
る
声
明
書
を
決
議
し
た
。

こ
う
し
た
議
論
が
示
す
よ
う
に
補
助
的
権
能
H
国
政
調
査
権
は
制
限
的
、
独
立
権
能
H
国
政
調
査
権
は
非
制
限
的
と
い
う
枠
組
み

で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
国
政
調
査
権
の
性
質
は
、
そ
の
限
界
と
の
関
連
で
議
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
国

会
の
統
治
の
機
構
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
そ
の
位
置
づ
け
に
基
づ
く
機
能
を
果
た
す
上
で
の
本
質
的
な
権
限
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い



う
点
か
ら
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

6 

芦
部
信
喜
教
授
は
、
調
査
権
の
本
質
は
そ
の
範
囲
と
限
界
を
確
定
す
る
前
提
を
な
す
と
し
、
補
助
的
権
能
で
あ
る
と
す
る
。
『
憲
法
と
議
会
政
』

（
一
九
七
一
年
）
一
五
一
頁
。
そ
の
ほ
か
の
補
助
的
権
能
説
に
つ
い
て
は
、
浅
野
・
前
掲
注
（
5
）
六
七
頁
以
下
参
照
。
独
立
権
能
説
と
し
て
は
、

佐
々
木
惣
一
「
国
会
の
最
高
機
関
性
」
同
編
『
人
間
生
活
と
法
及
び
政
治
』
（
一
九
四
九
年
）
六
三
頁
以
下
。
そ
の
ほ
か
の
独
立
権
能
説
に
つ
い
て
は
、

浅
野
・
前
掲
注
（
5
）
六
三
頁
以
下
参
照
。

（
7
）
一
九
四
八
年
一

O
月
一
七
日
決
議
。
参
議
院
は
こ
の
調
査
に
先
立
ち
、
一
九
四
八
年
五
月
一
六
日
に
参
議
院
司
法
委
員
会
が
「
裁
判
官
の
刑
事

事
件
不
当
処
理
等
に
関
す
る
調
査
」
を
行
う
こ
と
を
決
議
し
調
査
を
開
始
し
た
。
こ
の
調
査
の
目
的
は
司
法
の
運
営
を
調
査
批
判
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
と
い
え
る
。
日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
当
初
に
お
い
て
は
国
政
調
査
権
に
基
づ
く
調
査
活
動
が
極
め
て
活
発
で
あ
っ
た
。

（
8
）
当
該
委
員
会
の
議
長
へ
の
報
告
に
は
、
裁
判
官
が
「
封
建
的
思
想
に
基
い
て
」
裁
判
を
行
っ
た
旨
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
。

（
9
）
こ
れ
に
先
立
ち
、
最
高
裁
判
所
は
宮
沢
俊
義
、
団
藤
重
光
に
委
嘱
し
て
、
国
政
調
査
権
と
司
法
権
の
独
立
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
て
い
る
。
最

高
裁
判
所
事
務
局
刑
事
部
「
刑
事
裁
判
資
料
第
五
号
l
国
会
の
国
政
調
査
権
に
関
す
る
問
題
』
（
一
九
四
八
年
）
に
宮
津
俊
義
「
日
本
国
憲
法
第
六
二

条
の
議
院
の
調
査
権
と
司
法
権
の
独
立
と
の
関
係
」
、
団
藤
重
光
「
国
会
の
国
政
調
査
権
の
範
囲
｜
と
く
に
司
法
権
と
の
関
係
に
着
服
し
て
」
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。

国政調査権の本質（浅野善治）

四

ア
メ
リ
カ
の
議
会
の
国
政
調
査
権

日
本
国
憲
法
の
国
政
調
査
権
に
関
す
る
規
定
の
立
案
の
過
程
で
は
、

ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
諸
外
国
に
お
け
る
議
会
の
調
査
権
に
つ

い
て
の
考
え
方
が
参
考
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
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ア
メ
リ
カ
憲
法
に
は
、
議
会
の
両
院
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
に
国
政
に
関
す
る
調
査
権
を
付
与
す
る
明
文
の
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
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い
。
し
か
し
、
植
民
地
時
代
か
ら
国
民
を
代
表
す
る
議
会
に
は
、
議
員
の
特
権
及
び
議
院
の
侮
辱
誹
誇
か
ら
の
自
由
を
侵
害
す
る
行

為
と
正
当
な
理
由
が
な
く
議
会
か
ら
の
証
人
の
出
頭
、
証
言
及
び
文
書
の
提
出
の
要
求
を
拒
絶
す
る
行
為
を
処
罰
す
る
権
限
が
、
侮

辱
処
罰
権
と
し
て
、
慣
習
法
上
の
固
有
の
権
限
と
し
て
備
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
英
国
議
会
の
同
様
の
権
利

の
行
使
が
慣
習
と
し
て
英
国
裁
判
所
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
り
、
憲
法
議
会
以
来
、
伝
統
の
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一
部
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

合
衆
国
最
高
裁
判
所
も
議
会
の
こ
の
よ
う
な
権
限
を
、
合
衆
国
議
会
の
立
法
権
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
憲
法
第
一
条
の
一
切
の

立
法
権
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
認
め
て
い
る
。
議
会
の
権
限
に
含
ま
れ
る
権
限
で
あ
る
か
ら
、
判
例
に
お
い
て
は
「
目
的
を
効
果

あ
ら
し
め
る
の
に
最
小
限
度
許
さ
れ
る
権
利
」
と
か
「
本
来
立
法
部
の
義
務
遂
行
を
妨
害
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
不
可
能
に
す
る
行
為
、

及
び
立
法
部
が
そ
の
諸
機
能
を
遂
行
す
る
た
め
に
強
制
す
る
固
有
の
権
限
を
持
つ
事
項
を
な
す
き
い
そ
れ
を
拒
否
す
る
行
為
、
を
予

防
す
る
権
利
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、
議
会
の
事
項
調
査
に
つ
い
て
の
必
要
性
を
認
め
、
特
別
な
調
査
権
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

は
な
く
、
議
会
が
権
限
を
行
使
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
権
限
行
使
が
十
全
な
も
の
と
な
る
よ
う
妨
害
を
排
除
す
る
権
限
を
認
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
権
限
行
使
に
つ
い
て
の
妨
害
を
排
除
し
機
能
を
十
全
に
遂
行
す
る
べ
き
議
会
権
限
と
し
て
立
法
権
が
あ
り
、

そ
の
立
法
権
の
範
囲
の
中
に
は
立
法
の
た
め
に
必
要
と
な
る
調
査
が
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
特
別
に
議
会
の
調

査
権
限
を
認
め
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

当
初
は
議
会
に
よ
っ
て
完
結
す
る
侮
辱
処
罰
を
認
め
て
い
た
が
、
議
会
に
よ
る
侮
辱
処
罰
手
続
が
時
間
の
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た

た
め
、
一
八
五
七
年
に
合
衆
国
議
会
は
合
衆
国
裁
判
所
に
お
け
る
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
侮
辱
処
罰
を
規
定
す
る
法

律
を
制
定
し
て
い
る
。
侮
辱
が
制
定
法
違
反
と
し
て
有
罪
と
さ
れ
る
要
件
と
し
て
は
、
①
そ
の
議
会
侮
辱
が
行
わ
れ
た
調
査
は
正
当

な
立
法
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
補
助
的
性
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
②
そ
の
調
査
を
行
う
委
員
会
は
問
題
と
な
っ
た
特
別



の
調
査
を
行
う
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
③
答
弁
を
拒
ま
れ
た
質
問
ま
た
は
提
出
を
要
求
さ
れ
た
書
類
の

性
質
は
授
権
さ
れ
た
調
査
と
の
関
係
で
適
切
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
④
答
弁
拒
絶
は
故
意
に
な
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

の
四
つ
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ら
な
い
こ
と
、

議
会
の
本
来
的
な
権
限
の
行
使
に
当
然
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
本
来
の
権
限
の
行
使
に
必
要
な
自
己
防
衛
の
た
め
の
権
限
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
議
会
の
調
査
権
は
、
議
会
の
権
限
に
当
然
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
調
査
は
、
判
例
は

「
明
規
の
権
限
を
実
効
あ
ら
し
め
る
の
に
必
要
か
つ
適
切
な
も
の
」
（
マ
ッ
グ
レ
イ
ン
対
ド
ハ
テ
ィ
事
件
）
に
限
ら
れ
る
と
す
る
。
と
こ

ろ
が
合
衆
国
憲
法
は
、
議
会
の
行
政
監
督
権
を
明
文
上
は
認
め
て
い
な
い
。

委
員
会
に
よ
る
調
査
権
は
行
政
部
の
責
任
を
追
及
す
る
手
段
と
し
て
発
達
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
行
政
部
の
責
任
追
及
の
調
査

に
つ
い
て
は
議
会
の
憲
法
上
の
権
限
は
及
ん
で
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
行
政
部
の
責
任
追
及
に
つ
い
て
も
議
会
の
権
限

に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
有
力
な
考
え
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ィ
と
国
民
主
権
の

全
理
論
に
内
含
さ
れ
て
い
る
と
し
て
公
衆
に
報
道
す
る
と
い
う
目
的
で
調
査
権
を
行
使
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
報
道
作

用
を
議
会
の
新
し
い
独
立
の
権
能
と
し
て
位
置
づ
け
そ
れ
を
目
的
と
し
た
調
査
権
の
行
使
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

国政調査権の本質（浅野善治）

こ
う
し
た
報
道
目
的
の
調
査
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
権
能
を
背
景
に
調
査
は
無
制
限
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
「
明
規

の
権
限
を
実
効
的
に
行
使
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
も
の
に
限
ら
れ
る
」
と
す
る
判
例
の
考
え
方
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
行

政
監
督
を
目
的
と
す
る
調
査
権
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
認
め
る
有
力
な
積
極
説
が
あ
る
が
、
判
例
は
認
め
な
い
（
マ
ツ
グ
レ
イ
ン
対

ド
ハ
テ
ィ
事
件
）
。

そ
こ
で
行
政
監
督
を
目
的
と
す
る
調
査
に
つ
い
て
も
立
法
権
の
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
。
立
法
目
的

が
決
議
に
明
白
に
表
明
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
将
来
の
立
法
の
助
け
に
な
る
と
理
論
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
適
法
と
し
、
行
政
監
督
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の
た
め
の
調
査
を
事
実
上
認
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
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結
局
、
調
査
権
は
、
議
会
の
憲
法
上
の
権
限
の
行
使
を
実
行
あ
ら
し
め
る
も
の
に
限
ら
れ
る
が
、
議
会
の
立
法
権
は
き
わ
め
て
広

汎
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
考
え
う
る
最
大
限
の
範
囲
の
対
象
に
及
ぶ
。
調
査
授
権
の
決
議
に
立
法
目
的
が
明
示
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、

決
議
の
本
文
か
ら
明
瞭
に
立
法
目
的
が
推
定
さ
れ
れ
ば
適
法
で
あ
る
（
マ
ッ
グ
レ
イ
ン
対
ド
ハ
テ
ィ
事
件
）
し
、
立
法
が
好
ま
し
く
な

い
と
い
う
結
果
が
出
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
適
法
で
あ
る
（
シ
ン
ク
レ
ア
対
合
衆
国
事
件
）
。
調
査
の
目
的
が
立
法
及
び
そ
の
他
の
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活
動
の
基
礎
と
し
て
の
必
要
な
情
報
の
蒐
集
で
あ
れ
ば
、
そ
の
他
の
活
動
が
憲
法
上
な
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
実
が
あ
っ
て

も
、
調
査
を
無
効
に
し
な
い
（
マ
ツ
グ
レ
イ
ン
対
ド
ハ
テ
ィ
事
件
）
。
こ
の
よ
う
に
立
法
過
程
に
関
連
す
る
限
り
、
調
査
は
す
べ
て
適

法
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
行
政
各
部
の
調
査
を
行
う
場
合
、
立
法
目
的
の
た
め
の
調
査
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
立
法

の
意
図
が
明
示
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
か
又
は
含
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
立
法
者
の
希
望
す
る
限
り
広
範
な
対
象
に
及
ぶ
と
さ
れ
て

い
る
。ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
議
会
の
調
査
権
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
議
会
の
持
つ
立
法
権
に
伴
う
当
然
に
必
要
と
な
る
権
限
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
調
査
権
は
立
法
権
の
及
ば
な
い
範
囲
で
は
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
考
え
方
か
ら
、
委
員
会
の
調
査
権
が
行
政
部
の
政
府
の
責
任
追
及
の
手
段
と
し
て
発
達
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
議

会
の
行
政
監
督
の
た
め
の
調
査
権
行
使
は
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
例
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

行
政
監
督
の
た
め
の
調
査
権
を
事
実
上
認
め
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
議
会
の
調
査
権
の
行
使
は
立
法
権
の
行
使
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
る
の
で
あ
る
。

議
会
に
よ
り
強
制
的
な
措
置
を
使
っ
て
許
さ
れ
る
調
査
と
許
さ
れ
な
い
調
査
と
を
立
法
権
の
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
り
区
別

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
政
調
査
権
の
性
格
が
議
会
の
有
す
る
権
限
の
行
使
の
際
の
妨
害
を
排
除
す
る
権
限
を
本
質
と
し
て

い
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
る
こ
と
と
す
る
と
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
、
立
法
権
に
つ
い
て
国
会
中
心
立
法
の
原
則
及
び
国
会
単



独
立
法
の
原
則
を
明
確
に
定
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
立
法
権
を
行
使
す
る
に
伴
い
必
要
と
な
る
国
政
調
査
に
つ
い
て
は
、
こ
と
さ
ら
に

特
別
な
権
限
と
し
て
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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五

日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
に
お
け
る
国
政
調
査
権
に
つ
い
て
の
考
え
方

国政調査権の本質（浅野善治）

日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
に
お
い
て
、
統
治
の
機
構
に
お
け
る
国
会
の
位
置
づ
け
及
び
国
会
の
国
政
調
査
権
の
行
使
が
ど
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
検
証
す
る
。

わ
が
国
で
憲
法
に
国
政
調
査
権
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
た
の
は
、
日
本
国
憲
法
が
初
め
て
で
あ
る
。
明
治
憲
法
に
は
こ
の
よ
う

な
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
明
治
憲
法
下
の
議
会
の
手
続
等
を
定
め
た
議
院
法
に
は
、
政
府
に
対
す
る
質
問
権
（
第
十
条
）
や
委
員
会

の
政
府
委
員
に
対
す
る
説
明
要
求
権
（
第
四
十
四
条
）
な
ど
の
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
議
院
の
国
政
調
査
権
を
定
め
た
規
定
と
理

解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
帝
国
議
会
に
お
い
て
も
憲
法
上
の
規
定
は
な
く
て
も
国
政
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
は
で
き
る
と
考
え

13う



ら
れ
て
い
た
。
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し
か
し
、
議
院
法
で
は
、
各
議
院
は
人
民
に
向
か
っ
て
告
示
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
第
七
十
二
条
）
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
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し
、
審
査
の
た
め
に
人
民
を
召
喚
し
、
議
員
を
派
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
第
七
十
三
条
）
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
官
庁
や
地
方

議
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
各
議
院
は
国
務
大
臣
及
び
政
府
委
員
の
ほ
か
に
は
照
会
往
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
第
七
十
五
条
）

こ
と
と
さ
れ
て
い
た
し
、
必
要
な
報
告
や
文
書
を
求
め
て
も
政
府
が
秘
密
に
渉
る
も
の
と
認
め
た
場
合
に
は
要
求
に
応
ず
る
必
要
は

な
い
（
第
七
十
四
条
）
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

明
治
憲
法
下
の
議
院
の
国
政
調
査
権
は
、
こ
の
よ
う
に
行
政
権
優
位
の
中
で
限
定
的
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
な
調

査
権
が
付
与
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
憲
法
下
に
お
い
て
も
英
仏
で
は
議
会
が
憲
法
上
の
規
定
な
く
調
査

権
を
持
つ
こ
と
は
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
が
議
会
の
調
査
権
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
と
の
比
較
に
お
い
て
、
憲
法

上
の
規
定
が
な
く
、
調
査
権
の
範
囲
も
狭
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
明
治
憲
法
の
構
造
を
日
本
国
憲
法
は
、
議
会
中
心
の
民
主
的
構
造
に
改
め
る
も
の
で
あ
り
、
議
会
の
国
政
調
査
権
の

規
定
の
明
文
化
に
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
り
、
日
本
国
の
最
終
的
な
政
治
形
態
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
従
い
、
日
本
国
民
の
自
由
に
表
明
す
る

意
思
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
日
本
の
統
治
権
は
連
合
国
最
高
司
令
官
に
服
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
日
本
の
政
治
形
態
に
つ
い
て
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
議
論
の
一
致
す
る
点
は
国
会
の
地

位
及
び
権
能
を
強
化
す
べ
し
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

天
皇
の
地
位
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
議
論
と
と
も
に
国
会
の
地
位
・
権
能
を
い
か
に
強
化
す
る
か
と
い
う
観
点
か

ら
様
々
な
考
え
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
側
の
検
討
は
天
皇
に
主
権
を
残
し
た
ま
ま
で
の
改
革
を
め
ざ
す
も
の

で
あ
っ
た
た
め
に
、

マ
ッ
カ

l
サ
l
草
案
が
一
不
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
連
合
国
総
司
令
部
で
の
検
討
は
、
天
皇
制
は
維
持
す
る
と



し
で
も
天
皇
は
主
権
者
で
は
な
く
、
主
権
は
国
民
に
あ
る
と
し
、
議
会
が
最
高
の
地
位
を
占
め
る
イ
ギ
リ
ス
型
の
制
度
を
モ
デ
ル
に

日
本
国
の
政
治
形
態
を
考
え
て
い
た
。

日
本
国
憲
法
制
定
の
際
に
マ
ッ
カ

l
サ
ー
か
ら
示
さ
れ
た
憲
法
草
案
に
は
、
国
会
は
「
国
家
ノ
権
力
ノ
最
高
ノ
機
関
」
と
す
る
規

定
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
、

マ
ッ
カ

1
サ
l
憲
法
草
案
に
お
け
る
国
政
調
査
権
に
関
す
る
規
定
は
、
「
国
会
ハ
調
査
ヲ
行
ヒ
証
人
ノ

出
頭
及
証
言
供
述
並
ニ
記
録
ノ
提
出
ヲ
強
制
シ
且
之
ニ
応
セ
サ
ル
者
ヲ
処
罰
ス
ル
権
限
ヲ
有
ス
ヘ
シ
」
（
第
五
十
四
条
）
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
司
法
の
章
に
は
、
「
最
高
法
院
ハ
最
終
裁
判
所
ナ
リ
法
律
、
命
令
、
規
則
又
ハ
官
憲
ノ
行
為
ノ
憲
法
上
合
法
ナ
リ
ヤ
否

ヤ
ノ
決
定
カ
問
題
ト
為
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
憲
法
第
三
章
ニ
基
ク
又
ハ
関
聯
ス
ル
有
ラ
ユ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
最
高
法
院
ノ
判
決
ヲ
以
テ
最

終
ト
ス
法
律
、
命
令
、
規
則
又
ハ
官
憲
ノ
行
為
ノ
憲
法
上
合
法
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
ノ
決
定
カ
問
題
ト
為
リ
タ
ル
其
ノ
他
有
ラ
ユ
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ
国
会
ハ
最
高
法
院
ノ
判
決
ヲ
再
審
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
（
第
七
十
三
条
）
と
し
て
最
高
法
院
の
判
決
に
対
し
て
国
会
が
再
審
す
る

権
限
を
規
定
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
国
会
を
他
の
国
家
機
関
の
上
位
に
位
置
づ
け
る
構
造
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
国
会
に
与
え
ら
れ
た
調
査
権
に
つ
い
て

は
、
国
会
が
他
の
国
家
機
関
か
ら
独
立
し
て
調
査
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
完
結
で
き
る
極
め
て
強
力
な
も
の
で
あ
っ
た
。
司
法
権
と

国政調査権の本質（浅野善治）

の
関
係
に
お
い
て
も
、
第
三
章
に
関
連
す
る
も
の
を
除
き
「
官
憲
ノ
行
為
ノ
憲
法
上
合
法
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
ノ
決
定
カ
問
題
」
と
な
っ
た

場
合
に
は
、
最
高
法
院
の
判
決
を
最
終
と
せ
ず
国
会
に
再
審
の
権
限
を
認
め
て
お
り
、
国
政
調
査
権
も
こ
の
限
り
で
当
然
司
法
権
に

優
先
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

マ
ッ
カ

l
サ
l
草
案
に
お
い
て
は
、
国
会
の
「
国
家
ノ
権
力
ノ
最
高
ノ
機
関
」
（
第
四
十
条
）
の
意
味
は
、
他
の
国
家
機
関
を
統

括
す
る
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
読
み
取
れ
、
国
政
調
査
権
も
国
会
の
こ
の
よ
う
な
権
限
を
行
使
す
る
た
め
に

必
要
と
な
る
調
査
権
と
し
て
考
え
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

マ
ッ
カ

l
サ
1
草
案
を
受
け
て
検
討
さ
れ
た
日
本
案
で
も
、
国
会
は
二
院
制
と
さ
れ
、
国
政
調
査
権
に
関
す
る
規
定
は
「
両
議
院
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ハ
各
々
国
務
ニ
関
ス
ル
調
査
ヲ
為
シ
、
之
ニ
関
ス
ル
証
人
ノ
出
頭
証
言
ノ
供
述
及
記
録
ノ
提
出
ヲ
要
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
ニ

於
テ
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
其
ノ
要
求
ニ
応
セ
サ
ル
者
ヲ
処
罰
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
（
第
五
十
七
条
）
と
さ
れ
、
国
会
が
最
高
裁
判

所
の
判
決
を
再
審
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
も
置
か
れ
て
い
た
。
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こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
も
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
は
、
国
会
は
立
法
権
を
行
使
す
る
ア
メ
リ
カ
議
会
と
は
性
格
が
異
な

る
も
の
を
考
え
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
の
後
の
検
討
の
過
程
で
、
三
権
分
立
の
見
地
か
ら
国
会
が
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
再
審
す
る
規
定
は
削
除
さ
れ
た
。
国
政
調
査

権
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
も
日
本
側
か
ら
、
各
議
院
の
要
求
に
従
わ
な
い
場
合
に
各
議
院
が
自
ら
処
罰
権
を
行
使
す
る
の
で
は
な

く
、
裁
判
所
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
適
当
だ
と
し
て
、
規
定
の
第
二
文
を
「
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
要
求
ニ
応
ゼ
ザ
ル
者
ハ
法
律
ノ
定
ム

ル
所
ニ
従
ヒ
処
罰
セ
ラ
ル
ベ
シ
」
に
改
め
た
い
と
の
要
求
が
出
さ
れ
、
第
二
文
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

憲
法
草
案
の
検
討
の
過
程
で
は
、
国
会
が
最
高
機
関
と
し
て
の
性
格
を
有
し
他
の
国
会
機
関
を
統
括
す
る
権
能
を
持
つ
と
し
て
国

政
調
査
権
を
付
与
す
る
考
え
方
か
ら
、
三
権
分
立
を
徹
底
し
、
こ
の
見
地
か
ら
整
理
さ
れ
た
国
会
の
機
能
に
関
す
る
権
限
の
中
で
国

政
に
関
す
る
調
査
権
を
認
め
て
い
く
考
え
方
に
改
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
の
帝
国
議
会
に
対
す
る
準
備
と
し
て
法
制
局
が
答
弁
資
料
を
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
の
国
政
調
査
権
に
関

す
る
部
分
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

日
叶

J：
 

回
ド

l

本
条
（
第
五
十
八
条
・
国
政
調
査
権
）
は
、
行
政
権
及
び
司
法
権
の
侵
害
に
な
ら
ぬ
か
。

朱
ι」

国
会
は
、
国
権
の
最
高
機
関
な
る
た
め
に
他
の
機
関
に
対
し
て
優
位
に
あ
る
か
ら
、
行
政
権
及
び
司
法
権
を
違
法
に
侵
害
し
た
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。



し
か
し
、
こ
の
答
弁
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
打
合
せ
の
結
果
、
鉛
筆
で
「
国
会
ノ
行
政
監
視
ヲ
有
効
ナ
ラ
シ
メ
其
ノ
他
其
ノ
審

議
ニ
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
ス
ル
為
憲
法
ニ
特
ニ
想
定
シ
タ
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
鉛
筆
書
き
の
書
き
換
え
に
日
本
国
憲
法
草
案
起

草
の
過
程
に
お
け
る
考
え
方
の
変
化
が
現
れ
て
い
る
。

当
初
の
マ
ッ
カ

l
サ
l
草
案
に
お
け
る
国
政
調
査
権
の
考
え
方
と
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
国
政
調
査
権
の
考
え
方
の
間
に
こ
の
よ

う
な
変
化
が
あ
っ
た
が
、
連
合
国
総
司
令
部
は
、
内
閣
の
国
会
に
対
す
る
連
帯
責
任
、
国
会
の
財
政
統
制
等
を
根
拠
と
し
て
「
日
本

の
国
会
は
、
国
政
と
行
政
に
関
し
て
、
合
衆
国
議
会
よ
り
も
か
な
り
強
力
な
、
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
は
や
や
劣
る
統

制
権
を
保
持
し
て
い
る
」
と
解
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
国
会
と
ア
メ
リ
カ
議
会
と
は
、
統
治
の
機
構
に
お
い
て
異
な
る
地
位
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
読
み

ア
メ
リ
カ
議
会
よ
り
強
力
な
権
限
を
付
与
し
て
い
る
と
い
え
る
。
日
本
国
憲
法
の
国
政
調
査
権

取
れ
る
し
、
弱
ま
っ
た
と
は
い
え
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
会
の
権
限
は
立
法
権
に
限
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
国
会
に
多
く
の
機
能
を
与
え
て
い
る
日
本
国
憲
法
の
議
会
の
調
査
権
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
国
政
調
査
権
の
本
質
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
国
会
の
持
つ
立
法
権
以
外
の
権
能
を
行
使
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

の
性
質
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
の
判
例
が
参
考
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

国政調査権の本質（浅野善治）

調
査
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
同
）
美
濃
部
達
吉
博
士
は
「
各
議
院
ニ
於
テ
国
務
ニ
関
シ
委
員
ヲ
設
ケ
テ
之
ヲ
審
査
セ
シ
ム
ル
コ
ト
モ
亦
憲
法
又
ハ
議
院
法
ニ
ハ
之
ヲ
明
言
セ
ズ
ト

難
モ
、
其
ノ
各
院
ノ
随
意
ノ
権
能
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ハ
疑
ヲ
容
レ
ズ
。
唯
我
ガ
国
法
ハ
各
院
ガ
審
査
ノ
為
ニ
人
民
ヲ
召
喚
シ
議
員
ヲ
派
出
シ
国
務
大
臣

及
政
府
委
員
ノ
外
他
ノ
官
庁
又
ハ
地
方
議
会
ニ
文
書
ヲ
往
復
ス
ル
ノ
権
能
ヲ
認
メ
ザ
ル
ヲ
以
テ
（
議
院
法
第
七
十
三
条
・
第
七
十
五
条
）
其
ノ
審
査

ノ
権
能
ハ
限
ラ
レ
タ
リ
。
」
と
す
る
。
美
濃
部
達
吉
「
改
訂
憲
法
撮
要
」
（
一
九
四
六
年
）
三
五
一
頁
。

（
げ
）
清
水
澄
『
国
法
学
第
一
一
編
憲
法
篇
』
（
一
九
O
六
年
）
五
一
三
頁
。
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（
同
）
成
田
憲
彦
「
日
本
国
憲
法
と
国
会
」
内
田
健
三
ほ
か
編
「
日
本
議
会
史
録

高
機
関
」
に
つ
い
て
」
法
学
教
室
一
六
三
号
四
四
頁
。

（
円
）
犬
丸
秀
雄
（
監
修
）
『
日
本
国
憲
法
制
定
の
経
緯
』
（
一
九
四
八
年
）
四
五
一
頁
。

（
却
）
犬
丸
・
前
掲
注
（
円
）
。

（
引
）
佐
藤
達
夫
著
、
佐
藤
功
補
訂
『
日
本
国
憲
法
成
立
史

（
泣
）
佐
藤
・
前
掲
注
（
幻
）
。

（
お
）
佐
藤
・
前
掲
注
（
幻
）
四
七
六
頁
。

（M
）
高
見
・
前
掲
注
（
問
）
四
五
頁
。
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第
四
巻
」
（
一
九
九

O
年
）
一
二
頁
以
下
。
高
見
勝
利
三
国
権
の
最

慶醸の法律学

第
三
巻
』
（
一
九
九
四
年
）
。

__L. 

ノ、

「
審
査
の
た
め
」

の
調
査
権
と
「
調
査
の
た
め
」

の
調
査
権

各
議
院
に
お
け
る
国
政
調
査
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
衆
議
院
規
則
第
九
十
四
条
一
項
は
「
常
任
委
員
会
は
、
会
期
中
に
限
り
議
長

の
承
認
を
得
て
国
政
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。
衆
議
院
委
員
会
先
例
で
は
、
「
委
員
会
に
お
け
る
国

政
調
査
は
、
そ
の
所
管
事
項
に
つ
い
て
国
務
大
臣
、
政
府
委
員
等
か
ら
説
明
を
聴
取
し
、
質
疑
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
参
考
人
の

意
見
を
聴
取
し
、
証
人
か
ら
証
言
を
求
め
、
内
閣
、
官
公
署
そ
の
他
に
対
し
報
告
又
は
記
録
の
提
出
を
要
求
し
、
あ
る
い
は
委
員
を

派
遣
し
て
こ
れ
を
行
う
」
と
し
て
お
り
、
広
く
国
務
大
臣
等
か
ら
の
説
明
聴
取
、
国
務
大
臣
等
へ
の
質
疑
、
参
考
人
か
ら
の
意
見
聴

取
や
委
員
派
遣
も
国
政
に
関
す
る
調
査
の
方
法
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

参
議
院
委
員
会
先
例
録
に
も
「
委
員
会
が
調
査
事
件
に
つ
き
調
査
を
行
う
に
は
、
調
査
事
項
を
定
め
、
関
係
政
府
当
局
か
ら
説
明

を
聴
取
し
、
必
要
に
応
じ
て
証
人
、
参
考
人
か
ら
証
一
一
一
一
口
又
は
意
見
を
聴
き
、
質
疑
を
行
い
、
内
閣
、
官
公
署
そ
の
他
に
対
し
報
告
ま

た
は
記
録
の
提
出
を
求
め
、
あ
る
い
は
、
委
員
を
派
遣
す
る
等
の
方
法
を
も
っ
て
調
査
す
る
の
を
例
と
す
る
」
と
し
、
衆
議
院
と
同



様
国
政
調
査
の
方
法
と
し
て
は
強
制
措
置
を
伴
う
も
の
に
限
ら
ず
、
幅
広
い
方
法
を
定
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
先
例
の
定
め
方
か
ら
は
、
各
議
院
の
委
員
会
に
お
け
る
一
般
質
疑
に
お
け
る
国
務
大
臣
に
対
す
る
質
疑
も
国
政
調
査

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

議
院
証
言
法
第
一
条
に
お
い
て
も
「
各
議
院
か
ら
、
議
案
そ
の
他
の
審
査
又
は
国
政
に
関
す
る
調
査
の
た
め
、
証
人
と
し
て
出
頭

及
び
証
言
又
は
書
類
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
時
は
：
：
：
」
と
規
定
し
、
衆
議
院
規
則
第
五
十
三
条
も
、
「
委
員
会
は
、
議
長
を
経
由

し
て
審
査
又
は
調
査
の
た
め
、
証
人
の
出
頭
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
、
各
議
院
が
証
人
の
出
頭
及
び
証
言
並
び
に
記
録
の
提
出
を
求
め
る
場
合
と
し
て
、
議
案
そ
の
他
の
審
査
を

行
う
場
合
と
国
政
に
関
す
る
調
査
を
行
う
場
合
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

各
議
院
又
は
各
議
院
の
委
員
会
が
調
査
を
行
う
の
は
、
国
政
に
関
す
る
調
査
を
行
う
場
合
に
限
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

調
査
権
を
行
使
す
る
場
合
と
し
て
議
案
の
そ
の
他
の
審
査
を
行
う
場
合
と
国
政
に
関
す
る
調
査
を
行
う
場
合
と
が
あ
り
、
調
査
を
行

う
方
法
と
し
て
は
い
ず
れ
の
場
合
も
強
制
権
を
背
景
に
し
て
証
人
の
出
頭
、
証
言
及
び
記
録
の
提
出
を
求
め
る
場
合
と
強
制
権
を
伴

わ
な
い
説
明
の
聴
取
や
質
疑
、
参
考
人
と
し
て
の
意
見
聴
取
や
資
料
要
求
を
行
う
場
合
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

国政調査権の本質（浅野善治）

こ
れ
ま
で
の
国
政
調
査
権
の
議
論
で
は
、
各
議
院
の
議
案
そ
の
他
の
審
査
に
関
す
る
調
査
と
国
政
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
の
区

分
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

孝
忠
延
夫
教
授
は
、
こ
の
違
い
に
着
目
し
国
政
調
査
を
考
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
に
着
目
さ
れ
る
こ
と
は
貴
重
な
示
唆
を

与
え
る
。
し
か
し
、
孝
忠
教
授
は
、
「
国
政
調
査
は
、
「
審
査
」
や
た
ん
な
る
「
調
査
」
と
は
区
別
し
て
国
政
調
査
そ
の
も
の
と
し
て

「
国
政
に
関
す
る
」
特
定
の
具
体
的
な
案
件
を
も
っ
て
調
査
事
項
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
」
る
と
し
た
う
え
で
、
地
方
議
会
に
お
け

る
い
わ
ゆ
る
百
条
調
査
権
と
、
地
方
自
治
法
第
百
九
条
に
定
め
ら
れ
た
常
任
委
員
会
の
調
査
と
の
違
い
と
同
様
に
理
解
す
べ
き
だ
と
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指
摘
す
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
基
本
法
で
も
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
基
本
法
第
四
十
四
条
に
基
づ
き
設
置
さ
れ



た
調
査
委
員
会
の
行
う
調
査
と
、
議
会
の
常
任
委
員
会
の
行
う
調
査
と
は
性
格
の
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
る
と
す
る
。
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各
議
院
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
調
査
で
あ
っ
て
常
任
委
員
会
で
の
議
案
等
の
審
査
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
強
制

慶躍の法律学

的
手
段
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
し
、
調
査
特
別
委
員
会
で
の
国
政
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
も
強
制
的
手
段
を
用
い
る
も
の
に

限
ら
れ
て
い
な
い
。
「
審
査
又
は
調
査
を
行
う
た
め
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
審
査
」

の
た
め
と
「
調
査
」

の
た
め
は
目
的

の
上
で
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
調
査
の
方
法
に
つ
い
て
は
審
査
の
た
め
と
調
査
の
た
め
と
で
質
的
な
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
委

員
会
が
審
査
と
し
て
行
う
証
人
の
出
頭
要
求
と
国
政
に
関
す
る
調
査
と
し
て
行
う
証
人
の
出
頭
要
求
と
の
聞
に
委
員
会
の
活
動
の
限

界
の
違
い
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
議
院
証
言
法
や
議
院
規
則
に
お
い
て
「
審
査
の
た
め
」
と
「
調
査
の
た
め
」
の
区
別
し
て
い
る

の
は
調
査
権
の
目
的
の
区
別
で
あ
っ
て
、
そ
の
調
査
権
が
各
議
院
の
ど
の
よ
う
な
権
限
行
使
に
基
づ
く
も
の
か
と
い
う
違
い
で
あ
る
。

常
任
委
員
会
が
調
査
の
た
め
に
行
う
活
動
も
調
査
特
別
委
員
会
が
行
う
調
査
の
た
め
の
活
動
も
委
員
会
の
行
う
国
政
調
査
権
の
行
使

と
し
て
捉
え
る
べ
き
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

議
院
証
言
法
も
各
議
院
規
則
も
委
員
会
の
行
う
調
査
に
つ
い
て
「
審
査
の
た
め
」
の
も
の
と
「
調
査
の
た
め
」
の
も
の
と
規
定
上

書
き
分
け
て
お
り
、
そ
の
委
員
会
の
活
動
の
性
格
も
両
者
の
間
で
は
質
的
に
異
な
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

問
題
は
委
員
会
が
「
審
査
の
た
め
」
に
行
使
す
る
調
査
権
と
「
調
査
の
た
め
」
に
行
使
す
る
調
査
権
と
が
各
議
院
の
権
限
行
使
と

し
て
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
が
憲
法
上
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
お
）
衆
議
院
委
員
会
先
例
集
は
、
「
委
員
会
は
、
そ
の
所
管
事
項
に
つ
い
て
、
国
政
に
関
す
る
調
査
を
行
う
。
」
と
し
て
委
員
会
が
国
政
調
査
権
を
行

使
す
る
こ
と
を
先
例
一
七
八
と
し
て
定
め
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
。
『
衆
議
院
委
員
会
先
例
集
平
成
十
五
年
版
」
一
二

O
頁。

（
お
）
先
例
二
一

O
。
「
平
成
十
年
版
参
議
院
委
員
会
先
例
録
」
一
一
四
頁
。

（
幻
）
委
員
会
の
議
案
そ
の
他
の
審
査
に
つ
い
て
の
権
限
は
国
会
法
第
四
十
一
条
一
項
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
国
政
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
の
権
限



は
こ
れ
と
は
別
に
衆
議
院
規
則
第
九
十
四
条
一
項
及
び
参
議
院
規
則
第
七
十
四
条
の
三
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
お
）
孝
忠
・
前
掲
注
（
5
）
七
O
頁
以
下
。

（m
U
）
孝
忠
・
前
掲
注
（
5
）
七
三
頁
。

七

国
会
の
権
能
と
調
査
権

国政調査権の本質（浅野善治）

芦
部
信
喜
先
生
は
、
国
政
調
査
権
の
本
質
に
つ
い
て
「
議
院
の
調
査
権
は
、
議
員
の
憲
法
上
の
権
限
を
実
効
的
に
行
使
す
る
た
め

の
補
助
的
権
限
で
あ
る
」
と
し
、
「
英
米
独
仏
の
学
説
・
判
例
を
通
じ
て
ひ
と
し
く
認
め
る
原
則
に
よ
れ
ば
、
調
査
権
は
議
院
の
憲

法
上
の
諸
機
能
を
実
質
的
に
裏
付
け
、
そ
の
実
効
的
な
行
使
を
可
能
に
す
る
た
め
必
須
の
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
補
助
的
権
能
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
沿
革
お
よ
び
こ
れ
を
継
受
し
た
経
緯
に
か
ん
が
み
、
わ
が
国
の
調
査
権
も
、
そ
れ
と
異
な
る
解
釈
を
許
す
積
極
的

理
由
を
見
出
し
え
な
い
か
ぎ
り
、
議
院
の
権
能
の
及
び
範
囲
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
権
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
べ

き
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
「
調
査
権
を
国
会
の
最
高
機
関
性
に
も
と
づ
く
独
立
の
権
能
で
あ
る
と
し
、
国
政
の
一
切
は
調
査
・

批
判
の
対
象
と
な
る
と
解
し
う
る
か
否
か
に
あ
る
」
と
す
る
。

国
政
調
査
権
の
本
質
に
関
す
る
議
論
が
、
そ
の
範
囲
と
限
界
を
画
定
す
る
前
提
と
さ
れ
、
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
し
、
調
査
権
が
国
政
の
一
切
に
及
び
う
る
か
ど
う
か
は
、
国
政
調
査
権
が
国
会
の
補
助
的
権
能
に
基
づ
く
も
の
か
独
立
し
た
権
能

に
基
づ
く
も
の
か
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
補
助
的
権
能
だ
と
捉
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
補
助
す
る
国
会
の
権
能
が
国
政
の
一
切
に

及
び
う
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
国
政
調
査
権
は
国
政
の
一
切
の
事
項
に
及
び
う
る
こ
と
に
な
る
。
補
助
的
権
能
で
あ
る
か
ら
調
査
権

の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
と
い
う
理
論
は
、
議
会
の
立
法
権
を
補
助
す
る
権
能
で
あ
る
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
考
え
方
を
継
受
し
た
も
の

と
い
え
る
。
独
立
の
権
能
で
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
が
国
会
の
最
高
機
関
性
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
権
能
の
及
び
う
る
範
囲
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が
制
限
さ
れ
る
と
す
れ
は
、
国
政
調
査
権
も
そ
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
補
助
的
権
能
で
あ
る
か
独
立
の
権
能
で
あ
る
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か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
国
会
が
国
政
の
一
切
に
お
い
て
他
の
国
家
機
関
の
権
限
に
優
先
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と

慶醸の法律学

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
議
会
は
立
法
権
の
主
体
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
完
全
な
三
権
分
立
型
の
統
治
の
機
構
が
採
用
さ

れ
て
い
る
。
議
会
は
行
政
に
対
す
る
監
督
権
限
は
持
た
ず
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
も
議
会
の
調
査
権
に
つ
い
て
は
行
政
監

督
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
も
の
は
持
ち
え
な
い
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
口
も
ち
ろ
ん
実
際
上
は
立
法
権
を
広
く
捉
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
行
政
監
督
の
た
め
の
調
査
権
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
議
会
が
立
法
権
の
み
し
か
有
し

な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
解
釈
が
そ
の
ま
ま
日
本
国
憲
法
に
継
受
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
立
法
権
の
よ
う
に
議
会
が
そ
の
権
限
の
完
全
な
行
使
を
確
保
す
る
た
め
の
妨
害
の
排
除
が
基
礎
と
さ

れ
る
よ
う
に
、
議
会
が
他
の
国
会
機
関
に
対
し
て
完
全
な
権
限
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
国
政
調

ま
た
、

査
権
に
関
す
る
特
別
な
規
定
は
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

大
石
異
教
授
は
、
「
議
院
内
閣
制
の
下
で
は
、
政
府
に
対
す
る
統
制
は
議
会
の
本
来
的
機
能
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の

「
情
報
の
収
集
は
そ
の
統
制
を
お
こ
な
う
た
め
の
不
可
欠
な
前
提
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
政
調
査
権
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
国
会

両
議
院
の
独
立
し
た
権
能
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
国
会
の
他
の
国
家
機
関
に
優
先
す
る
権
限
を

国
会
の
最
高
機
関
性
か
ら
で
は
な
く
国
会
の
政
府
に
対
す
る
統
制
機
能
か
ら
引
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
国
会
の
最
高
機
関
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
を
明
ら
か
に
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

31 30 

芦
部
・
前
掲
注
（
6
）
五
頁
。

芦
部
・
前
掲
注
へ
6

一
五
一
頁
。
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大
石
員
『
憲
法
講
義
I
』
（
二

O
O
四
年
）
二
三
頁
。
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国
会
の
最
高
機
関
性

日
本
国
憲
法
第
四
十
一
条
は
、
「
国
会
は
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
っ
て
、
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
最
高
機
関
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
統
括
機
関
説
、
政
治
的
美
称
説
、
最
高
責
任
地
位
説
、
総
合
調
整
機
能
説
が
あ
る
こ
と
は
前

述
し
た
。

「
国
権
」
と
は
、
立
法
権
・
行
政
権
・
司
法
権
な
ど
、
統
治
活
動
を
な
す
諸
々
の
権
力
を
総
称
し
て
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
り

「
統
治
権
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
国
家
法
人
説
か
ら
は
「
国
権
」
と
「
統
治
権
」
を
区
別
し
、
「
国
権
」
と
は
法
人
格
た
る

国
家
の
「
意
思
力
」
、
「
統
治
権
」
を
国
家
意
思
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
「
命
令
強
制
〔
支
配
〕
の
権
利
」
と
し
、
両
者
は
混
同
し
て

は
な
ら
な
い
と
す
る
。

国政調査権の本質（浅野善治）

統
括
機
関
説
は
、
国
家
法
人
説
を
前
提
に
「
国
権
」
を
「
国
家
の
意
思
力
」
と
捉
え
、
「
国
権
」
は
発
動
に
お
い
て
、
立
法
、
行

政
、
司
法
の
三
作
用
の
種
別
に
分
け
ら
れ
、
本
来
の
機
関
に
よ
り
別
々
の
行
動
と
し
て
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
統
括
し
て
、
国
家
の

全
体
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
特
に
統
括
の
任
務
を
有
す
る
一
個
の
機
関
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
国
権
発
動
に
お
け

る
統
括
は
、
実
質
面
に
つ
い
て
見
る
と
、
国
民
の
意
思
が
国
権
発
動
の
統
括
を
為
す
が
、
国
民
の
全
体
を
国
権
の
源
泉
者
と
す
る
民

主
国
に
お
い
て
は
、
特
に
統
括
の
た
め
の
一
個
の
機
関
を
定
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
憲
法
に
よ
り
、
国
会
が
国
権
の
統
括
機

関
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
最
高
機
関
と
し
て
国
権
を
統
括
す
る
こ
と
は
、
（
一
）
国
会
は
、
内
閣
そ
の
他
の
行
政
機
関
本
来
の

行
動
が
行
政
の
方
面
に
限
ら
れ
、
裁
判
所
本
来
の
行
動
が
司
法
の
方
面
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
の
と
は
異
な
り
、
そ
の
行
動
の
方
面

は
限
ら
れ
て
い
な
い
。
（
二
）
国
会
は
、
内
閣
そ
の
他
の
行
政
機
関
や
裁
判
所
の
行
動
に
注
意
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
そ
の
批
判
を
表

14う



一
不
す
る
こ
と
を
得
る
。
と
い
う
結
果
を
生
ず
る
と
す
る
。
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し
か
し
、
国
家
法
人
説
を
前
提
と
す
れ
ば
、
選
挙
人
団
と
し
て
組
織
さ
れ
た
国
民
が
「
国
家
の
最
高
機
関
」
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
国
民
と
国
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
代
表
を
法
的
関
係
と
し
て
捉
え
、
国
会
の
機
関
意
思
を
以
て
国
民

の
意
思
の
存
す
る
と
こ
ろ
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
こ
れ
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
代
表
の
捉
え
方
は
適
当
で
は
な
か

慶醸の法律学

ろ、っ。「
国
権
」
を
「
国
家
の
意
思
力
」
と
捉
え
、
最
高
機
関
の
意
味
を
他
の
国
家
の
機
関
の
法
的
に
上
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る

と
す
れ
ば
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
以
上
、
国
権
の
最
高
機
関
は
「
国
民
」
で
あ
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
統
括
機
関
説
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
政
治
美
称
説
が
提
唱
さ
れ
る
。
「
国
権
」
を
「
統
治
権
」
と
し
て
捉
え
、
「
統
治

権
」
で
あ
る
統
治
活
動
を
な
す
諸
々
の
権
力
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
会
機
関
の
作
用
と
し
て
分
有
す
る
。
「
最
高
機
関
」
に
い
う
「
最
高
」

と
は
、
法
的
に
は
意
思
の
独
立
性
、
終
局
性
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
国
会
が
そ
の
属
性
を
欠
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
国
会
の
最
高
機
関
性
に
は
法
的
意
味
は
な
く
、
国
会
が
国
民
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
国
政
上
（
政
治
上
）
、

最
も
重
要
性
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
る
と
す
る
。
政
治
的
美
称
説
に
お
い
て
も
「
国
会
が
主
権
者
で
あ
る
国
民

に
よ
っ
て
直
接
選
任
さ
れ
、
そ
の
点
で
国
民
に
連
結
し
て
お
り
、
し
か
も
立
法
権
を
は
じ
め
重
要
な
権
能
を
憲
法
上
与
え
ら
れ
、
国

政
の
中
心
的
地
位
を
占
め
る
機
関
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
政
治
的
美
称
で
あ
る
」
と
す
る
。
統
合
調
整
機
能
説
は
、
国

会
が
持
つ
こ
の
憲
法
上
重
要
な
権
能
を
通
じ
て
三
権
の
間
の
総
合
的
な
調
整
作
用
を
行
う
と
し
、
最
高
機
関
性
は
法
的
意
味
を
持
っ

と
す
る
。
総
合
的
な
調
整
作
用
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
「
国
会
は
国
政
全
般
が
う
ま
く
機
能
す
る
よ
う
絶
え
ず
配
慮
す
べ
き
立
場
に
あ

り
、
し
か
も
憲
法
の
枠
内
で
う
ま
く
機
能
す
る
よ
う
絶
え
ず
配
慮
す
べ
き
立
場
に
あ
り
、
し
か
も
憲
法
の
枠
内
で
う
ま
く
行
か
な
い

と
判
断
し
た
場
合
に
は
憲
法
改
正
を
発
議
す
べ
き
立
場
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
国
会
が
国
政
全
般
に
つ
い
て
最
高
の
責

任
を
負
う
地
位
に
あ
る
」
と
し
て
法
的
意
味
付
け
を
す
る
立
場
が
あ
る
。



最
高
機
関
性
を
法
的
に
捉
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
別
の
検
討
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
憲
法
が
「
国
権
の
最
高
機

関
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
各
種
の
重
要
な
権
能
を
国
会
に
与
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

（
刀
）
芦
部
信
喜
『
憲
法
学
I
』
（
一
九
九
二
年
）
二
二
五
頁
。

（
M
）
美
濃
部
達
吉
『
憲
法
撮
要
〔
改
訂
第
五
版
〕
』
（
一
九
三
二
年
）
二
一

O
頁
以
下
、
同
「
憲
法
講
話
』
（
一
九
一
八
年
）
二
二
頁
以
下
。

（
お
）
佐
々
木
惣
一
『
改
訂
日
本
園
憲
法
論
』
（
一
九
五
二
年
）
三
七
O
頁
以
下
。

（
話
）
佐
々
木
・
前
掲
注
（
お
）
一
二

O
頁。

（
灯
）
小
嶋
和
司
「
憲
法
概
説
』
（
二

O
O
四
年
）
三
六
七
頁
。

（
見
）
芦
部
信
喜
「
憲
法
第
四
版
」
（
二

O
O七
年
）
二
七
九
頁
。

（
持
）
佐
藤
幸
治
「
憲
法
第
三
版
」
（
一
九
九
五
年
）
一
四
三
頁
。

（
判
）
大
石
・
前
掲
注
（
泣
）
九
八
頁
。
大
石
は
、
統
合
機
能
説
、
最
高
責
任
地
位
説
は
こ
う
し
た
権
能
に
着
目
し
た
考
え
方
で
あ
っ
て
、
政
治
的
美

称
説
が
前
提
と
す
る
法
的
権
限
を
前
提
と
し
て
い
な
い
と
分
析
し
て
い
る
。

国政調査権の本質（浅野善治）

九

最
高
機
関
性
と
国
政
調
査
権
と
の
関
係

国
会
の
有
す
る
憲
法
上
の
重
要
な
機
能
に
つ
い
て
、
憲
法
の
規
定
上
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
機
能

と
国
政
調
査
権
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
考
察
す
る
。

国
会
の
最
高
機
関
性
に
つ
い
て
法
的
に
捉
え
る
統
括
機
関
説
に
お
い
て
も
、
憲
法
の
下
に
お
け
る
最
高
法
規
と
し
て
、
す
べ
て
の

国
家
機
関
を
拘
束
す
る
力
を
有
す
る
立
法
権
を
保
持
す
る
こ
と
か
ら
最
高
機
関
と
す
る
立
場
と
、
統
括
の
作
用
を
な
す
地
位
は
、
立

法
機
関
で
は
な
く
、
国
会
は
立
法
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
最
高
機
関
で
あ
る
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
憲
法
第
四
十
一
条
で
は
国
会
は
、
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国
権
最
高
機
関
で
あ
る
こ
と
と
は
別
に
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
立
法
権
と
は
異
な
る
最
高
機
関
と
し
て
の

権
能
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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立
法
権
を
有
す
る
こ
と
を
も
っ
て
最
高
機
関
性
を
持
つ
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
最
高
機
関
で
あ
る
こ
と
に
伴
う
特
別
な
権
能
は
何

ら
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
日
本
国
憲
法
は
国
会
に
立
法
権
の
ほ
か
に
、
政
権
創
設
機
能
、
行
政
統
制
機
能
、
財
政
統
制
機
能
及
び
憲
法
改

正
発
議
機
能
を
付
与
し
て
い
る
。
憲
法
上
の
規
定
と
し
て
は
、
立
法
権
に
つ
い
て
は
第
四
十
一
条
に
唯
一
の
立
法
機
関
と
し
て
定
め

て
い
る
ほ
か
、
政
権
創
設
機
能
に
つ
い
て
は
第
六
十
七
条
に
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
を
規
定
し
て
い
る
。
行
政
統
制
機
能
は
、
条
約

の
締
結
の
承
認
に
つ
い
て
第
七
十
三
条
三
号
に
、
内
閣
の
国
会
に
対
す
る
連
帯
責
任
に
つ
い
て
第
六
十
六
条
三
項
に
、
内
閣
不
信
任

決
議
の
場
合
の
総
辞
職
に
つ
い
て
第
六
十
九
条
に
規
定
し
て
い
る
。
財
政
統
制
機
能
に
つ
い
て
は
第
七
章
に
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

憲
法
改
正
発
議
機
能
に
つ
い
て
は
第
九
十
六
条
一
項
に
規
定
し
て
い
る
。

国
会
に
定
め
ら
れ
た
機
能
の
う
ち
、
立
法
権
と
憲
法
改
正
発
議
権
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
国
会
だ
け
が
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
国

会
の
こ
の
よ
う
な
権
限
に
必
要
と
な
る
調
査
権
の
行
使
が
行
政
権
や
司
法
権
を
侵
害
す
る
よ
う
な
場
合
に
、
国
会
の
権
限
が
優
先
す

る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
憲
法
上
、
あ
る
機
関
の
み
に
特
別
に
権
限
が
付
与
さ
れ
、
そ
の
権
限
の
行
使
に
当
然
付
随
す
る
も
の
で
あ

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
機
関
に
よ
る
権
限
行
使
が
他
の
国
会
機
関
の
権
限
行
使
よ
り
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

国
会
の
立
法
権
や
憲
法
改
正
発
議
権
の
行
使
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
実
質
を
持
っ
か
、
こ
れ
ら
の
権
限
に
当
然
付
随
す
る
も
の

と
し
て
の
実
質
を
持
つ
調
査
で
あ
れ
ば
、
他
の
国
会
機
関
と
の
関
係
に
お
い
て
も
国
会
の
調
査
権
が
優
先
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
憲

法
上
特
別
な
規
定
を
必
要
と
せ
ず
に
各
権
限
を
定
め
る
規
定
の
解
釈
と
し
て
、
権
限
行
使
に
当
然
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
他
の
国

会
機
関
の
有
す
る
権
限
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
よ
り
優
先
し
て
調
査
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の

調
査
権
の
性
格
は
、
議
院
の
憲
法
上
の
権
限
を
実
効
的
に
行
使
す
る
た
め
の
補
助
的
権
限
と
い
う
こ
と
と
な
る
。



そ
の
権
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
は
、
統
括
機
関
説
が
示
す
よ
う
に
（
一
）
国
会
は
、
内
閣
そ
の
他
の
行
政
機
関
本
来
の
行
動
が
行

政
の
方
面
に
限
ら
れ
、
裁
判
所
本
来
の
行
動
が
司
法
の
方
面
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
の
と
は
異
な
り
、
そ
の
行
動
の
方
面
は
限
ら
れ

て
い
な
い
。
（
二
）
国
会
は
、
内
閣
そ
の
他
の
行
政
機
関
や
裁
判
所
の
行
動
に
注
意
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
そ
の
批
判
を
表
示
す
る
こ

と
を
得
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

42 41 

美
濃
部
達
吉
『
日
本
圃
憲
法
原
論
（
宮
津
俊
義
補
訂
）
』
（
一
九
五
二
年
）
二
四
三
頁
。

佐
々
木
・
前
掲
注
（
お
）
三
七
七
頁
。

十

国
会
の
行
政
統
制
機
能
と
国
政
調
査
権
の
本
質

問
題
は
、
国
会
の
こ
う
し
た
権
能
と
し
て
で
は
な
く
、
行
政
統
制
機
能
と
し
て
の
権
限
行
使
に
必
要
な
調
査
と
し
て
行
わ
れ
る
場

合
で
あ
る
。
行
政
監
督
の
た
め
の
調
査
に
つ
い
て
は
、

国政調査権の本質（浅野善治）

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
議
会
の
立
法
権

の
行
使
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
立
法
権
の
行
使
と
は
別
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
議
会
の
調
査
権
と
行
政
権

又
は
、
司
法
権
と
の
権
限
調
整
の
問
題
が
生
ず
る
。

明
治
憲
法
の
制
定
に
際
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
第
八
十
二
条
が
「
各
議
院
は
情
報
を
求
め
る
た
め
に
、
事
実
調
査
委
員
会
を
任
命

す
る
権
限
を
有
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
参
考
に
し
て
議
会
の
事
実
調
査
権
の
検
討
が
行
わ
れ
た
が
、
ロ
エ
ス
レ
ル
は
、

「
議
院
ヲ
シ
テ
此
調
査
権
ヲ
執
行
セ
シ
ム
ル
ハ
行
政
権
ノ
権
限
ト
、
及
官
庁
ニ
於
ケ
ル
事
務
ノ
執
行
ヲ
侵
害
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
し
、

「
日
本
ニ
於
テ
ハ
行
政
権
ト
議
院
ノ
権
限
ト
ノ
分
界
ヲ
注
意
シ
テ
明
定
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
故
ニ
予
ニ
於
テ
ハ
如
斯
審
査
委
員
会
ヲ

任
ズ
ル
ノ
権
ハ
之
ヲ
行
政
権
ニ
属
セ
シ
ム
ベ
ク
シ
テ
之
ヲ
議
院
ニ
与
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
信
ズ
。
：
：
：
議
院
ノ
権
理
広
大
ニ
過
ル
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ト
キ
ハ
容
易
ニ
行
政
権
ヲ
侵
害
シ
、
且
政
府
ノ
上
ニ
立
テ
一
種
ノ
裁
判
権
ヲ
執
行
セ
ン
ト
試
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
。
」
と
し
て
い
る
。
こ

公法 I

lうO

う
し
た
検
討
を
受
け
、
明
治
憲
法
に
お
い
て
は
規
定
を
設
け
ず
、
議
院
法
七
十
二
条
か
ら
七
十
五
条
に
範
囲
の
制
限
さ
れ
た
議
院
の

調
査
権
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
議
院
の
調
査
権
の
行
使
が
、
行
政
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
、
国
会
の
権
限
と
し
て
立
法
権
以
外
に
最
高
機
関
と
し
て
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
諸
々
の
権
能
を
与
え
て

慶醸の法律学

い
る
。
行
政
統
制
機
能
の
行
使
と
し
て
行
政
監
督
の
た
め
に
必
要
な
調
査
も
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
行
政
監
督
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
対
す
る
連
帯
責
任
を
定
め
た
憲
法
第
六
十
六
条
三
項
の
規
定
の
み
で
は
、
国
会
の

権
限
を
行
政
権
を
侵
害
し
な
い
範
囲
に
と
ど
め
る
趣
旨
か
、
国
会
の
権
限
を
優
先
さ
せ
る
趣
旨
か
疑
義
が
生
ず
る
。
行
政
監
督
の
た

め
に
必
要
な
調
査
に
つ
い
て
は
、
行
政
権
の
行
使
に
つ
い
て
事
実
の
調
査
と
な
り
、
行
政
権
と
の
緊
張
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
。
こ
う

し
た
調
査
権
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
、
国
会
の
行
政
調
査
権
能
は
達
成
で
き
な
い
。
国
会
の
行
政
統
制
権
能
と
行
政
統
制
の
た
め
の

調
査
権
の
確
立
は
本
質
的
に
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
強
制
的
な
権
限
を
持
つ
調
査
権
が
、
議
会
の

持
つ
自
然
権
と
し
て
国
会
の
行
政
統
制
権
限
に
当
然
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
国
会
に
行
政
統
制

権
能
を
定
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
伴
い
ど
の
よ
う
な
調
査
権
限
を
持
つ
か
は
当
然
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

憲
法
第
六
十
二
条
の
国
政
調
査
権
は
、
各
議
院
が
憲
法
上
国
会
に
付
与
さ
れ
た
権
限
の
行
使
と
し
て
国
政
に
関
す
る
調
査
を
行
う

場
合
に
お
い
て
、
国
会
の
権
限
が
他
の
国
家
機
関
の
権
限
に
優
先
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
国
会
と
他
の
国
家
機
関
と
の
関
係
が
明
確
に
な
る
の
で
あ
り
、
行
政
監
督
の
た
め
の
調
査
権
に
つ
い
て
の
各
議
院
の
権
限
と

行
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
二
条
の
規
定
に
従
っ
て
国
政
調
査
権
の
行
使
に
お
け
る
国
会
と
行
政
権
の
関
係
と
し
て
解

釈
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
国
会
の
行
使
す
る
権
限
の
う
ち
、
立
法
権
と
憲
法
改
正
発
議
権
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
二
条
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
な

く
と
も
当
然
に
国
会
の
権
限
に
付
随
す
る
権
限
と
し
て
他
の
国
会
機
関
の
権
限
に
優
先
す
る
調
査
権
を
行
使
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。



こ
の
第
六
十
二
条
の
規
定
が
意
味
を
持
つ
の
は
、
国
会
に
付
与
さ
れ
た
立
法
権
、
憲
法
改
正
発
議
権
以
外
の
最
高
機
関
と
呼
ぶ
に

ふ
さ
わ
し
い
権
限
の
た
め
に
必
要
な
調
査
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
調
査
権
の
行
使
の
方
法
と
し
て
は
、
国
会
の
他
に
優
越
す

る
権
限
を
定
め
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
強
制
的
な
措
置
を
伴
う
調
査
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

立
法
権
、
憲
法
改
正
発
議
権
の
行
使
と
し
て
の
調
査
権
と
そ
れ
以
外
の
国
会
の
権
限
行
使
と
し
て
の
調
査
権
と
は
、
憲
法
上
異
な

る
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
両
者
の
調
査
権
の
基
礎
と
な
る
国
会
の
権
能
は
と
も
に
、
憲
法
第
六
十

二
条
以
外
の
規
定
に
よ
り
国
会
に
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
面
か
ら
は
議
会
の
調
査
権
の
本
質
は
補
助
的
権
能
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
立
法
権
、
憲
法
改
正
発
議
権
以
外
の
国
会
の
権
限
行
使
と
し
て
の
調
査
権
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第
六
十
二
条
に

よ
り
本
質
的
な
性
格
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
第
六
十
二
条
に
よ
り
調
査
権
の
性
格
が
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
国
会
に
調
査
権
行
使
の
基
礎
と
な
る
権
限
を
付
与
す
る
憲
法
の
規
定
と
と
も
に
憲
法
第
六
十
二
条
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
独
立

し
た
権
限
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
面
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
国
政
調
査
権
の
本
質
は
、
各
議

院
に
憲
法
第
六
十
二
条
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
独
立
し
た
権
限
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

国政調査権の本質（浅野善治）

伊
藤
博
文
編
「
憲
法
資
料
』
上
巻
（
一
九
三
五
年
）
四
七
二
頁
。
芦
部
・
前
掲
注
（
6
）
一
八
頁
参
照
。

清
水
澄
博
士
は
、
「
英
悌
諸
国
ニ
テ
ハ
議
会
ニ
テ
往
々
調
査
委
員
ヲ
設
ケ
其
委
員
ハ
証
人
ヲ
召
喚
シ
官
庁
ト
照
会
往
復
ス
ル
ヲ
得
又
普
国
憲
法
八

十
二
条
ニ
モ
各
議
員
ハ
事
実
調
査
ノ
為
報
告
委
員
会
ヲ
命
ス
ル
ノ
権
ヲ
有
ス
（
普
国
一
て
ア
ハ
委
員
カ
証
人
ヲ
召
喚
シ
官
庁
ト
往
復
照
会
シ
得
ル
ヤ
否

ニ
ツ
キ
ヲ
ハ
異
説
ア
リ
）
ト
規
定
セ
リ
然
ル
ニ
我
国
一
て
ア
ハ
知
此
キ
調
査
委
員
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ニ
関
シ
憲
法
ノ
規
定
ナ
ク
又
議
院
法
：
：
：
ト
ノ
規
定

ヲ
設
ケ
タ
ル
ニ
止
ル
ノ
ミ
故
ニ
議
院
ノ
調
査
権
ノ
範
囲
ハ
甚
タ
狭
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
解
説
す
る
（
前
掲
注
（
打
）
五
一
一
一
一
ー
ー
五
一
四
頁
）
。
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お
わ
り
に

慶醸の法律学

現
在
の
衆
参
両
議
院
に
お
け
る
国
政
調
査
権
の
行
使
の
現
状
は
、
議
案
の
審
査
の
た
め
の
調
査
も
国
政
に
関
す
る
調
査
も
国
政
調

査
権
の
行
使
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
常
任
委
員
会
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
つ
き
、
書
面
を
も
っ
て
議
長
に
対
し
、
国
政
に

関
す
る
調
査
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
で
足
り
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
も
、
国
務
大
臣
等
に
対
す
る
説
明
聴
取

及
び
質
疑
、
参
考
人
の
意
見
聴
取
、
証
人
か
ら
の
証
言
、
内
閣
、
官
公
署
そ
の
他
に
対
す
る
報
告
又
は
記
録
の
提
出
要
求
、
委
員
派

遣
な
ど
強
制
的
な
手
段
を
伴
わ
な
い
も
の
も
含
め
幅
広
い
方
法
の
調
査
を
国
政
調
査
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

し
か
し
、
立
法
権
、
憲
法
改
正
発
議
権
の
行
使
と
し
て
行
わ
れ
る
調
査
と
そ
れ
以
外
の
権
限
の
行
使
と
し
て
行
わ
れ
る
調
査
で
は

憲
法
上
の
意
義
は
異
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
し
、
強
制
的
措
置
を
伴
う
調
査
と
そ
れ
を
持
た
な
い
調
査
で
は
性
格
が
全
く
異
な

る
も
の
で
あ
る
。
憲
法
上
の
性
格
を
離
れ
て
実
際
上
国
政
調
査
と
し
て
ど
の
範
囲
に
も
の
を
捉
え
る
か
は
言
葉
の
問
題
に
過
ぎ
な
い

が
、
憲
法
上
の
性
格
の
違
い
を
区
別
し
て
調
査
権
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

憲
法
が
規
定
を
設
け
て
国
政
調
査
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
意
義
を
認
識
し
、
調
査
権
の
性
格
を
考
え
、
各
議
院
の
権
限
と
調

査
事
項
の
関
連
を
明
確
に
さ
せ
る
と
と
も
に
、
強
制
措
置
を
と
る
調
査
と
そ
れ
以
外
の
調
査
の
区
別
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
後
の
国
政
調
査
権
の
運
用
に
お
い
て
各
議
院
の
行
使
す
る
個
々
の
調
査
権
が
憲
法
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
行
使
の
適
正
化
や
行
使
の
範
囲
の
厳
格
化
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。


