
反
立
憲
政
治
を
止
め
る　

～
立
憲
民
主
主
義
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー

シ
ッ
プ
と
い
う
座
標
軸

　

来
る
参
院
選
は
、
反
立
憲
政
治

を
「
止
め
る
選
挙
」
だ
。
立
憲
主
義

と
は
「
憲
法
に
よ
る
統
治
権
力
の
制

約
」。
民
主
的
に
正
当
に
選
ば
れ
た

政
治
権
力
で
も
、
憲
法
の
制
約
の
内

側
で
し
か
、
そ
の
権
力
を
行
使
で
き

な
い
。
こ
の
、
私
た
ち
の
社
会
の
運

営
に
と
っ
て
「
空
気
」
の
よ
う
に
当

た
り
前
の
こ
と
が
、
ど
う
も
お
か
し

な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
―
こ

れ
が
昨
年
の
安
保
法
制
を
め
ぐ
っ
て

人
々
が
感
じ
た
違
和
感
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。

　
「（
自
民
党
憲
法
草
案
に
は
）
政
府

と
い
う
も
の
に
対
す
る
根
拠
規
定
が

な
い
。
必
要
だ
と
思
っ
て
い
な
い
か

ら
で
す
。『
こ
う
い
う
必
要
が
あ
る

か
ら
、
国
民
が
政
府
と
い
う
も
の
を

作
っ
て
、み
ん
な
で
運
用
す
る
ん
だ
』

と
い
う
発
想
が
、
根
底
的
に
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
、
そ
う
い
う
感
覚
だ
か

ら
で
す
。国
家
の
上
に
憲
法
を
置
く
、

さ
ら
に
そ
の
上
に
有
象
無
象
の
主
権

者
国
民
な
る
も
の
を
置
く
―
こ
れ
を

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
人
た
ち
の
憲
法

草
案
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

～
戦
後
民
主
主
義
の
中
で
、
国
民

主
権
と
い
う
こ
と
を
普
通
の
感
覚
と

し
て
受
け
止
め
て
き
た
層
か
ら
見
る

と
、
そ
こ
に
違
和
感
が
あ
る
。
そ
の

体
感
的
な
反
発
、
違
和
感
が
広
が
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
～
憲
法
の
下

に
国
家
を
置
く
な
ん
て
こ
と
に
違
和

感
が
あ
る
と
い
う
感
覚
、
そ
の
感
覚

で
政
府
を
国
民
の
上
に
置
く
の
が
当

然
だ
と
思
っ
て
い
る
人
に
違
和
感
が

あ
る
と
い
う
感
覚
、
そ
の
せ
め
ぎ
あ

い
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
」（
廣
瀬
・
法
政
大
学
教
授　

｢

日

本
再
生
」
４
４
４
号
）

　

立
憲
主
義
は
明
治
憲
法
の
原
則
で

も
あ
る
。立
憲
君
主
制
に
お
い
て
は
、

君
主
と
い
え
ど
も
憲
法
の
制
約
下
に

あ
る
と
い
う
「
天
皇
機
関
説
」
は
、

伊
藤
博
文
以
来
の
常
識
で
あ
り
、
こ

れ
に
も
っ
と
も
自
ら
を
律
し
た
の
は

昭
和
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。

　

戦
前
の
立
憲
君
主
制
は
明
治
憲
法

の
手
続
き
を
経
て
、立
憲
民
主
制（
国

民
主
権
）へ
と
継
承
さ
れ
発
展
し
た
。

こ
れ
が
、
私
た
ち
が
よ
っ
て
立
つ
立

憲
民
主
主
義
の
原
点
だ
。
改
憲
・
自

主
憲
法
制
定
と
い
う
発
想
は
、
こ
の

原
点
そ
の
も
の
の
破
壊
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
明
治
憲
法
＝
立
憲
君

主
制
へ
の
回
帰
で
は
な
く
、
憲
法
に

よ
る
統
治
権
力
の
制
約
と
い
う
立
憲

主
義
そ
の
も
の
の
否
定
を
強
く
内
包

し
、
そ
れ
ゆ
え
に
国
民
主
権
の
否
定

に
も
つ
な
が
る
。

　

過
去
の
世
代
が
犠
牲
と
苦
難
を

払
っ
て
き
た
立
憲
主
義
を
継
承
し
、

次
の
世
代
に
も
う
少
し
ま
し
な
立
憲

民
主
主
義
を
手
渡
す
た
め
に
、
反
立

憲
政
治
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
社
会
の
前
提

―
対
立
す
る
意
見
を
議
論
す
る
た
め

の
共
通
の
土
台
を
守
る
と
い
う
、
政

治
的
な
立
ち
位
置
を
超
え
た
守
る
べ

き
「
一
線
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

反
立
憲
政
治
を
止
め
る
う
え
で
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
立
憲
民
主
主
義

の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ
プ
だ
。
立
憲
君

主
制
で
は
君
主
の
権
力
を
制
約
す
る

こ
と
に
力
点
が
お
か
れ
る
が
、
立
憲

民
主
制
に
お
い
て
は
国
民
主
権
、
す

な
わ
ち
権
力
は
国
民
に
あ
る
と
い
う

前
提
で
、
そ
の
権
力
行
使
の
ル
ー
ル

を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「『
憲
法
は
国
家
権
力
を
拘
束
す
る

も
の
』
と
い
う
憲
法
観
は
正
し
い
の

で
す
が
、
一
面
的
で
古
い
。
こ
れ
は

君
主
が
全
権
力
を
握
っ
て
い
た
時
代

で
、
権
力
者
を
自
分
と
関
係
の
無
い

『
他
者
』
と
み
る
憲
法
観
で
す
。
で

も
今
は
国
民
主
権
で
、
権
力
者
を
私

た
ち
が
選
べ
る
時
代
で
す
。
安
倍
さ

ん
は
『
他
者
』
で
は
な
く
て
、『
我
々

の
一
部
』
な
ん
で
す
。
彼
が
権
力
を

行
使
し
て
い
る
の
は
、
我
々
が
選
挙

で
委
任
し
た
か
ら
な
ん
で
す
。
我
々

が
権
力
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
ど

う
や
っ
て
う
ま
く
統
治
者
に
委
任
し

て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
の
は
ず
で

す
。
権
力
は
我
々
が
も
っ
て
い
る
と

い
う
前
提
で
憲
法
の
議
論
を
し
な
く

て
は
い
け
ま
せ
ん
」（
井
上
武
史
・

九
州
大
学
准
教
授　

日
経
ビ
ジ
ネ
ス

オ
ン
ラ
イ
ン5/17

）

　
「
我
々
が
権
力
を
持
っ
て
い
て
、

そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
う
ま
く
統
治
者

に
委
任
し
て
い
く
か
」だ
か
ら
こ
そ
、

主
権
者
と
し
て
の
権
力
行
使
を
「
選

挙
で
選
べ
ば
そ
れ
で
終
わ
り
」
に

と
ど
め
る
の
か
、「
そ
ん
な
こ
と
は

委
任
し
て
い
な
い
」
と
声
を
あ
げ
、

「
も
っ
と
う
ま
く
委
任
す
る
に
は
ど

う
す
る
か
」
を
考
え
続
け
る
と
こ
ろ

に
拡
張
し
て
い
く
か
。
ま
さ
に
立
憲

民
主
主
義
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ
プ
が

問
わ
れ
る
。（
立
憲
民
主
主
義
の
フ
ォ

ロ
ワ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
座
標
軸
が
見

え
な
け
れ
ば
、「
反
立
憲
政
治
を
止

め
る
」
は
、
単
な
る
政
治
主
義
的
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
な
っ
て
し
ま
う
。）

　

立
憲
民
主
主
義
と
い
う
こ
と
が
体

感
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
着
実
に
集
積

し
、
立
憲
民
主
主
義
の
政
治
文
化
の

深
化
と
し
て
次
の
時
代
に
つ
な
い
で

い
く
。主
権
者
運
動
の
ス
テ
ー
ジ
は
、

こ
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

立
憲
民
主
主
義
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ

プ
を
集
積
す
る
た
め
に　

　

立
憲
民
主
主
義
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー

反
立
憲
政
治
を
止
め
る
！

立
憲
民
主
主
義
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ
プ
は
、
ど
の
よ
う
に
集
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
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シ
ッ
プ
と
そ
の
集
積
と
い
う
座
標
軸

か
ら
、
主
権
者
運
動
の
問
題
設
定
を

ど
う
再
整
理
し
、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し

て
い
く
か
。
そ
の
た
め
の
論
点
メ
モ

と
し
て
提
起
し
た
い
。（6/12

「
囲

む
会
・
特
別
編
」
の
論
点
メ
モ
を
兼

ね
る
）

①
「
憲
法
を
立
て
る
」
と
い
う
こ
と

　

憲
法
は
権
力
を
し
ば
る
も
の
だ
か

ら
、
政
治
権
力
に
対
し
て
「
憲
法
を

守
れ
」
と
い
う
の
は
正
し
い
。
同
時

に
「
我
々
が
権
力
を
持
っ
て
い
る
」

の
だ
か
ら
、
こ
れ
こ
れ
の
理
念
を
実

現
す
る
た
め
に
「
憲
法
を
立
て
る
」

と
い
う
問
題
設
定
に
踏
み
込
む
べ
き

だ
ろ
う
。
主
権
者
と
し
て
「
問
い
を

立
て
る
」、
自
治
の
当
事
者
性
か
ら

「
問
題
設
定
を
変
え
る
」
こ
と
が
起

点
と
な
っ
て
こ
そ
、｢

憲
法
を
立
て

る
」
こ
と
は
可
能
に
な
る
。

　

権
力
が
国
民
に
存
す
る
ゆ
え
に
国

家
に
制
約
を
課
す
と
い
う
発
想
で
は

な
く
、
国
家
か
ら
国
民
へ
義
務
を
課

す
発
想
の
改
憲
・
自
主
憲
法
制
定

に
、「
憲
法
を
立
て
る
」
と
い
う
問

題
設
定
は
可
能
か
。
権
力
者
を
「
他

者
」
と
み
る
視
点
を
内
包
す
る｢

憲

法
を
守
れ
」か
ら
、「
憲
法
を
立
て
る
」

へ
の
転
換
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能

か
。（「
下
り
坂
の
時
代
」「
縮
退
の

時
代
」
の
価
値
や
豊
か
さ
と
い
う
、

こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
問
い
を
立

て
、
考
え
続
け
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ

プ
か
ら
こ
そ
、
主
権
者
と
し
て
「
憲

法
を
立
て
る
」
こ
と
が
始
ま
る
の
で

は
な
い
か
。）

②
既
存
の
制
度
の
「
外
側
」
に
あ
る

問
題
を
社
会
の
問
題
へ
変
換
す
る

　

既
存
の
制
度
の
外
側
に
あ
る
問
題

を
、
社
会
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ

る
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
ひ
と
つ
に

は
「
私
的
」
な
問
題
を
「
公
共
的
な

問
題
」
へ
と
変
換
で
き
る
か
で
あ
る

（｢

日
本
再
生
」
４
２
４
号　
「
囲
む

会
・
特
別
編
」
参
照
）。
既
存
の
制

度
の
外
の
問
題
は
多
く
の
場
合
「
私

的
な
困
り
ご
と
」
と
し
て
、
感
情

的
な
表
現
で
表
出
さ
れ
る
。
こ
の
感

情
的
表
現
を
、
討
議
可
能
な
表
現
へ

と
変
換
す
る
た
め
の
言
論
空
間
を
創

出
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
た
め

の
重
要
な
努
力
だ
。（｢

日
本
再
生
」

４
４
４
号　

佐
藤
卓
己
教
授　

参

照
）

　

そ
の
よ
う
な
場
づ
く
り
に
お
け
る

立
憲
民
主
主
義
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ

プ
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
れ

は
ど
の
よ
う
に
集
積
さ
れ
、
あ
る
種

の
政
治
文
化
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い

く
か
。

　

ま
た
議
会
、
と
り
わ
け
身
近
な
自

治
体
議
会
に
お
け
る
オ
ー
プ
ン
な
議

論
、
あ
る
い
は
議
会
報
告
会
や
タ
ウ

ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
の
場
の
運
営

原
理
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
ど
う
転
換

す
る
か
。
例
え
ば
議
会
、
議
員
の
役

割
は
「
い
か
に
自
ら
の
主
張
を
伝
え

る
か
」「
多
数
を
形
成
し
て
主
張
を

通
せ
る
か
」
よ
り
も
、
市
民
に
分
か

り
や
す
く
論
点
を
整
理
し
判
断
の
材

料
を
提
供
で
き
る
か
、
に
軸
足
が
移

行
す
る
の
で
は
な
い
か
。

③
カ
ウ
ン
タ
ー
デ
モ
ク
ラ
シ
ー　

主
権
者
運
動
の
行
動
様
式
を
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
す
る

　

代
議
制
民
主
主
義
は
う
ま
く
機
能

し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
補
う
仕
組
み

と
し
て
直
接
参
加
の
仕
組
み
が
、
と

く
に
自
治
に
お
い
て
設
け
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
も
十
分
に
機
能
し
て
い

る
と
は
い
え
な
い
。
カ
ウ
ン
タ
ー
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
は
、こ
う
し
た
「
閉
塞
」

状
況
に
風
穴
を
あ
け
る
、
民
主
主
義

の
た
め
の
努
力
の
ひ
と
つ
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　

そ
の
行
動
原
理
は
「
啓
蒙
」
よ
り

も
「
意
思
と
行
動
」。
例
え
ば
エ
ネ

ル
ギ
ー
自
治
の
取
り
組
み
。
制
度
は

利
用
し
つ
つ
も
そ
こ
に
依
存
せ
ず
、

自
ら
の
意
思
（
地
域
の
合
意
形
成
）

と
行
動
で
「
新
し
い
現
実
」
を
制
度

の
外
に
創
り
だ
し
、
そ
の
「
新
し
い

現
実
」
の
広
が
り
を
既
存
の
制
度
に

追
認
さ
せ
る
。

　

あ
る
い
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
対

す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
。
法
律
に
よ
る
規

制
を
待
た
ず
、
そ
の
取
り
組
み
と
並

行
し
て
直
接
行
動
で
ヘ
イ
ト
デ
モ
に

抗
議
す
る
。不
十
分
な
点
は
あ
れ
ど
、

曲
が
り
な
り
に
も
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

を
許
さ
な
い
と
し
た
法
律
が
成
立
し

え
た
の
は
、
こ
の
路
上
で
の
取
り
組

み
が
あ
っ
て
こ
そ
だ
。
だ
か
ら
こ
そ

「
法
律
が
で
き
て
終
わ
り
」
で
は
な

く
、
こ
れ
を
始
ま
り
の
一
歩
と
し
て

さ
ら
に
進
も
う
、
と
い
う
う
ね
り
が

続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

自
ら
の
意
思
と
行
動
か
ら
発
し
て

「
新
し
い
現
実
」
を
創
り
出
す
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
経
験
の
共
有
と

そ
れ
に
基
づ
く
漸
進
主
義
が
行
動
原

理
と
な
る
。
例
え
ば
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
対
策
法
も
、「
不
十
分
だ
か
ら
反

対
」
で
は
な
く
、「
附
帯
決
議
つ
き

の
自
公
案
で
あ
ろ
う
が
な
ん
で
あ
ろ

う
が
、
大
き
な
前
進
で
あ
り
希
望
だ

と
言
っ
て
い
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人

た
ち
の
声
を
か
き
消
さ
ず
に
、
う
ま

く
立
ち
回
ろ
う
」
と
な
る
。
再
エ
ネ

も
、
制
度
が
抑
制
の
方
向
に
動
い
て

も
、
そ
の
や
り
に
く
さ
を
か
い
く
ぐ

る
知
恵
を
さ
ら
に
出
そ
う
、
そ
の
力

で
押
し
返
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

④
多
様
な
社
会
運
動
と
制
度
変
革
を

架
橋
す
る

　

象
徴
的
な
意
味
で3.11

以
降
、

機
能
不
全
を
さ
ら
け
出
し
た
既
存
の

制
度
の
「
外
側
」
に
、
多
様
な
「
新

し
い
現
実
」を
創
り
だ
そ
う
と
す
る
、

新
し
い
社
会
運
動
と
い
わ
れ
る
も
の

が
日
本
に
も
登
場
し
て
き
た
。
そ
れ

は
、
昨
年
の
国
会
前
お
よ
び
全
国
的

な
安
保
法
反
対
の
盛
り
上
が
り
に
も

つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
新
し
い
社
会
運
動
の
根

底
に
あ
る
の
は
、
生
き
か
た
の
問
い

直
し
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
発
し
た
生

活
レ
ベ
ル
で
の
価
値
観
の
転
換
と
い

う
、意
思
と
行
動
の
リ
ン
ク
で
あ
る
。

同
時
に
そ
の
多
様
性
ゆ
え
に
分
散
的

で
も
あ
る
。

　

価
値
観
の
転
換
は
生
活
レ
ベ
ル
に

根
づ
い
て
い
る
の
で
、
日
常
生
活
に

埋
没
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い（「
選

挙
を
非
日
常
に
し
な
い
」
に
通
じ
る

感
性
）
か
ら
、
何
か
あ
れ
ば
行
動
す

る
。
例
え
ば
「
保
育
園
落
ち
た
、
日

本
死
ね
」
が
国
会
で
冷
笑
さ
れ
、
や

じ
ら
れ
れ
ば
、
す
ぐ
に
「
保
育
園
落

ち
た
の
私
だ
」
と
い
う
プ
ラ
カ
ー
ド

を
持
っ
て
国
会
前
に
集
ま
り
、
瞬
く

間
に
二
万
七
千
の
署
名
を
集
め
る
と

い
う
よ
う
に
。

　

一
方
で
、
制
度
変
革
に
は
そ
れ
な

り
の
時
間
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
が

既
得
権
で
強
固
に
な
っ
て
い
れ
ば
い

る
ほ
ど
、「
す
べ
て
を
変
え
る
魔
法

の
杖
の
ひ
と
ふ
り
」は
あ
り
え
な
い
。

多
様
な
社
会
運
動
、
そ
こ
に
あ
る
生

活
レ
ベ
ル
で
の
価
値
観
の
転
換
―
生

き
か
た
の
問
い
直
し
を
、
制
度
変
革

の
社
会
基
盤
へ
と
い
か
に
架
橋
し
う

る
か
（
自
治
の
集
積
は
こ
こ
で
も
重

要
な
領
域
）。
い
い
か
え
れ
ば
基
盤

な
き
政
権
交
代
の
教
訓
を
、
こ
こ
で

ど
う
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

　

社
民
党
政
権
で
脱
原
発
を
掲
げ

た
（2002

）
ド
イ
ツ
は
、
保
守
党

政
権
に
代
わ
っ
て
も
こ
れ
を
維
持
し

た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
地
域

に
叢
生
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
治
の
取

り
組
み
で
あ
り
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

（1986

）
以
来
、
営
々
と
築
き
上
げ

て
き
た
市
民
の
合
意
だ
。
少
な
く
と

も
そ
れ
く
ら
い
の
時
間
軸
で
構
え
る

フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
に
な
る

だ
ろ
う
。

●
第
１
６
２
回　

戸
田
代
表
を
囲
む

会
「
特
別
編
」　

　

６
月
12
日
（
日
）　1330

か
ら

　
「
が
ん
ば
ろ
う
、
日
本
！
」
国
民

協
議
会
事
務
所
（
市
ヶ
谷
）



反
立
憲
政
治
を
止
め
る　

～
立
憲
民
主
主
義
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー

シ
ッ
プ
と
い
う
座
標
軸

　

来
る
参
院
選
は
、
反
立
憲
政
治

を
「
止
め
る
選
挙
」
だ
。
立
憲
主
義

と
は
「
憲
法
に
よ
る
統
治
権
力
の
制

約
」。
民
主
的
に
正
当
に
選
ば
れ
た

政
治
権
力
で
も
、
憲
法
の
制
約
の
内

側
で
し
か
、
そ
の
権
力
を
行
使
で
き

な
い
。
こ
の
、
私
た
ち
の
社
会
の
運

営
に
と
っ
て
「
空
気
」
の
よ
う
に
当

た
り
前
の
こ
と
が
、
ど
う
も
お
か
し

な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
―
こ

れ
が
昨
年
の
安
保
法
制
を
め
ぐ
っ
て

人
々
が
感
じ
た
違
和
感
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。

　
「（
自
民
党
憲
法
草
案
に
は
）
政
府

と
い
う
も
の
に
対
す
る
根
拠
規
定
が

な
い
。
必
要
だ
と
思
っ
て
い
な
い
か

ら
で
す
。『
こ
う
い
う
必
要
が
あ
る

か
ら
、
国
民
が
政
府
と
い
う
も
の
を

作
っ
て
、み
ん
な
で
運
用
す
る
ん
だ
』

と
い
う
発
想
が
、
根
底
的
に
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
、
そ
う
い
う
感
覚
だ
か

ら
で
す
。国
家
の
上
に
憲
法
を
置
く
、

さ
ら
に
そ
の
上
に
有
象
無
象
の
主
権

者
国
民
な
る
も
の
を
置
く
―
こ
れ
を

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
人
た
ち
の
憲
法

草
案
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

～
戦
後
民
主
主
義
の
中
で
、
国
民

主
権
と
い
う
こ
と
を
普
通
の
感
覚
と

し
て
受
け
止
め
て
き
た
層
か
ら
見
る

と
、
そ
こ
に
違
和
感
が
あ
る
。
そ
の

体
感
的
な
反
発
、
違
和
感
が
広
が
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
～
憲
法
の
下

に
国
家
を
置
く
な
ん
て
こ
と
に
違
和

感
が
あ
る
と
い
う
感
覚
、
そ
の
感
覚

で
政
府
を
国
民
の
上
に
置
く
の
が
当

然
だ
と
思
っ
て
い
る
人
に
違
和
感
が

あ
る
と
い
う
感
覚
、
そ
の
せ
め
ぎ
あ

い
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
」（
廣
瀬
・
法
政
大
学
教
授　

｢

日

本
再
生
」
４
４
４
号
）

　

立
憲
主
義
は
明
治
憲
法
の
原
則
で

も
あ
る
。立
憲
君
主
制
に
お
い
て
は
、

君
主
と
い
え
ど
も
憲
法
の
制
約
下
に

あ
る
と
い
う
「
天
皇
機
関
説
」
は
、

伊
藤
博
文
以
来
の
常
識
で
あ
り
、
こ

れ
に
も
っ
と
も
自
ら
を
律
し
た
の
は

昭
和
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。

　

戦
前
の
立
憲
君
主
制
は
明
治
憲
法

の
手
続
き
を
経
て
、立
憲
民
主
制（
国

民
主
権
）へ
と
継
承
さ
れ
発
展
し
た
。

こ
れ
が
、
私
た
ち
が
よ
っ
て
立
つ
立

憲
民
主
主
義
の
原
点
だ
。
改
憲
・
自

主
憲
法
制
定
と
い
う
発
想
は
、
こ
の

原
点
そ
の
も
の
の
破
壊
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
明
治
憲
法
＝
立
憲
君

主
制
へ
の
回
帰
で
は
な
く
、
憲
法
に

よ
る
統
治
権
力
の
制
約
と
い
う
立
憲

主
義
そ
の
も
の
の
否
定
を
強
く
内
包

し
、
そ
れ
ゆ
え
に
国
民
主
権
の
否
定

に
も
つ
な
が
る
。

　

過
去
の
世
代
が
犠
牲
と
苦
難
を

払
っ
て
き
た
立
憲
主
義
を
継
承
し
、

次
の
世
代
に
も
う
少
し
ま
し
な
立
憲

民
主
主
義
を
手
渡
す
た
め
に
、
反
立

憲
政
治
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
社
会
の
前
提

―
対
立
す
る
意
見
を
議
論
す
る
た
め

の
共
通
の
土
台
を
守
る
と
い
う
、
政

治
的
な
立
ち
位
置
を
超
え
た
守
る
べ

き
「
一
線
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

反
立
憲
政
治
を
止
め
る
う
え
で
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
立
憲
民
主
主
義

の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ
プ
だ
。
立
憲
君

主
制
で
は
君
主
の
権
力
を
制
約
す
る

こ
と
に
力
点
が
お
か
れ
る
が
、
立
憲

民
主
制
に
お
い
て
は
国
民
主
権
、
す

な
わ
ち
権
力
は
国
民
に
あ
る
と
い
う

前
提
で
、
そ
の
権
力
行
使
の
ル
ー
ル

を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「『
憲
法
は
国
家
権
力
を
拘
束
す
る

も
の
』
と
い
う
憲
法
観
は
正
し
い
の

で
す
が
、
一
面
的
で
古
い
。
こ
れ
は

君
主
が
全
権
力
を
握
っ
て
い
た
時
代

で
、
権
力
者
を
自
分
と
関
係
の
無
い

『
他
者
』
と
み
る
憲
法
観
で
す
。
で

も
今
は
国
民
主
権
で
、
権
力
者
を
私

た
ち
が
選
べ
る
時
代
で
す
。
安
倍
さ

ん
は
『
他
者
』
で
は
な
く
て
、『
我
々

の
一
部
』
な
ん
で
す
。
彼
が
権
力
を

行
使
し
て
い
る
の
は
、
我
々
が
選
挙

で
委
任
し
た
か
ら
な
ん
で
す
。
我
々

が
権
力
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
ど

う
や
っ
て
う
ま
く
統
治
者
に
委
任
し

て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
の
は
ず
で

す
。
権
力
は
我
々
が
も
っ
て
い
る
と

い
う
前
提
で
憲
法
の
議
論
を
し
な
く

て
は
い
け
ま
せ
ん
」（
井
上
武
史
・

九
州
大
学
准
教
授　

日
経
ビ
ジ
ネ
ス

オ
ン
ラ
イ
ン5/17

）

　
「
我
々
が
権
力
を
持
っ
て
い
て
、

そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
う
ま
く
統
治
者

に
委
任
し
て
い
く
か
」だ
か
ら
こ
そ
、

主
権
者
と
し
て
の
権
力
行
使
を
「
選

挙
で
選
べ
ば
そ
れ
で
終
わ
り
」
に

と
ど
め
る
の
か
、「
そ
ん
な
こ
と
は

委
任
し
て
い
な
い
」
と
声
を
あ
げ
、

「
も
っ
と
う
ま
く
委
任
す
る
に
は
ど

う
す
る
か
」
を
考
え
続
け
る
と
こ
ろ

に
拡
張
し
て
い
く
か
。
ま
さ
に
立
憲

民
主
主
義
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ
プ
が

問
わ
れ
る
。（
立
憲
民
主
主
義
の
フ
ォ

ロ
ワ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
座
標
軸
が
見

え
な
け
れ
ば
、「
反
立
憲
政
治
を
止

め
る
」
は
、
単
な
る
政
治
主
義
的
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
な
っ
て
し
ま
う
。）

　

立
憲
民
主
主
義
と
い
う
こ
と
が
体

感
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
着
実
に
集
積

し
、
立
憲
民
主
主
義
の
政
治
文
化
の

深
化
と
し
て
次
の
時
代
に
つ
な
い
で

い
く
。主
権
者
運
動
の
ス
テ
ー
ジ
は
、

こ
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

立
憲
民
主
主
義
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ

プ
を
集
積
す
る
た
め
に　

　

立
憲
民
主
主
義
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー

反
立
憲
政
治
を
止
め
る
！

立
憲
民
主
主
義
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ
プ
は
、
ど
の
よ
う
に
集
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
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シ
ッ
プ
と
そ
の
集
積
と
い
う
座
標
軸

か
ら
、
主
権
者
運
動
の
問
題
設
定
を

ど
う
再
整
理
し
、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し

て
い
く
か
。
そ
の
た
め
の
論
点
メ
モ

と
し
て
提
起
し
た
い
。（6/12

「
囲

む
会
・
特
別
編
」
の
論
点
メ
モ
を
兼

ね
る
）

①
「
憲
法
を
立
て
る
」
と
い
う
こ
と

　

憲
法
は
権
力
を
し
ば
る
も
の
だ
か

ら
、
政
治
権
力
に
対
し
て
「
憲
法
を

守
れ
」
と
い
う
の
は
正
し
い
。
同
時

に
「
我
々
が
権
力
を
持
っ
て
い
る
」

の
だ
か
ら
、
こ
れ
こ
れ
の
理
念
を
実

現
す
る
た
め
に
「
憲
法
を
立
て
る
」

と
い
う
問
題
設
定
に
踏
み
込
む
べ
き

だ
ろ
う
。
主
権
者
と
し
て
「
問
い
を

立
て
る
」、
自
治
の
当
事
者
性
か
ら

「
問
題
設
定
を
変
え
る
」
こ
と
が
起

点
と
な
っ
て
こ
そ
、｢

憲
法
を
立
て

る
」
こ
と
は
可
能
に
な
る
。

　

権
力
が
国
民
に
存
す
る
ゆ
え
に
国

家
に
制
約
を
課
す
と
い
う
発
想
で
は

な
く
、
国
家
か
ら
国
民
へ
義
務
を
課

す
発
想
の
改
憲
・
自
主
憲
法
制
定

に
、「
憲
法
を
立
て
る
」
と
い
う
問

題
設
定
は
可
能
か
。
権
力
者
を
「
他

者
」
と
み
る
視
点
を
内
包
す
る｢

憲

法
を
守
れ
」か
ら
、「
憲
法
を
立
て
る
」

へ
の
転
換
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能

か
。（「
下
り
坂
の
時
代
」「
縮
退
の

時
代
」
の
価
値
や
豊
か
さ
と
い
う
、

こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
問
い
を
立

て
、
考
え
続
け
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ

プ
か
ら
こ
そ
、
主
権
者
と
し
て
「
憲

法
を
立
て
る
」
こ
と
が
始
ま
る
の
で

は
な
い
か
。）

②
既
存
の
制
度
の
「
外
側
」
に
あ
る

問
題
を
社
会
の
問
題
へ
変
換
す
る

　

既
存
の
制
度
の
外
側
に
あ
る
問
題

を
、
社
会
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ

る
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
ひ
と
つ
に

は
「
私
的
」
な
問
題
を
「
公
共
的
な

問
題
」
へ
と
変
換
で
き
る
か
で
あ
る

（｢
日
本
再
生
」
４
２
４
号　
「
囲
む

会
・
特
別
編
」
参
照
）。
既
存
の
制

度
の
外
の
問
題
は
多
く
の
場
合
「
私

的
な
困
り
ご
と
」
と
し
て
、
感
情

的
な
表
現
で
表
出
さ
れ
る
。
こ
の
感

情
的
表
現
を
、
討
議
可
能
な
表
現
へ

と
変
換
す
る
た
め
の
言
論
空
間
を
創

出
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
た
め

の
重
要
な
努
力
だ
。（｢

日
本
再
生
」

４
４
４
号　

佐
藤
卓
己
教
授　

参

照
）

　

そ
の
よ
う
な
場
づ
く
り
に
お
け
る

立
憲
民
主
主
義
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ

プ
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
れ

は
ど
の
よ
う
に
集
積
さ
れ
、
あ
る
種

の
政
治
文
化
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い

く
か
。

　

ま
た
議
会
、
と
り
わ
け
身
近
な
自

治
体
議
会
に
お
け
る
オ
ー
プ
ン
な
議

論
、
あ
る
い
は
議
会
報
告
会
や
タ
ウ

ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
の
場
の
運
営

原
理
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
ど
う
転
換

す
る
か
。
例
え
ば
議
会
、
議
員
の
役

割
は
「
い
か
に
自
ら
の
主
張
を
伝
え

る
か
」「
多
数
を
形
成
し
て
主
張
を

通
せ
る
か
」
よ
り
も
、
市
民
に
分
か

り
や
す
く
論
点
を
整
理
し
判
断
の
材

料
を
提
供
で
き
る
か
、
に
軸
足
が
移

行
す
る
の
で
は
な
い
か
。

③
カ
ウ
ン
タ
ー
デ
モ
ク
ラ
シ
ー　

主
権
者
運
動
の
行
動
様
式
を
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
す
る

　

代
議
制
民
主
主
義
は
う
ま
く
機
能

し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
補
う
仕
組
み

と
し
て
直
接
参
加
の
仕
組
み
が
、
と

く
に
自
治
に
お
い
て
設
け
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
も
十
分
に
機
能
し
て
い

る
と
は
い
え
な
い
。
カ
ウ
ン
タ
ー
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
は
、こ
う
し
た
「
閉
塞
」

状
況
に
風
穴
を
あ
け
る
、
民
主
主
義

の
た
め
の
努
力
の
ひ
と
つ
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　

そ
の
行
動
原
理
は
「
啓
蒙
」
よ
り

も
「
意
思
と
行
動
」。
例
え
ば
エ
ネ

ル
ギ
ー
自
治
の
取
り
組
み
。
制
度
は

利
用
し
つ
つ
も
そ
こ
に
依
存
せ
ず
、

自
ら
の
意
思
（
地
域
の
合
意
形
成
）

と
行
動
で
「
新
し
い
現
実
」
を
制
度

の
外
に
創
り
だ
し
、
そ
の
「
新
し
い

現
実
」
の
広
が
り
を
既
存
の
制
度
に

追
認
さ
せ
る
。

　

あ
る
い
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
対

す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
。
法
律
に
よ
る
規

制
を
待
た
ず
、
そ
の
取
り
組
み
と
並

行
し
て
直
接
行
動
で
ヘ
イ
ト
デ
モ
に

抗
議
す
る
。不
十
分
な
点
は
あ
れ
ど
、

曲
が
り
な
り
に
も
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

を
許
さ
な
い
と
し
た
法
律
が
成
立
し

え
た
の
は
、
こ
の
路
上
で
の
取
り
組

み
が
あ
っ
て
こ
そ
だ
。
だ
か
ら
こ
そ

「
法
律
が
で
き
て
終
わ
り
」
で
は
な

く
、
こ
れ
を
始
ま
り
の
一
歩
と
し
て

さ
ら
に
進
も
う
、
と
い
う
う
ね
り
が

続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

自
ら
の
意
思
と
行
動
か
ら
発
し
て

「
新
し
い
現
実
」
を
創
り
出
す
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
経
験
の
共
有
と

そ
れ
に
基
づ
く
漸
進
主
義
が
行
動
原

理
と
な
る
。
例
え
ば
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
対
策
法
も
、「
不
十
分
だ
か
ら
反

対
」
で
は
な
く
、「
附
帯
決
議
つ
き

の
自
公
案
で
あ
ろ
う
が
な
ん
で
あ
ろ

う
が
、
大
き
な
前
進
で
あ
り
希
望
だ

と
言
っ
て
い
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人

た
ち
の
声
を
か
き
消
さ
ず
に
、
う
ま

く
立
ち
回
ろ
う
」
と
な
る
。
再
エ
ネ

も
、
制
度
が
抑
制
の
方
向
に
動
い
て

も
、
そ
の
や
り
に
く
さ
を
か
い
く
ぐ

る
知
恵
を
さ
ら
に
出
そ
う
、
そ
の
力

で
押
し
返
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

④
多
様
な
社
会
運
動
と
制
度
変
革
を

架
橋
す
る

　

象
徴
的
な
意
味
で3.11

以
降
、

機
能
不
全
を
さ
ら
け
出
し
た
既
存
の

制
度
の
「
外
側
」
に
、
多
様
な
「
新

し
い
現
実
」を
創
り
だ
そ
う
と
す
る
、

新
し
い
社
会
運
動
と
い
わ
れ
る
も
の

が
日
本
に
も
登
場
し
て
き
た
。
そ
れ

は
、
昨
年
の
国
会
前
お
よ
び
全
国
的

な
安
保
法
反
対
の
盛
り
上
が
り
に
も

つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
新
し
い
社
会
運
動
の
根

底
に
あ
る
の
は
、
生
き
か
た
の
問
い

直
し
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
発
し
た
生

活
レ
ベ
ル
で
の
価
値
観
の
転
換
と
い

う
、意
思
と
行
動
の
リ
ン
ク
で
あ
る
。

同
時
に
そ
の
多
様
性
ゆ
え
に
分
散
的

で
も
あ
る
。

　

価
値
観
の
転
換
は
生
活
レ
ベ
ル
に

根
づ
い
て
い
る
の
で
、
日
常
生
活
に

埋
没
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い（「
選

挙
を
非
日
常
に
し
な
い
」
に
通
じ
る

感
性
）
か
ら
、
何
か
あ
れ
ば
行
動
す

る
。
例
え
ば
「
保
育
園
落
ち
た
、
日

本
死
ね
」
が
国
会
で
冷
笑
さ
れ
、
や

じ
ら
れ
れ
ば
、
す
ぐ
に
「
保
育
園
落

ち
た
の
私
だ
」
と
い
う
プ
ラ
カ
ー
ド

を
持
っ
て
国
会
前
に
集
ま
り
、
瞬
く

間
に
二
万
七
千
の
署
名
を
集
め
る
と

い
う
よ
う
に
。

　

一
方
で
、
制
度
変
革
に
は
そ
れ
な

り
の
時
間
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
が

既
得
権
で
強
固
に
な
っ
て
い
れ
ば
い

る
ほ
ど
、「
す
べ
て
を
変
え
る
魔
法

の
杖
の
ひ
と
ふ
り
」は
あ
り
え
な
い
。

多
様
な
社
会
運
動
、
そ
こ
に
あ
る
生

活
レ
ベ
ル
で
の
価
値
観
の
転
換
―
生

き
か
た
の
問
い
直
し
を
、
制
度
変
革

の
社
会
基
盤
へ
と
い
か
に
架
橋
し
う

る
か
（
自
治
の
集
積
は
こ
こ
で
も
重

要
な
領
域
）。
い
い
か
え
れ
ば
基
盤

な
き
政
権
交
代
の
教
訓
を
、
こ
こ
で

ど
う
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

　

社
民
党
政
権
で
脱
原
発
を
掲
げ

た
（2002

）
ド
イ
ツ
は
、
保
守
党

政
権
に
代
わ
っ
て
も
こ
れ
を
維
持
し

た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
地
域

に
叢
生
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
治
の
取

り
組
み
で
あ
り
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

（1986

）
以
来
、
営
々
と
築
き
上
げ

て
き
た
市
民
の
合
意
だ
。
少
な
く
と

も
そ
れ
く
ら
い
の
時
間
軸
で
構
え
る

フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
に
な
る

だ
ろ
う
。

●
第
１
６
２
回　

戸
田
代
表
を
囲
む

会
「
特
別
編
」　

　

６
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「
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日
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」
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谷
）


