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本
に
お
け
る
二
院
制
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意
義
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は
じ
め
に

な
ぜ
二
院
制
な
の
か
？

カ
ー
ボ
ン
コ
ピ

l
論
の
誤
り

立
法
権
の
共
有
と
立
法
・
行
政
の
信
任
関
係

四

信
任
関
係
と
立
法
権
限

五

参
議
院
と
内
閣
の
信
任
関
係

お
わ
り
に



は
じ
め
に

二
O
O
七
年
の
参
議
院
選
挙
で
は
自
民
党
が
歴
史
的
惨
敗
を
喫
す
る
一
方
、
民
主
党
が
初
め
て
参
議
院
の
第
一
党
に
躍
進
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
衆
議
院
で
は
連
立
与
党
が
三
分
の
二
を
超
え
る
多
数
を
占
め
な
が
ら
、
参
議
院
で
は
過
半
数
を
割
る
と
い
う
史
上
初

め
て
の
衆
参
ね
じ
れ
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
二

O
O
六
年
に
小
泉
純
一
郎
首
相
の
後
を
引
き
継
い
だ
安
倍
晋
三
首
相
は
、
参
議
院
選

挙
に
先
立
っ
て
国
民
投
票
法
を
成
立
さ
せ
、
憲
法
改
正
へ
の
制
度
的
な
整
備
を
進
め
て
い
た
が
、
「
消
え
た
年
金
」
問
題
や
度
重
な

る
閣
僚
の
不
祥
事
へ
の
対
応
に
追
わ
れ
、
憲
法
改
正
に
つ
い
て
具
体
的
な
議
論
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
憲
法
改
正

で
真
剣
に
検
討
す
べ
き
は
国
の
政
治
制
度
で
あ
る
が
、
国
会
改
革
の
論
点
と
し
て
参
議
院
の
あ
り
方
が
真
剣
に
検
討
さ
れ
て
き
た
わ

け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
二

O
O
七
年
の
参
議
院
選
挙
に
よ
っ
て
生
じ
た
衆
参
ね
じ
れ
国
会
は
否
応
な
く
参
議
院
の
役
割
に
つ
い
て

日本における二院制の意義と機能（増山幹高）

再
考
を
促
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

参
議
院
は
解
散
も
な
く
、
半
数
改
選
の
任
期
六
年
で
あ
り
、
衆
議
院
が
任
期
四
年
の
総
選
挙
と
な
る
の
と
異
な
り
、
選
挙
に
よ
る

短
期
的
な
変
動
か
ら
比
較
的
に
隔
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
衆
議
院
と
ほ
ぼ
同
等
の
立
法
権
限
を
有
し
、
議
院
内
閣
制
の
運

用
に
支
障
を
き
た
す
存
在
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
。
衆
参
両
院
に
お
け
る
憲
法
調
査
会
が
報
告
を
と
り
ま
と
め
、
自
民
党
も
結
党
五

O
周
年
を
機
に
憲
法
改
正
草
案
を
ま
と
め
た
が
、
参
議
院
の
あ
り
方
に
つ
い
て
見
解
の
一
致
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
参
議
院

を
廃
止
し
て
一
院
制
に
す
べ
し
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
二
院
制
を
堅
持
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
根
強
い
。

本
稿
で
は
、
二
院
制
の
意
義
と
機
能
に
つ
い
て
、
と
く
に
二
院
制
と
権
力
分
立
の
関
係
に
つ
い
て
論
点
整
理
を
試
み
な
が
ら
、
第

二
院
と
行
政
権
の
「
信
任
関
係
」
を
検
討
し
、
二
院
制
の
存
在
理
由
に
新
た
な
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
具
体
的
に
は
、

ま
ず
日
本
の
国
家
規
模
を
考
慮
す
る
と
、
国
家
の
意
思
決
定
を
慎
重
に
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
二
院
制
を
維
持
す
る
こ
と
に

根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
次
い
で
、
二
院
制
の
制
度
的
帰
結
に
関
す
る
理
論
的
・
実
証
的
研
究
を
概
観
し
、
二
院

269 
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制
が
議
会
の
音
山
思
決
定
を
不
安
定
に
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
安
定
化
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
二
院

制
に
よ
る
立
法
権
の
共
有
と
い
う
制
度
設
計
が
二
つ
の
異
な
る
院
で
一
つ
の
決
定
を
繰
り
返
す
と
い
う
点
を
正
し
く
認
識
す
れ
ば
、

270 

参
議
院
の
問
題
は
立
法
権
限
が
強
す
ぎ
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
立
法
権
と
行
政
権
の
相
対
的
分
立
に
あ
り
、
二
院
制
を
維
持
し
た

慶醸の政治学

ま
ま
で
も
、
参
議
院
が
内
閣
に
対
す
る
責
任
を
共
有
す
る
制
度
構
築
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る。

な
ぜ
二
院
制
な
の
か
？

な
ぜ
議
会
を
二
つ
の
院
か
ら
構
成
す
る
の
か
。
究
極
的
に
は
、
そ
れ
は
立
法
権
行
使
の
あ
り
方
と
し
て
両
院
が
立
法
権
を
共
有
し
、

両
院
が
一
致
し
て
は
じ
め
て
国
家
の
意
思
を
決
定
す
る
と
い
う
理
念
に
帰
着
す
る
。
一
言
い
か
え
れ
ば
、

一
院
制
と
は
国
家
の
意
思
を

一
回
で
決
め
、
二
院
制
は
二
回
で
決
め
る
と
い
う
違
い
で
あ
り
、
二
院
制
を
採
用
す
る
理
由
は
、

い
わ
ば
二
重
入
力
の
照
合
確
認
の

如
く
、
国
家
に
と
っ
て
重
要
な
意
思
を
決
定
す
る
に
は
正
確
を
期
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
キ
ー
パ
ン
チ
ャ
ー
が

誰
で
あ
れ
、
入
力
結
果
が
一
致
す
る
こ
と
に
重
き
が
あ
り
、
二
院
制
の
本
質
も
国
家
意
思
の
正
確
さ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
両
院
が

一
致
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
院
の
構
成
を
身
分
制
や
任
命
制
、
連
邦
制
に
お
け
る
州
代
表
な
ど
、
議
員
資
格
や
選
出

母
体
と
い
う
意
味
で
異
な
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
重
要
な
制
度
設
計
の
論
点
で
あ
る
が
、
立
法
権
の
共
有
と
い
う
問
題
か
ら
す
れ
ば
、

各
院
の
構
成
と
は
、
キ
ー
パ
ン
チ
ャ
ー
の
生
い
立
ち
ゃ
個
性
が
異
な
る
の
と
同
様
、
国
家
の
意
思
決
定
を
慎
重
に
す
る
う
え
で
は
、
「
ど

の
よ
う
に
」
慎
重
に
す
る
の
か
と
い
う
運
用
上
の
二
次
的
問
題
で
あ
る
。

二
院
制
の
採
否
が
音
ゆ
思
決
定
の
慎
重
さ
に
拠
る
と
し
て
、
日
本
の
国
会
は
二
院
制
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
世
界
的
に
み
れ
ば
、

四
割
弱
の
国
家
が
二
院
制
を
採
用
し
、
連
邦
制
で
な
い
国
家
で
は
三
割
弱
と
な
っ
て
い
る
（

3
5
5ロ
自
己
冨
a
g
p
M
O
O
－
咽
七
合
）
。



図
1
は
欧
米
諸
国
に
日
本
も
加
え
、
人
口
と

G
D
P
か
ら
み
た
国
家
規
模
と
二
院
制
の
関
係
を
示
し
て
い
る
（
縦
横
そ
れ
ぞ
れ
対
数
軸
）
。

こ
の
図
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
を
二
院
制
と
み
な
す
べ
き
か
は
異
論
も
あ
ろ
う
が
、
国
家
規
模
の
大
き
い
国

で
一
院
制
の
国
は
な
く
、
欧
米
先
進
諸
国
に
お
い
て
人
口
が
一
一
一

O
O
万
人
以
上
、

G
D
P
が
つ
一
千
億
ド
ル
以
上
で
あ
れ
ば
二
院
制

で
な
い
国
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
認
識
す
べ
き
こ
と
は
、
日
本
の
人
口
・
経
済
規
模
で
あ
れ
ば
、
二
院
制
に
よ
っ
て
国
家
の

意
思
決
定
に
慎
重
を
期
す
べ
き
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

カ
ー
ボ
ン
コ
ピ

l
論
の
誤
り

議
会
の
意
思
は
一
つ
で
あ
り
、
二
院
制
で
あ
れ
ば
、
両
院
の
一
致
が
意
思
決
定
の
要
件
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
、
巷
で
繰
り

日本における二院制の意義と機能（増山幹高）

返
さ
れ
る
参
議
院
カ
ー
ボ
ン
コ
ピ

l
論
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
実
際
、
二
院
制
の
議
会
で
は
両
院
の
意
思
が
異

な
る
場
合
に
備
え
て
何
ら
か
の
両
院
問
調
整
の
手
続
き
を
定
め
て
お
り
、
日
本
の
国
会
で
は
衆
議
院
の
優
越
や
両
院
協
議
会
が
制
度

化
さ
れ
て
い
る
（
内
向
、

Hiso
－－Z
E冨
go
－－
3
叶
）
。
つ
ま
り
、
国
会
の
場
合
、
両
院
の
意
思
が
異
な
っ
て
も
、
予
算
や
首
相
指
名
、

ま
た
衆
議
院
に
三
分
の
二
の
多
数
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
は
衆
議
院
の
一
院
制
を
想
定
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
第
二
院
の
存
在
理
由
と
は
、
第
一
院
と
異
な
る
行
動
・
決
定
を
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
第
一
院
と
異
な
る
組
織
・
構

成
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
前
提
で
す
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
参
議
院
を
衆
議
院
の
カ
ー
ボ
ン
コ
ピ

l
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
批
判
は
根
強
く
、
参
議
院
の
存
在
意
義
を
高
め
る

た
め
に
何
ら
か
の
独
自
性
を
発
揮
す
べ
き
と
す
る
議
論
を
よ
く
耳
に
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
二
重
入
力
の
結
果
が
異
な
る
べ
き
だ

と
言
っ
て
い
る
に
等
し
い
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
他
方
、
参
議
院
が
強
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
こ
れ
は
衆
議
院
と
意

見
を
異
に
す
る
参
議
院
の
権
限
が
強
け
れ
ば
、
衆
議
院
に
と
っ
て
は
足
か
せ
に
な
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
ー
ボ
ン
コ
ピ

271 
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1200 
人口（万人）

300 

ー
論
と
結
び
つ
く
と
、
参
議
院
が
独
自
性
を
発
揮
で
き
な
い
の
は
、

272 

立
法
の
生
殺
与
奪
を
左
右
す
る
ま
で
に
参
議
院
の
権
限
が
強
く
、
し

た
が
っ
て
、
議
員
の
行
動
を
制
約
す
る
た
め
に
参
議
院
で
も
政
党
化

が
進
ま
ざ
る
を
得
ず
、
参
議
院
は
独
自
性
を
発
揮
で
き
な
い
と
い
う

議
論
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
裏
返
し
て
、

衆
議
院
の
足
か
せ
と

な
ら
な
い
よ
う
参
議
院
の
権
限
を
弱
め
れ
ば
、
参
議
院
議
員
は
自
由

に
行
動
し
、
独
自
性
を
発
揮
で
き
る
と
い
う
倒
錯
し
た
議
論
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
二
重
入
力
の
不

一
致
を
む
し
ろ
促
そ
う
と
す
る
観
点
は
、

シ
ェ
イ
エ
ス
の
言
と
さ
れ
る
「
第
二
院
が
第
一
院
と
意
見
が
一
致
す

る
の
で
あ
れ
ば
無
用
だ
し
、

意
見
が
異
な
れ
ば
有
害
で
あ
る
」
と
い

う
命
題
よ
ろ
し
く
、

せ
い
ぜ
い
権
限
の
な
い
第
二
院
と
い
う
参
議
院

擁
護
論
に
と
ど
ま
り
、

一
院
制
論
に
対
す
る
有
効
な
反
論
と
は
な
り

得
な
い
。
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
は
、
そ
う
し
た
観
点
で
は
国
家
の
意

思
決
定
を
慎
重
に
す
る
と
い
う
二
院
制
本
来
の
機
能
も
果
た
す
こ
と

が
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

両
院
の
行
動

・
決
定
が
独
自
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
観
点
は
二
院

制
の
制
度
的
帰
結
と
は
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
。
例
え
ば
、

田
町
四
日
目
。
ロ
【
目
。
口
弘
冨
E
R
（－涜斗
）
は
二
院
制
の
憲
法
構
造
が
議
会
の

意
思
決
定
を
安
定
化
さ
せ
る
と
し
た
空
間
理
論
の
古
典
的
業
績
で
あ



る
。
具
体
的
に
は
、
図
2
の
よ
う
に
、
民
、
民
、
%
の
六
人
議
会
を
考
え
た
場
合
、
過
半
数
で
あ
る
四
人
（
町
、

問
、
民
、
科
）
は
法
案

c
よ
り
法
案
P
を
選
好
す
る
が
、
法
案
P
と
法
案

e
で
は
法
案

e
の
ほ
う
を
選
好
す
る
多
数
派
（
同
町
、

品
、
民
）
が
存
在
し
、
さ
ら
に
は
法
案

e
に
対
し
て
は
法
案

c
を
よ
り
選
好
す
る
多
数
派

（
町
、
問
、
町
、
品
）
が
存
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
六
人
議
会
で
は
多
数
決
は
循
環
し
、

意
思
決
定
は
不
安
定
と
な
る
。
し
か
し
、
日
円
、
問
、
民
で

一
院
を

同
と
ら
を
結
ぶ
直
線
が
「
二
院

日本におけるこ院制の意義と機能（増山幹高）

H1 

S1 

S2 

構
成
さ
せ
、

S1 

S2 

向
で
別
の
院
を
構
成
さ
せ
れ
ば
、
図
2
の
よ
う
な
選
好
配
置
の
場
合
、

等
分
線
」
（

σ
5
5
3－502。
円
）
と
な
り
、

そ
の
直
線

H
 

二院制議会の空間モデル

s3 
図2

上
に
な
い
ど
の
点
に
対
し
て
も
、
そ
の
直
線
上
の
い
ず

れ
か
の
点
が
そ
れ
ぞ
れ
の
院
で
多
数
派

（こ
の
場
合

名
）
に
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

直
線

出所 Hammond and Miller (1987) p. 1158. 

同
色
の
右
上
に
あ
る
ど
の
点
に
対
し
て
も
、

叫
が
よ
り
支
持
し
、
ま
た
町
、
品
に
も
よ
り
支
持
さ

れ
る
民
＆
上
の
点
が
存
在
す
る
。
逆
に
、
民
向

よ
り
左
下
に
位
置
す
る
点
に
対
し
て
は
馬
、
民
、
品
、

約
に
よ
り
支
持
さ
れ
る
民
向
上
の
点
が
存
在
す
る
。

さ
ら
に
、
司
、
民
が
叫
向
上
の
P
を
三
角

形

司

馬

民
内
の
ど
の
点
よ
り
も
選
好
し
、
%
が
同
ら

H1 

S1 

上
の

q
を
尚
昆
島
内
の
ど
の
点
よ
り
も
選
好
す
る
た

め、

直
線

p
q
は
両
院
の
多
数
が

一
致
し
て
他
の
選
択

273 

肢
を
支
持
で
き
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
核
」
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（8
8）
と
な
る
。
例
え
ば
、
法
案

c
は
一
院
制
議
会
で
は
他
の
選
択
肢
を
多
数
が
支
持
す
る
と
い
う
意
味
で
不
安
定
な
選
択
肢
で
あ

る
が
、
二
院
制
議
会
で
は
「
核
」
の
一
部
で
あ
り
、
両
院
の
多
数
が
一
致
し
て
覆
す
こ
と
の
で
き
な
い
選
択
肢
と
な
る
。

274 

こ
の
よ
う
に
二
院
制
の
制
度
的
帰
結
と
は
、
両
院
の
意
思
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、

一
院
で
は
不
安
定
な
意
思
決
定
に
安
定

慶醸の政治学

性
を
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
、
二
院
制
の
安
定
化
作
用
に
つ
い
て
は
理
論
的
な
議
論
の
展
開
は
み
ら
れ
る
も
の
の
（

2

出
与
の
E
F
M
g
N
）
、
そ
れ
が
い
か
な
る
政
策
的
帰
結
と
関
連
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
証
が
進
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
例
外
的
な
試
み
と
し
て
、
ぎ
件
昨
日
（
M

g
凶
）
は
一
九
七

0
年
代
以
降
の

O
E
C
D
諸
国
を
対
象
に
二
院
制
の
制
度
構
造
と
政
策

的
な
帰
結
の
関
係
を
検
証
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
国
家
の
市
場
介
入
や
政
策
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
財
政
構
造
な
ど
か
ら
検

証
し
、
二
院
制
を
採
用
し
て
い
る
国
々
で
は
、
国
家
介
入
や
福
祉
国
家
化
に
消
極
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
家
の
意
思
決
定
に
慎
重

を
期
し
、
政
策
転
換
を
抑
制
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

立
法
権
の
共
有
と
立
法
・
行
政
の
信
任
関
係

権
限
の
あ
る
二
つ
の
院
が
同
じ
決
定
を
繰
り
返
す
と
い
う
二
院
制
を
い
か
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
参
議
院
の
権

限
が
強
い
な
が
ら
も
政
権
に
対
し
て
責
任
を
共
有
す
る
関
係
に
な
い
こ
と
は
従
来
か
ら
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
高
橋
（
二

0
0
こ
は
参
議
院
が
内
閣
の
重
要
法
案
を
否
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
実
上
の
内
閣
不
信
任
を
行
い
得
る
が
、
内
閣
に
は
参
議
院

を
解
散
す
る
と
い
う
対
抗
手
段
が
な
く
、
こ
う
し
た
議
院
内
閣
制
の
機
能
不
全
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
重
要
法
案
の
否
決
と
い
っ
た
こ

と
を
参
議
院
に
自
制
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
一
七
四
｜
一
七
五
頁
）
。
こ
こ
で
は
、
参
議
院
と
内
閣
の
関
係
を
「
合

理
化
」
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
政
権
に
対
す
る
責
任
を
共
有
す
る
関
係
を
制
度
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
参
議
院
の
「
無
責
任
な
」

権
限
行
使
を
抑
制
す
る
方
策
を
考
え
て
い
き
た
い
。



立
法
権
の
あ
り
方
を
行
政
権
と
の
信
任
関
係
か
ら
捉
え
れ
ば
、
行
政
権
の
存
続
が
議
会
に
依
拠
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
立
法
権

と
行
政
権
を
融
合
さ
せ
る
議
院
内
閣
制
と
権
力
を
分
立
さ
せ
る
大
統
領
制
が
大
別
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
権
の
共
有
合
一
院
制
）

と
立
法
・
行
政
の
信
任
関
係
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
政
治
体
制
は
四
類
型
化
さ
れ
る
（
図
3
）
。
衆
議
院
の
足
か
せ
に
な
る
ほ
ど
に

参
議
院
が
強
す
ぎ
る
と
い
う
参
議
院
無
用
論
が
参
議
院
の
行
政
権
に
対
す
る
独
立
性
と
い
う
意
味
で
の
「
強
さ
」
を
問
題
と
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
参
議
院
が
立
法
権
を
共
有
す
る
か
否
か
（
つ
ま
り
、
二
院
制
か
否
か
）
の
問
題
で
な
く
、
む
し
ろ
国
会
全
体
と

し
て
立
法
・
行
政
権
の
融
合
か
分
立
の
い
ず
れ
が
促
進
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
と
な
る
。

例
え
ば
、
郵
政
民
営
化
や
テ
ロ
特
措
法
、
暫
定
税
率
の
よ
う
に
、
参
議
院
が
内
閣
の
重
要
法
案
を
否
決
し
た
り
、
議
決
を
行
わ
な

い
ま
ま
に
放
置
し
た
場
合
、
参
議
院
の
行
政
権
に
対
す
る
「
無
責
任
さ
」
が
問

題
と
な
る
。
図
3
の
二
次
元
配
置
で
言
え
ば
、
そ
う
し
た
状
況
は
立
法
・
行
政

日本における二院制の意義と機能（増山幹高）

立法権の共有と立法－行政関係の四類型

立法・行政関係
分立

一院制 一院制
議院内閣制 大統領制

二院制 二院制

議院内閣制 大統領制

融合

図3

有

共

専

且L

法

権

関
係
（
横
軸
）
に
お
い
て
本
来
は
左
端
に
あ
る
は
ず
の
国
会
が
む
し
ろ
中
央
寄

り
と
な
り
、
大
統
領
制
的
な
権
力
分
立
の
要
素
が
加
わ
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ

れ
る
。
第
二
院
を
並
存
さ
せ
る
こ
と
自
体
は
、
図
3
で
言
え
ば
、
単
に
縦
軸
上

の
位
置
の
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
参
議
院
が
強
す
ぎ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

参
与
的
な
第
二
院
と
し
て
立
法
権
限
を
制
約
し
て
も
、
参
議
院
が
内
閣
に
対
し

て
独
自
な
行
動
を
と
る
余
地
の
あ
る
限
り
、
立
法
・
行
政
の
相
対
的
融
合
は
必

ず
し
も
促
進
さ
れ
な
い
。
一
言
い
か
え
れ
ば
、
二
院
制
で
あ
っ
て
も
第
二
院
と
内

閣
の
信
任
関
係
を
制
度
化
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
立
法
権
と
行
政
権
の
融
合

を
図
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

27う

有
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信
任
関
係
と
立
法
権
限
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四

第
二
院
と
内
閣
の
間
に
信
任
関
係
を
制
度
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
第
二
院
の
権
限
強
化
で
あ
る
と
と
も
に
、
第
二
院
に
よ
る
「
無

責
任
な
」
立
法
権
限
の
行
使
を
抑
制
す
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
こ
の
信
任
関
係
の
制
度
的
論
理
は
法
案
修
正
権
限
の
有
無
と
同
様

の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
図
4
の
よ
う
な
二
次
元
の
政
策
空
間
を
考
え
る
と
、
信
任
関
係
と
立
法
権
限

慶雁の政治学

の
制
度
的
帰
結
は
明
ら
か
で
あ
る
。
図
中
の

C
、
L
、
U
は
そ
れ
ぞ
れ
内
閣
、
衆
議
院
、
参
議
院
の
政
策
的
な
理
想
点
を
示
す
も
の

と
し
、

S
Qは
現
状
の
政
策
位
置
、
ま
た

C
を
中
心
と
し
て

S
0・
を
通
過
す
る
円
弧
は
内
閣
が
現
状
と
同
等
の
効
用
を
得
る
無
差

別
曲
線
と
す
る
。

ま
ず
法
案
修
正
権
限
の
あ
る
参
議
院
の
み
の
一
院
制
を
考
え
て
み
よ
う
（
法
案
提
出
権
限
は
内
閣
の
み
に
あ
る
と
す
る
）
。
法
案
修

正
に
何
ら
コ
ス
ト
が
発
生
し
な
い
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
法
案
も
修
正
さ
れ
て

U
が
結
果
す
る
。
図
4
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

U
は

C
を
中
心
と
し
て

S
0・
を
通
過
す
る
円
弧
の
外
に
あ
り
、
内
閣
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
立
法
は
現
状
よ
り
状
況
が
悪
化
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
閣
は
法
案
を
提
出
せ
ず
、
現
状
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
参
議
院

に
と
っ
て
も
現
状
を
改
善
す
る
機
会
を
逸
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
内
閣
、
参
議
院
の
双
方
に
と
っ
て
好
ま
し
い
結
果
で
は
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
、
参
議
院
の
法
案
修
正
権
限
が
制
約
さ
れ
、
提
出
さ
れ
た
法
案
の
可
否
の
み
が
問
わ
れ
る
場
合
、
内
閣
は

C
を
法
案
と

し
て
提
出
し
、
参
議
院
は
そ
れ
を
可
決
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
図
5
に
示
す
よ
う
に
、

C
は
U
を
中
心
と
し
て

S
Qを
通
過
す
る
円

弧
の
内
側
に
あ
り
、
参
議
院
に
と
っ
て
現
状
改
善
的
な
立
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

よ
り
一
般
的
に
は
、
号
、
入
－
N
）
を
叫
が
少
な
く
と
も
し
円
と
同
等
以
上
に
好
む
政
策
集
合
（
当
呂
田
2
）
と
し
、
N
h
N

（N
）
を
凡
の
－
N

か
ら
得

る
政
策
的
効
用
と
す
る
と
、

U
を
理
想
点
と
す
る
一
院
制
議
会
に
法
案
修
正
権
限
が
あ
る
場
合
、

q
m
号、内（
M
C
）
で
あ
れ
ば
、
内
閣

は
法
案
を
提
出
し
、
議
会
は
法
案
を

U
に
修
正
し
、
そ
れ
を
可
決
す
る
。
し
か
し
、
門
H
A
m
－でト（
M
C
）
で
あ
れ
ば
、
内
閣
に
と
っ
て



S
Q
以
上
に
実
現
可
能
な
立
法
は
な
く
、
内
閣
は
法
案
を
提
出
せ
ず
、
現
状
が
維
持
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
案
修
正
権
限

が
な
い
場
合
、
内
閣
は

8

．m号、
E
・
g－

H
H
R
m
B自
信
モ
ミ
内
（
司
）

Nhum
－で

H

司
η

（
旬
。
）
コ
号
、q
（旬。）

を
提
出
し
、

議
会
は
そ
れ
を
可
決
す
る

（
s
．H
め
む
の
場
合
、
内
閣
は
法
案
を
提
出
せ
ず
、
現
状
を
維
持
す
る
も
の
と
す
る
）。

こ
れ
は
二
院
制
で
も
同
じ
で
あ
り
、
衆
議
院
を
先
議
院
と
す
る
場
合
、
衆
議
院
の
理
想
点
が
ど
こ
に
位
置
し
よ
う
と
、
参
議
院
の

理
想
点
が
衆
議
院
に
と
っ
て
現
状
改
善
的
で
あ
り
、
後
議
院
で
あ
る
参
議
院
の
理
想
点
が
図
4
・
5
の
よ
う
に
内
閣
の
理
想
点
か
ら

日本における二院制の意義と機能 （増山幹高）

法案修正権限の二次元空間的帰結①

u ． 図4

L ． 
c 

法案修正権限の二次元空間的帰結②

u ． 
SQ 

図5

相
対
的
に
離
れ
て
い
れ
ば
結
論
は
変
わ
ら
な
い

（
参
議
院
の

理
想
点
が
衆
議
院
に
と

っ
て
現
状
改
善
的
で
な
け
れ
ば
、

、‘．、．司、、

し‘刀宇山百

る
法
案
が
提
出
さ
れ
て
も
衆
議
院
が
否
決
す
る
）。
法
案
修
正
権

限
の
あ
る
二
院
制
議
会
の
場
合

（先
議
院
と
後
議
院
の
理
想
点

を
そ
れ
ぞ
れ

L
と
U
と
し
、
両
院
問
調
整
は
後
議
院
の
決
定
の
採

否

の
み
を
先

議

院

が

決

定

す

る

も

の

と

す

る

）、

門、川
君
、n
G
C）
コ
建
h

（
旬
。
）
で
あ
れ
ば
、
内
閣
は
法
案
を

提
出
し
、

議
会
は
法
案
を

U
に
修
正
し
、
そ
れ
を
可
決
す
る
。

し
か
し
、

q
mm
g
J
G
G）
で
あ
れ
ば
、
内
閣
は
法
案
を
提
出

せ
ず
、
あ
る
い
は

q
m刑
事

J
G
C）
で
あ
れ
ば
、
衆
議
院
が
否

決
す
る
た
め
、
現
状
が
維
持
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法

277 

案
修
正
権
限
の
な
い

二
院
制
議
会
の
場
合
、
内
閣
は
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さ
”
の
事
、

ω・ゲ
N
A
＼

H
H
R
m
B認さ
m
司
洋
（
さ
）
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N
A｝

m
君、

H

君
、
内
（
泊
。
）
コ
－

F
（
M
G）
コ
司
h

（め

C
）

を
提
出
し
、
議
会
は
そ
れ
を
可
決
す
る
（

s
r
u
cの
場
合
、
内
閣
は
法
案
を
提
出
せ
ず
、
現
状
を
維
持
す
る
も
の
と
す
が
）
）
0

慶醸の政治学

つ
ま
り
、
議
会
の
法
案
修
正
権
限
を
制
約
し
た
ほ
う
が
、
内
閣
だ
け
で
な
く
、
議
会
に
と
っ
て
も
良
い
結
果
を
得
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
二
一
一
口
い
か
え
れ
ば
、
議
会
に
法
案
修
正
権
限
が
あ
る
と
、
パ
レ

l
ト
非
効
率
な
状
態
に
止
ま
る
が
、
法
案
修
正
権
限
を
制
約

す
る
と
い
う
「
約
束
」
が
で
き
る
な
ら
、
内
閣
と
議
会
の
双
方
に
と
っ
て
良
い
結
果
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
同
様
の
論
理
は

立
法
・
行
政
の
信
任
関
係
に
も
あ
て
は
ま
る
。
内
閣
の
重
要
法
案
の
否
決
が
内
閣
不
信
任
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
重
要
法
案
の
採
否

は
、
現
政
権
の
存
続
か
否
か
に
対
応
す
る
こ
と
と
な
り
、
法
案
修
正
権
限
の
な
い
立
法
手
続
き
が
適
用
さ
れ
る
の
と
同
じ
に
な
る
。

言
い
か
え
る
と
、
内
閣
に
対
し
て
不
信
任
投
票
や
信
任
投
票
を
議
会
が
行
な
い
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
内
閣
が
議
会
に
対
し
て
責
任

を
負
う
と
と
も
に
、
議
会
も
内
閣
の
存
続
に
責
任
を
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
内
閣
不
信
任
案
の
可
決
は
内
閣
の
辞
職
な

い
し
は
議
会
の
解
散
・
総
選
挙
を
も
た
ら
し
、
内
閣
に
何
も
さ
せ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
現
状
維
持
と
な
る
が
、
不
信
任
案

の
否
決
な
い
し
信
任
案
の
可
決
は
内
閣
を
存
続
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
閣
の
方
針
を
包
括
的
に
了
承
す
る
こ
と
に
な
り
、
内
閣

が
推
進
す
る
重
要
法
案
も
同
時
に
可
決
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
・
行
政
の
信
任
関
係
を
制
度
化
す
る
こ

と
は
、
重
要
法
案
の
採
否
に
法
案
修
正
権
限
の
な
い
立
法
手
続
き
が
適
用
さ
れ
、
議
会
が
立
法
権
限
を
「
無
責
任
に
」
行
使
し
な
い

よ
う
抑
制
す
る
制
度
的
作
用
を
内
閣
と
議
会
に
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

五

参
議
院
と
内
閣
の
信
任
関
係

し
か
し
、
現
状
は
参
議
院
が
行
政
権
の
存
続
に
責
任
を
持
つ
と
い
う
制
度
的
な
関
係
が
定
着
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
衆
参
ね



じ
れ
状
況
と
な
る
前
か
ら
、
す
で
に
郵
政
民
営
化
だ
け
で
な
く
、

一
九
九
四
年
の
政
治
改
革
法
案
が
参
議
院
で
否
決
さ
れ
た
よ
う
に
、

与
党
の
一
部
が
重
要
法
案
の
反
対
に
回
る
と
い
っ
た
こ
と
も
起
き
て
い
る
（

Q
同

2
巳

P
M
g
g
。
衆
参
で
多
数
派
が
一
致
し
て
い
る

場
合
、
実
際
に
法
案
が
否
決
さ
れ
た
り
、
大
幅
な
修
正
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
り
、
参
議
院
と
行
政
権
の
対
立
は
概
ね
潜
在

化
す
る
が
、
参
議
院
と
内
閣
の
政
策
選
好
の
希
離
が
立
法
の
障
害
と
な
る
こ
と
は
、
一
九
八
九
年
に
自
民
党
が
参
議
院
の
過
半
数
を

維
持
で
き
な
く
な
っ
て
以
降
、
参
議
院
に
お
け
る
多
数
派
工
作
に
よ
っ
て
立
法
が
実
質
的
に
左
右
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
明
ら
か
で

あ
る
（
増
山
、
二

O
O
一
、
二

O
O
三
）
。
ま
し
て
や
二

O
O
七
年
の
参
議
院
選
挙
に
よ
っ
て
衆
参
ね
じ
れ
状
況
と
な
り
、
テ
ロ
特
措

法
や
暫
定
税
率
の
問
題
に
明
示
的
に
現
れ
た
よ
う
な
両
院
の
不
一
致
は
政
権
運
営
に
実
質
的
な
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
は
衆
議
院
で
三
分
の
二
を
超
え
る
多
数
が
存
在
す
る
た
め
に
実
質
的
な
一
院
制
と
な
り
、
そ
れ
故
に
参
議
院
は
従
来
の
野
党
の

日本における二院制の意義と機能（増山幹高）

ま
ま
審
議
遅
延
と
い
っ
た
抵
抗
戦
術
を
続
け
て
お
り
、
結
果
的
に
は
憲
法
の
み
な
し
否
決
条
項
に
よ
り
、
衆
議
院
の
再
議
決
で
国
会

の
意
思
を
決
定
す
る
と
い
う
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
銀
総
裁
の
同
意
人
事
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
憲
法
に
よ
る
衆

議
院
の
優
越
が
な
い
場
合
、
両
院
が
意
思
を
一
致
さ
せ
ず
、
国
会
が
意
思
決
定
を
回
避
す
る
と
い
う
事
態
も
発
生
し
て
き
で
い
る
。

こ
の
こ
と
は
二
大
政
党
化
が
進
み
、
政
権
選
択
の
選
挙
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
よ
り
深
刻
な
問
題
を
提
起
し
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
衆
参
の
選
挙
を
同
時
に
実
施
し
な
い
限
り
、
衆
参
の
ね
じ
れ
状
況
が
常
態
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

衆
参
ね
じ
れ
状
況
と
な
る
前
か
ら
、
参
議
院
は
し
ば
し
ば
審
議
時
間
の
確
保
を
求
め
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
を
法
案
修
正
権
限
の

制
約
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
と
、
実
は
国
会
の
制
度
的
特
徴
と
さ
れ
る
会
期
制
に
よ
っ
て
立
法
に
時
間
的
制
約
が
課
さ
れ
、
国
会

内
の
作
業
コ
ス
ト
が
相
対
的
に
高
ま
り
、
と
く
に
後
議
院
で
あ
る
こ
と
の
多
い
参
議
院
の
立
法
能
力
に
実
質
的
な
制
限
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
（
増
山
、
二

O
O
三
）
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
立
法
コ
ス
ト
は
あ
く
ま
で
与
党
内
の
衆
参
対
立
を
制
御
す
る
程
度

に
作
用
す
る
と
し
て
も
、
衆
参
ね
じ
れ
状
況
に
お
け
る
立
法
権
限
の
制
約
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
り
本
質
的
に
は
、
参
議
院
と

内
閣
の
信
任
関
係
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
員
の
選
挙
コ
ス
ト
を
相
対
的
に
高
め
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
参
議
院
が
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行
政
権
の
存
続
を
制
度
的
に
左
右
す
る
な
ら
ば
、
内
閣
の
重
要
法
案
に
反
対
す
る
こ
と
は
倒
閣
の
責
任
所
在
を
明
確
に
し
、
議
員
は
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倒
閣
の
責
任
を
選
挙
に
お
い
て
直
接
・
間
接
に
追
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
議
員
は
倒
閣
の
責
任
の
重
さ
と
内
閣
の

方
針
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
利
益
・
不
利
益
を
勘
案
す
る
よ
う
に
な
り
、
議
院
内
閣
制
本
来
の
制
度
的
作
用
が
第
二
院
と
し
て
の
参

慶鷹の政治学

議
院
に
も
働
く
こ
と
に
な
る
。

参
議
院
の
問
題
を
立
法
権
と
行
政
権
の
融
合
・
分
立
と
い
う
次
元
か
ら
捉
え
れ
ば
、
二
院
制
に
よ
る
立
法
権
の
共
有
は
維
持
し
な

が
ら
も
、
立
法
・
行
政
の
信
任
関
係
を
よ
り
制
度
化
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
参
議
院
が
内
閣
に
対
し
て
責
任
を
持
ち
、
「
無
責

任
な
」
立
法
権
限
を
行
使
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
二

O
O
八
年
に
参
議
院
は
福
田
康
夫
首
相
に
対
す
る
問
責

決
議
を
可
決
し
た
。
首
相
に
対
す
る
問
責
決
議
が
可
決
さ
れ
た
の
は
戦
前
の
貴
族
院
で
は
田
中
義
一
首
相
に
対
す
る
も
の
が
あ
る
が
、

戦
後
の
参
議
院
で
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
問
責
決
議
は
野
党
と
し
て
の
国
会
戦
術
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
政

府
に
無
視
さ
れ
た
挙
旬
、
結
果
的
に
は
問
責
決
議
の
効
力
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
に
終
わ
っ
た
。
衆
議
院
の
内
閣
不
信
任
が
憲
法

で
総
辞
職
か
衆
議
院
の
解
散
を
規
定
し
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
参
議
院
の
問
責
決
議
に
は
問
責
し
た
こ
と
の
結
果
責
任
が
伴
わ
な

い
。
問
責
決
議
に
法
的
拘
束
力
が
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
が
、
議
席
を
奪
わ
れ
る
可
能
性
の
な
い
決
議
に
政
治
的
な
影
響
力
も
あ
ろ

う
は
ず
が
な
い
。
参
議
院
で
与
党
が
過
半
数
を
占
め
て
い
な
い
以
上
、
野
党
に
よ
っ
て
問
責
決
議
が
な
さ
れ
る
可
能
性
は
常
に
あ
る

が
、
野
党
が
単
に
国
会
運
営
上
の
抵
抗
戦
術
と
し
て
問
責
決
議
を
利
用
し
続
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
長
期
的
に
は
参
議
院
の
決
議
自
体

が
軽
ん
じ
ら
れ
、
ひ
い
て
は
参
議
院
の
権
威
を
損
ね
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
問
責
決
議
を
出
す
の
は
確
実
に
内
閣
を
総
辞
職
さ
せ
ら
れ

る
と
き
に
限
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
失
敗
し
た
場
合
に
は
首
相
に
問
責
し
た
院
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
、
参
議
院
の
存

在
意
義
が
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

郵
政
民
営
化
問
題
を
分
水
嶺
と
し
て
、
内
閣
の
重
要
法
案
の
否
決
と
内
閣
の
不
信
任
が
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
規
範
化
が
進
ん
で

き
て
お
り
、
衆
参
ね
じ
れ
状
況
で
テ
ロ
特
措
法
や
暫
定
税
率
に
衆
議
院
の
再
議
決
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
そ
の
傾
向
を
加
速
さ
せ
る



可
能
性
が
あ
る
。
参
議
院
の
任
期
や
半
数
改
選
、
解
散
の
有
無
は
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
憲
法
を
改
正
し
な
い
ま

ま
に
講
じ
ら
れ
る
対
策
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
大
幅
な
制
度
改
正
を
要
し
な
い
範
囲
で
も
、
例
え
ば
、
衆
議
院
選
挙
を
参
議
院
の
通

常
選
挙
に
合
わ
せ
て
実
施
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
国
政
選
挙
を
よ
り
政
権
選
択
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た

参
議
院
議
員
の
入
閣
に
は
否
定
的
な
見
解
も
多
い
が
、
立
法
権
と
行
政
権
の
融
合
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
む
し
ろ
参
議
院
と
内
閣
の

一
体
化
を
よ
り
制
度
的
に
促
す
た
め
に
、
参
議
院
の
大
臣
枠
を
増
や
し
た
り
、
各
省
に
参
議
院
議
員
の
副
大
臣
や
政
務
官
が
い
る
よ

う
慣
行
化
す
る
と
と
も
に
、
参
議
院
の
委
員
長
な
ど
の
役
職
も
内
閣
人
事
と
連
動
さ
せ
れ
ば
、
参
議
院
に
政
権
の
存
続
に
対
す
る
責

任
を
よ
り
明
確
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

日本における二院制の意義と機能（増山幹高）

い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
二
院
の
改
革
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
諸
外
国
で
も
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
（
同
5
8
－－

8
ι
r
E
P
E
N
S
N）
。
参
議
院
問
題
の
本
質
を
捉
え
れ
ば
、
参
議
院
が
内
閣
に
対
し
て
責
任
を
負
う
よ
う
制
度
化
し
、
与
党
の
議
員

が
政
権
を
批
判
し
な
が
ら
も
当
選
を
続
け
る
と
い
っ
た
状
況
を
な
く
し
て
い
く
ほ
う
が
、
有
権
者
に
と
っ
て
選
挙
が
よ
り
政
権
選
択

の
機
会
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
貴
族
院
に
対
す
る
憧
れ
の
よ
う
な
形
式
的
二
院
制
論
に
拘
泥

す
る
よ
り
は
建
設
的
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

参
議
院
無
用
論
は
根
強
い
が
、
日
本
の
国
家
規
模
か
ら
す
る
と
、
二
院
制
を
維
持
す
る
こ
と
に
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
参

議
院
は
衆
議
院
の
カ
ー
ボ
ン
コ
ピ
ー
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
一
方
、
衆
議
院
の
足
か
せ
と
な
る
ま
で
に
権
限
が
強
す
ぎ
る
と
も
言
わ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
判
に
基
づ
く
参
議
院
改
革
論
は
一
院
制
に
ま
で
い
か
な
い
に
し
て
も
、
往
々
に
し
て
権
限
の
弱
い
参
議
院

に
し
た
う
え
で
、
衆
議
院
と
は
独
自
な
第
二
院
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
主
張
は
二
院
制
が
意
思
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決
定
を
安
定
化
さ
せ
る
制
度
で
あ
り
、
二
院
制
に
よ
る
立
法
権
の
共
有
が
二
つ
の
異
な
る
院
で
一
つ
の
決
定
を
繰
り
返
す
と
い
う
制

日本政治
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度
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
理
解
す
る
も
の
で
は
な
い
。

参
議
院
の
問
題
を
適
切
に
理
解
し
、
そ
れ
が
立
法
権
の
共
有
で
な
く
、
立
法
権
と
行
政
権
の
相
対
的
分
立
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

慶躍の政治学

一
院
制
が
処
方
筆
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
憲
法
改
正
と
い
う
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
。
二
院

制
を
維
持
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
両
院
問
調
整
を
制
度
的
に
拡
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
院
の
意
見
の
不
一
致
を
な

く
す
こ
と
は
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
衆
参
で
機
能
分
担
す
る
に
せ
よ
、
衆
参
で
議
員
構
成
や
選
出
基
盤
が
異
な
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
形
で
参
議
院
に
も
内
閣
に
対
す
る
責
任
が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
制
度
化
し
て
い
く
こ
と
が
問
題

の
核
心
で
あ
る
。

議
会
が
行
政
権
の
存
続
に
責
任
を
負
う
こ
と
と
法
案
の
可
否
だ
け
を
問
う
法
案
修
正
権
限
の
制
約
に
は
同
じ
論
理
的
基
礎
が
あ
り
、

そ
う
し
た
立
法
権
限
の
「
合
理
化
」
は
法
案
を
提
出
す
る
者
と
決
定
す
る
者
の
双
方
に
と
っ
て
修
正
権
限
の
制
約
が
な
い
場
合
よ
り

良
い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
参
議
院
の
問
題
が
立
法
権
限
の
強
弱
で
な
く
、
ま
た
意
思
決
定
の
非
効
率
さ
で
も
な
い
こ
と

を
理
解
す
れ
ば
、
そ
れ
が
内
閣
に
対
す
る
「
無
責
任
な
」
立
法
権
限
の
行
使
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
認
識
さ
れ
よ
う
。
参
議
院
に
結

果
責
任
を
伴
う
不
信
任
投
票
を
可
能
に
す
る
こ
と
は
表
面
的
に
は
参
議
院
の
権
限
強
化
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
参
議
院
議
員
が
内

閣
に
対
し
て
責
任
の
あ
る
行
動
を
採
る
よ
う
制
度
的
な
制
約
と
な
る
の
で
あ
る
。

現
在
で
も
内
閣
の
命
運
は
実
質
的
に
参
議
院
に
左
右
さ
れ
て
い
る
と
も
三
守
え
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
提
案
す
る
参
議
院
改
革
論
は

参
議
院
多
数
の
責
任
所
在
を
制
度
的
に
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
特
定
の
議
員
個
人
や
グ
ル
ー
プ
の
影
響
力
を

排
除
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
参
議
院
を
「
合
理
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
法
の
責
任
所
在
を
内
閣
に
完
全

に
帰
す
こ
と
が
可
能
と
な
れ
ば
、
有
権
者
は
選
挙
を
よ
り
政
権
選
択
の
機
会
と
し
て
意
識
す
る
と
と
も
に
、
時
間
的
に
制
約
さ
れ
る

必
要
の
な
く
な
っ
た
国
会
は
与
野
党
の
態
度
表
明
の
場
と
し
て
活
性
化
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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5

5円（
NCC凶
）
で
は
、
二
院
制
が
古
典
的
な
民
主
主
義
観
か
ら
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
立
法
・
行
政
関
係
の
均
衡
や
政
権
の
安
定
性
、
少
数
派
代
表
、

民
主
主
義
度
、
経
済
成
長
と
に
明
確
な
関
係
の
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
近
藤
（
二

O
O
一
、
五
一
頁
）
は
「
合
理
化
」
に
は
議
会
統
制
と
議
事
手
続
き
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
す
る
。

（
3
）
行
政
権
の
存
続
が
第
二
院
に
も
依
存
す
る
政
治
体
制
と
し
て
は
イ
タ
リ
ア
が
あ
り
、
ベ
ル
ギ
ー
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
戦
後
の
一
時
期
に
お
い

て
採
用
さ
れ
て
い
る
（
冨
塁
。

E
E∞
g戸
Nog－
℃
・
法
少
∞

gso同国－－
uMCCM暗唱・＝。）

0

（
4
）
議
会
の
理
想
点
が
内
閣
の
そ
れ
と
近
い
場
合
（
内
閣
が
そ
れ
ら
の
理
想
点
を
現
状
よ
り
好
ま
し
い
と
思
う
場
合
）
、
法
案
修
正
権
限
の
制
約
は
議

会
に
と
っ
て
法
案
修
正
に
よ
っ
て
実
現
す
る
は
ず
の
理
想
点
よ
り
好
ま
し
く
な
い
立
法
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は

C
と
S

Qと
の
相
対
的
な

距
離
に
お
い
て

L
と

U
が
C
に
近
い
場
合
で
あ
り
、
法
案
修
正
を
認
め
た
と
し
て
も
立
法
は
内
閣
に
と
っ
て
現
状
改
善
的
な
も
の
で
あ
る
。
内
閣
に

の
み
法
案
提
出
を
認
め
る
と
い
う
仮
定
を
緩
め
、
議
会
に
も
法
案
提
出
権
が
あ
る
と
す
る
の
は
、
法
案
修
正
権
限
が
制
約
さ
れ
な
い
場
合
と
同
じ
で

あ
る
。
い
ず
れ
の
院
を
先
議
と
す
る
の
か
も
選
択
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
図
4
・
5
の
よ
う
な
選
好
配
置
の
場
合
、
法
案
修
正
が
制
約
さ
れ
ず
と
も
、

参
議
院
を
先
議
院
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
議
院
で
あ
る
衆
議
院
の
理
想
点
L
が
実
現
す
る
。

制
度
的
な
信
任
関
係
の
な
い
第
二
院
が
政
権
形
成
に
及
ぼ
す
作
用
に
つ
い
て

U
E
n
r
E
S
2
己
・
（
N
S凶
）
参
照
。
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