
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
そ
の
「
ノ
ー
ト
」
、
そ
し
て
九
条
解
釈

ロカ

藤

秀
　
治
　
郎

東洋法学
　
　
　
序
　
本
稿
の
目
的

　
憲
法
九
条
は
、
現
在
の
政
府
解
釈
で
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
不
可
や
、
国
連
の
武
力
制
裁
へ
の
関
与
の
可
否
な
ど
、
は
な
は

だ
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
在
野
の
憲
法
学
者
の
「
多
数
説
」
で
は
、
さ
ら
に
限
定
的
な
解
釈
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
筆
者
の
見
解
で
は
、
解
釈
の
幅
は
も
っ
と
大
き
く
、
そ
れ
は
制
定
過
程
を
よ
く
検
討
す
る
と
無
理
な
く
理
解
で
き
る
も
の
と
判

断
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
と
G
H
Q
草
案
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
ノ
ー
ト
の

存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
後
に
も
解
釈
の
変
化
が
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
疑
間
を
提
起
し
て
み
た
い
。

　
　
　
第
一
節
マ
ッ
カ
ー
サ
i
・
ノ
ー
ト
と
G
H
Q
草
案

　
日
本
国
憲
法
の
戦
争
放
棄
条
項
が
、
誰
の
発
案
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
間
題
と
は
別
に
、
草
案
作
成
の
過
程
で
条
文
が
ど
う
変
化
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し
た
か
は
、
解
釈
の
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
点
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
一
九
四
六
年
二
月
三
日
、
日
本
政
府
の
改
憲
作
業
に
不
満
を
覚
え
、
自
ら
草
案
を
起
草
す
る
決
意
を
固
め
て
、

部
下
の
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
将
軍
に
そ
の
旨
を
指
示
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
改
正
の
要
点
を
示
し
た
、
と
さ
れ
る
も
の
が
「
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
」
で
あ
る
。
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
三
原
則
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
通
称
は
ラ
ウ
エ
ル
文
書
の
記
載
に

依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
が
（
高
柳
ほ
か
編
、
九
九
～
一
〇
〇
頁
）
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
指
示
が
三
項
目
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
説
が

分
か
れ
て
い
る
。

　
私
見
で
は
、
そ
の
ラ
ウ
エ
ル
文
書
だ
け
を
見
て
も
、
封
建
制
の
廃
止
を
内
容
と
す
る
第
三
項
目
の
最
後
に
、
予
算
に
つ
い
て
の
指

示
が
入
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
別
の
項
目
と
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
指
示
が
三
つ
の
事
項
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
確
か
だ
と

考
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
三
原
則
」
と
す
る
こ
と
は
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
だ
と
思
う
の
で
、
佐
々
木
高
雄
氏
が
い
う
よ
う

に
、
「
こ
の
文
書
は
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
』
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
（
佐
々
木
、
四
頁
）
と
考
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
そ
の
点
に
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
の
で
、
戦
争
放
棄
に
関
す
る
二
番
目
の
項
目
に
の
み
関
心
を
向

け
、
論
を
先
に
進
め
た
い
。
第
二
項
目
は
次
の
よ
う
な
前
段
、
後
段
か
ら
な
る
文
章
で
あ
る
（
高
柳
賢
三
ほ
か
編
、
九
八
～
九
九

頁
）
。
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国
権
の
発
動
た
る
戦
争
は
、
廃
止
す
る
。

す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
、
　
を
も
、

日
本
は
、

放
棄
す
る
。

紛
争
解
決
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
、
さ
ら
に
自
　
の
　
　
を
保

日
本
は
、
そ
の
防
衛
と
保
護
を
、
今
や
世
界
を
動
か
し
つ
つ
あ
る
崇



高
な
理
想
に
委
ね
る
。

　
日
本
が
陸
海
空
軍
を
も
つ
権
能
は
、

将
来
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
交
戦
権
が
日
本
軍
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

東洋法学
　
後
述
の
よ
う
に
、
こ
の
指
示
が
は
た
し
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
本
人
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
裏
づ

け
る
文
書
は
な
く
、
異
説
も
存
在
す
る
。
確
認
で
き
て
い
る
の
は
、
部
下
の
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
指
示
と
し
て
、
そ

れ
を
伝
え
た
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
関
与
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
ず
、
こ
こ
で
は
「
ノ
ー
ト
」
が

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
本
人
と
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
か
特
定
せ
ず
、
以
下
の
論
を
進
め
る
。

　
文
書
で
確
認
で
き
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
本
国
政
府
か
ら
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
S
W
I
N

C
C
二
二
八
が
憲
法
改
正
の
内
容
に
ふ
れ
た
米
国
政
府
側
の
文
書
だ
が
、
そ
の
ど
こ
に
も
戦
争
放
棄
を
盛
り
込
む
よ
う
に
と
の
指
示

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
と
は
G
H
Q
内
部
を
検
討
す
れ
ば
よ
い
。

　
さ
て
、
右
の
「
ノ
ー
ト
」
の
指
示
は
、
部
下
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ケ
ー
デ
ィ
ス
（
民
政
局
次
長
）
の
下
で
法
文
形
式
に
改
め
ら
れ
て

い
く
こ
と
と
な
る
（
佐
々
木
、
二
二
三
頁
以
下
）
。
途
中
の
段
階
で
、
細
か
い
点
で
表
現
は
い
ろ
い
ろ
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
く

が
、
最
終
的
に
G
E
Q
草
案
と
な
っ
た
段
階
で
は
次
の
よ
う
な
文
章
に
な
っ
て
い
る
（
高
柳
賢
三
ほ
か
編
、
二
七
二
～
二
七
三
頁
）
。

　
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
は
、
廃
止
す
る
。
い
か
な
る
国
で
あ
れ
他
の
国
と
の
間
の
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
は
、

る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
は
、
永
久
に
放
棄
す
る
。

武
力
に
よ
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陸
軍
、
海
軍
、

と
も
な
い
。

空
軍
そ
の
他
の
戦
力
を
も
つ
権
能
は
、
将
来
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
交
戦
権
は
国
に
与
え
ら
れ
る
こ

　
「
ノ
ー
ト
」
と
こ
の
草
案
の
最
大
の
相
違
は
、
「
ノ
ー
ト
」
に
あ
っ
た
二
重
傍
線
の
部
分
が
、
草
案
か
ら
消
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
自
己
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
も
、
放
棄
す
る
」
と
し
て
い
た
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
部
分
の
意
味
内
容
は
比
較
的
単
純
で
あ
り
、
マ
ッ
カ
ー
サ
i
・
ノ
ー
ト
で
、
日
本
を
し
て
自
衛
の
戦
争
も
放
棄
さ
せ
る
こ
と

を
明
確
に
し
て
い
た
一
節
が
削
除
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
自
衛
戦
争
の
権
利
に
つ
い
て
は
認
め
る
こ
と
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。　

こ
の
修
正
を
し
た
の
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
部
下
で
あ
る
ケ
ー
デ
ィ
ス
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
定
説
と
な
っ
て
い

る
。
後
に
な
っ
て
ケ
ー
デ
ィ
ス
本
人
は
そ
の
意
図
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ほ
ぽ
一
貫
し
た
説
明
を
し
て
い
る
。
例
え
ば
西
修
氏
に

よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
削
除
し
た
の
は
事
実
か
と
い
う
間
に
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
は
肯
定
的
に
答
え
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　
ー
自
衛
の
戦
争
の
放
棄
ま
で
憲
法
で
規
定
す
れ
ば
、
「
日
本
は
攻
撃
さ
れ
て
も
み
ず
か
ら
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な

り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
と
思
え
た
か
ら
で
す
。
私
は
、
ど
の
国
家
に
も
、
自
己
保
存
の
権
利
が
あ
る
と
思
っ
て

い
ま
し
た
」
。
（
西
修
B
、
二
四
八
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
デ
ィ
ス
の
発
言
は
、
そ
の
後
、
日
本
の
テ
レ
ビ
や
新
聞
紙
上
で
も
く
り
返
し
な
さ
れ
、
い
ま
や
周
知
の
事
実
と
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な
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
例
を
、
こ
こ
で
は
一
九
八
一
年
四
月
の
古
森
義
久
氏
に
よ
る
ケ
ー
デ
ィ
ス
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
見
て
お

く
。
要
約
し
な
が
ら
引
用
し
た
い
（
「
」
の
中
が
直
接
的
引
用
で
あ
り
、
他
の
部
分
は
筆
者
・
加
藤
に
よ
る
つ
な
ぎ
の
文
章
で
あ

る
）
。

ー
自
国
の
防
衛
の
た
め
で
も
戦
争
を
放
棄
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
「
私
は
、
道
理
に
合
わ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
す
べ

て
の
国
は
自
己
保
存
の
た
め
の
固
有
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
す
」
。
「
だ
か
ら
私
が
憲
法
の
第
九
条
の
草
案
を
書
く
時
、

そ
の
部
分
を
あ
え
て
削
除
し
ま
し
た
」
。
「
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ホ
イ
ッ
ト
ニ
i
将
軍
か
ら
…
…
間
い
つ
め
ら
れ
ま
し
た
。
私
は

そ
れ
に
対
し
、
“
そ
れ
が
現
実
的
で
な
か
っ
た
か
ら
削
除
し
た
の
で
す
”
と
答
え
、
”
一
国
が
外
国
か
ら
侵
略
を
受
け
て
も
な
お

自
国
を
防
衛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
な
ど
と
い
か
に
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
”
と
説
い
た
の
で
す
。
ホ

イ
ッ
ト
ニ
i
将
軍
は
私
の
言
い
分
に
さ
ら
に
反
論
し
ま
し
た
。
し
か
し
憲
法
は
（
私
の
主
張
ど
お
り
）
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
に

よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
の
で
す
」
（
江
藤
編
、
三
一
～
三
二
頁
）
。

東洋法学
　
こ
こ
で
は
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
変
更
に
抵
抗
し
た
事
実
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
指
示
と
違
う
こ
と
に
な
る
と

い
う
こ
と
か
ら
反
対
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
自
身
の
考
え
と
違
う
の
で
反
対
し
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き

な
い
。

　
検
討
す
べ
き
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
本
人
と
そ
の
ノ
ー
ト
の
関
連
で
あ
る
。
一
般
に
、
「
マ
ッ
カ
ー
サ
i
・
ノ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
て
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い
る
も
の
は
、
一
九
四
六
年
二
月
四
日
頃
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
か
ら
憲
法
改
正
の
「
必
須
要
件
」
（
、
．
竃
拐
宏
、
．
）
と
し
て
ホ
イ
ッ
ト
ニ

ー
に
伝
え
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
メ
モ
で
あ
る
。
た
だ
、
手
書
き
で
黄
色
い
紙
に
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
は
紛
失

さ
れ
、
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
一
般
に
は
そ
れ
に
最
も
近
い
と
さ
れ
る
ラ
ウ
エ
ル
文
書
の
中
の
も
の
に
基
づ
い
て
議
論

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
同
様
で
、
先
に
引
い
た
文
章
は
同
文
書
か
ら
の
邦
訳
で
あ
る
。

　
間
題
は
、
第
三
者
が
知
り
え
た
「
ノ
ー
ト
」
と
は
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
部
下
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
マ
ッ
カ

ー
サ
ー
本
人
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
自
分
の
見
解
も
交
え
て
、
部
下
に
対

し
、
こ
れ
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
指
示
だ
と
伝
え
た
可
能
性
が
排
除
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
参
照
す
べ

き
文
書
が
な
く
、
現
段
階
で
は
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
い
え
な
い
。

　
さ
て
、
草
案
と
「
ノ
ー
ト
」
を
比
較
す
る
と
、
も
う
一
点
、
無
視
し
え
な
い
相
違
が
あ
り
、
そ
の
点
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
第
二
の
相
違
は
、
ノ
ー
ト
の
前
段
の
最
後
の
一
重
傍
線
部
分
の
文
言
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
日

本
は
、
そ
の
防
衛
と
保
護
を
、
今
や
世
界
を
動
か
し
つ
つ
あ
る
崇
高
な
理
想
に
委
ね
る
」
と
い
う
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
国

際
連
合
に
よ
る
安
全
保
障
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
の
は
明
自
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ケ
ー
デ
ィ
ス
は
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
。

　
自
衛
戦
争
ま
で
も
放
棄
す
る
こ
と
は
非
現
実
的
だ
と
い
う
判
断
と
同
様
に
、
実
務
的
な
判
断
を
優
先
さ
せ
た
だ
け
と
い
う
解
釈
も

成
り
立
と
う
。
「
ケ
ー
デ
ィ
ス
氏
は
、
過
度
に
飾
り
た
て
た
表
現
を
除
く
こ
と
に
よ
り
、
司
令
官
の
方
針
に
、
全
体
と
し
て
実
効
性

を
高
め
よ
う
と
し
た
」
（
佐
々
木
、
二
三
三
頁
）
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
だ
が
、
よ
り
単
純
に
、
こ
う
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
ノ
ー
ト
」
は
次
の
よ
う
な
考
え
に
立
っ
て
書
か
れ
て
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い
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
れ
、
防
衛
戦
争
ま
で
も
否
認
し
た
場
合
、
日
本
の
安
全
は
ど

う
な
る
の
か
と
い
う
当
然
の
疑
間
が
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
国
連
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
の
だ
、
と
抽
象
的
に
考
え
て
書
か
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
防
衛
戦
争
の
否
認
と
国
連
の
安
全
保
障
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。　

だ
と
す
れ
ば
、
一
方
（
防
衛
戦
争
の
否
認
）
を
削
除
す
れ
ば
、
他
方
（
国
連
に
よ
る
安
全
保
障
）
を
書
き
込
む
必
要
が
な
く
な

り
、
そ
れ
を
削
除
し
た
と
い
う
推
測
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
防
衛
戦
争
の
否
認
と
、
国
連
に
よ
る
日
本
の
安
全
保
障
の
強
調
が
、
一
緒

に
削
除
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
削
除
さ
れ
た
二
つ
の
部
分
を
よ
り
関
連
づ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
を
今
後
、
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ

・
つ
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
こ
の
点
は
あ
ま
り
重
視
す
る
必
要
は
な
く
、
重
要
な
の
は
、
あ
く
ま
で
防
衛
戦
争
の
可
否
を
め
ぐ
る

表
現
の
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
削
除
し
た
ケ
ー
デ
ィ
ス
の
意
図
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
共
通
の
了
解
事
項
と
し
て
確
認
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
防
衛
戦
争
は
可
能
と
い
う
線
で
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
が
条
文
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
節
　
G
H
Q
案
と
九
条
解
釈

　
今
日
、
わ
れ
わ
れ
が
憲
法
九
条
の
解
釈
を
論
じ
る
時
、
と
も
す
れ
ば
忘
れ
が
ち
な
こ
と
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
i
・
ノ
ー
ト
の
存
在

が
、
当
時
は
日
本
側
に
伏
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
政
府
の
高
官
も
ま
た
、
G
H
Q
草
案
に
し
か
接
す
る
こ
と
は
で
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き
ず
、
そ
こ
か
ら
し
か
G
H
Q
や
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
意
図
が
判
断
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
G
H
Q
と
の
折
衝
の
直

接
的
な
責
任
者
で
あ
っ
た
佐
藤
達
夫
も
マ
ッ
カ
ー
サ
i
・
ノ
ー
ト
の
こ
と
は
「
当
時
の
私
達
は
も
ち
ろ
ん
知
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ

て
い
る
（
佐
藤
、
二
〇
頁
）
。

　
そ
し
て
ノ
ー
ト
の
存
在
は
、
当
時
、
G
H
Q
の
秘
密
検
閲
が
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
米
国
側
が
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
、
日
本
で

は
公
に
な
ら
な
か
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
日
本
側
が
知
り
え
た
の
は
、
G
H
Q
草
案
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
も
政
府
要
人
に
の
み
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
G
H

Q
草
案
も
ま
た
、
検
閲
に
よ
り
伏
せ
ら
れ
て
い
た
。

　
そ
の
結
果
、
ご
く
一
部
の
政
府
関
係
者
以
外
の
一
般
の
国
民
は
、
一
九
四
六
年
三
月
六
日
に
発
表
さ
れ
た
日
本
政
府
草
案
で
、
九

条
を
初
め
て
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
関
係
の
文
書
と
い
え
ば
、
そ
の
日
に
出
さ
れ
た
マ

ッ
カ
ー
サ
i
声
明
ぐ
ら
い
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
声
明
は
全
文
が
新
聞
各
紙
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
関
連
部
分
は
こ
う
で
あ
る
（
『
朝
日
新
聞
』
一
九

四
六
年
三
月
七
日
付
）
。
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条
項
の
最
初
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
国
家
の
主
権
の
発
動
と
し
て
の
戦
争
を
除
去
し
、
他
国
と
の
紛
争
解
決
の
手
段

と
し
て
の
暴
力
に
よ
る
脅
威
ま
た
は
そ
の
使
用
を
永
久
に
廃
棄
し
、
さ
ら
に
将
来
陸
・
海
、
空
軍
ま
た
は
そ
の
他
の
戦
争
能
力

を
承
認
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
国
家
が
い
か
な
る
交
戦
権
を
持
つ
こ
と
を
も
禁
止
し
て
い
る
。
か
か
る
計
画
と
公
約
に
よ
っ



て
、
日
本
が
そ
の
主
権
に
特
有
な
諸
権
利
を
放
棄
し
、
そ
の
将
来
の
安
全
と
生
存
を
世
界
の
平
和
愛
好
民
族
の
誠
意
と
正
義
に

ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
実
に
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
国
民
は
、
戦
争
が
国
際
的
紛
争
の
調
停
者
と
し
て
は
無
効
で
お
る
こ
と
を
認
識
し
、
正
義
と
寛
容

と
人
類
相
互
の
理
解
と
に
対
す
る
信
仰
へ
の
方
向
を
示
す
新
し
い
道
を
描
き
う
る
の
で
あ
る
。

東洋法学
　
こ
の
声
明
を
ど
う
読
む
か
は
微
妙
で
あ
り
、
特
に
「
日
本
が
そ
の
主
権
に
特
有
な
諸
権
利
を
放
棄
し
」
、
と
い
う
部
分
は
軽
視
で

き
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
声
明
は
「
ノ
ー
ト
」
に
近
い
認
識
の
ま
ま
だ
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。
例
え
ば
佐
々
木
高
雄
氏
が
そ
う
で

あ
り
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
忠
実
な
部
下
に
指
示
し
た
の
だ
か
ら
、
「
『
意
昧
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
削
除
な
ど
、
彼
ら
が
す
る
わ

け
が
な
い
』
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
（
佐
々
木
、
五
一
頁
）
。

　
こ
の
解
釈
で
は
、
防
衛
戦
争
を
含
め
戦
争
を
放
棄
し
た
、
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
声
明
を
発
し
て
い
る
と
い

う
読
み
方
に
な
る
。
し
か
し
、
宣
言
の
右
の
箇
所
か
ら
だ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
確
定
的
な
解
釈
を
引
き
出
せ
る
も
の
か
、
疑
間
で
あ

る
。
筆
者
に
は
、
そ
う
断
定
で
き
る
だ
け
確
定
的
な
言
及
は
見
当
た
ら
ず
、
憲
法
九
条
の
条
文
を
な
ぞ
っ
て
い
る
だ
け
で
、
侵
略
戦

争
の
放
棄
と
い
う
不
戦
条
約
に
近
い
線
で
語
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
草
案
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
際
に
見
逃
し
た
と
い
う
想
定
は
、
次
の
事
情
か
ら
し
て
不
自
然
な
き
ら
い
が
あ

る
。
G
H
Q
草
案
が
日
本
側
に
提
示
さ
れ
る
一
九
四
六
年
二
月
一
三
日
の
前
日
に
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
民
政
局
案
に
つ
き
、
一
箇
所

（
現
行
九
七
条
、
G
H
Q
草
案
一
〇
条
）
、
修
正
を
加
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
二
月
一
二
日
、
民
政
局
案
を
承
認
す
る
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に
あ
た
っ
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
一
つ
だ
け
変
更
を
加
え
た
。
国
民
の
権
利
と
義
務
に
関
す
る
規
定
の
将
来
に
わ
た
る
改
訂
を
禁
じ
た

条
項
を
削
除
し
た
」
（
フ
ィ
ン
、
一
五
六
頁
）
と
い
う
事
実
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
事
実
に
着
目
す
る
と
、
そ
う
い
う
作
業
を
し
て
い
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
、
「
ノ
ー
ト
」
に
書
き
込
み
、
特
別
な
関
心
を
寄
せ

て
い
た
戦
争
放
棄
条
項
に
つ
い
て
無
頓
着
で
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
た
、
と
は
考
え
に
く
い
の

で
あ
る
。
筆
者
は
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
の
証
言
ど
お
り
、
削
除
に
つ
き
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
承
認
し
て
い
た
と
考
え
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
心
中
に
つ
い
て
は
、
確
定
的
な
こ
と
は
言
い
が
た
い
。
重
要
な
の
は
、
当
時
の
日
本
政
府
や
日

本
国
民
が
、
防
衛
戦
争
も
不
可
と
す
る
部
分
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
G
H
Q
草
案
や
日
本
政
府
案
に
触
れ
、
こ
の
声
明

に
接
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
戦
争
一
般
が
放
棄
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
も
あ
り
う
る
し
、
不
戦
条
約
と
同
じ
意
昧
で
の
戦
争
の
放
棄
だ
と
い
う
解
釈

も
可
能
で
あ
り
、
す
べ
て
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
が
、
削
除
の
経
緯
を
知
っ
て
い
た
ら
、
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑

間
が
拭
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
実
際
は
、
ノ
ー
ト
と
草
案
の
相
違
な
ど
知
ら
れ
な
い
ま
ま
、
憲
法
九
条
の
文
言
か
ら
の
み
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
。
多
く
の
場
合

は
い
ず
れ
の
戦
争
も
不
可
と
い
う
解
釈
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
美
濃
部
達
吉
が
、
「
万
一
外
国
か
ら
侵
撃
を
受
け
た
場
合
に
も
自
衛

的
戦
争
の
途
は
な
く
、
徒
に
滅
亡
を
待
つ
外
な
い
」
（
美
濃
部
、
二
一
二
〇
頁
）
と
書
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。

　
だ
が
、
芦
田
修
正
に
注
目
す
る
解
釈
が
あ
る
よ
う
に
、
第
一
項
の
戦
争
は
侵
略
戦
争
と
解
釈
す
る
者
が
存
在
し
た
こ
と
は
否
定
で

き
ず
、
い
ず
れ
に
せ
よ
経
緯
を
知
ら
な
い
日
本
側
に
は
曖
昧
だ
っ
た
と
い
う
事
実
が
重
要
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
確
認
で
き
れ
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ば
よ
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
芦
田
修
正
が
な
さ
れ
る
と
、
連
合
国
極
東
委
員
会
は
将
来
の
日
本
の
再
軍
備
の
可
能
性
を
察
知
し
、
そ
れ
に
対

し
て
「
シ
ビ
リ
ア
ン
条
項
」
を
歯
止
め
と
し
て
要
求
し
て
き
た
。
戦
前
の
陸
海
軍
大
臣
現
役
武
官
制
が
軍
部
の
発
言
力
を
高
め
た
こ

と
を
認
識
し
て
い
て
の
こ
と
で
あ
る
（
詳
し
く
は
西
B
、
第
一
部
を
参
照
）
。

　
だ
が
、
仮
に
「
マ
ッ
カ
ー
サ
i
・
ノ
ー
ト
」
の
よ
う
に
厳
格
な
表
現
の
ま
ま
に
九
条
の
文
言
が
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
芦
田
修
正
の
よ
う
に
「
前
項
の
目
的
」
を
云
々
し
て
も
、
防
衛
戦
争
も
不
可
と
い
う
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
て
い
た
な

ら
、
極
東
委
員
会
は
何
も
反
応
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
G
H
Q
が
最
初
に
吉
田
内
閣
に
シ
ビ
リ
ア
ン
条
項
を
要
求

し
た
時
と
同
じ
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
軍
が
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、
シ
ビ
リ
ア
ン
条
項
な
ど
不
要
、
と
い
う
こ
と
で
ケ
リ
が
つ
い
た
こ

と
と
思
わ
れ
る
。
ケ
ー
デ
ィ
ス
に
よ
る
削
除
の
意
味
は
、
か
く
も
重
い
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
節
　
日
本
側
で
の
「
ノ
ー
ト
」
の
認
知
と
九
条
解
釈

東洋法学
　
前
節
ま
で
の
考
察
か
ら
し
て
次
に
検
討
す
べ
き
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
の
存
在
が
日
本
側
で
ど
の
よ
う
に
し
て
知
ら
れ
、

そ
れ
と
憲
法
九
条
の
間
に
相
違
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
時
、
人
々
は
ど
う
反
応
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
狭
い
法

律
論
で
は
、
条
文
解
釈
は
自
己
完
結
的
で
あ
り
う
る
が
、
狭
い
法
律
論
を
超
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
動
き
が
生
じ
う
る
可

能
性
は
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
事
実
経
過
を
見
て
み
よ
う
。
早
い
時
期
の
も
の
で
は
マ
ー
ク
・
ゲ
イ
ン
（
竃
僧
詩
O
蝉
旨
）
の
『
ニ
ッ
ポ
ン
日
記
』
に
漢
然
と
し
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た
も
の
な
が
ら
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
「
三
原
則
」
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
英
文
原
書
§
§
b
蔚
建
）
は
一
九
四
九
年
に
刊
行

さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
は
翻
訳
出
版
が
禁
じ
ら
れ
、
講
和
条
約
調
印
の
直
後
、
一
九
五
一
年
に
な
っ
て
翻
訳
が
よ
う
や
く
出
版
さ
れ

た
（
西
鋭
夫
、
一
八
七
頁
）
。

　
内
容
を
検
討
す
る
と
、
一
九
四
六
年
三
月
六
日
の
項
に
記
述
が
あ
る
が
、
「
ノ
ー
ト
」
の
引
用
は
不
正
確
で
、
「
日
本
は
戦
争
を
永

久
に
放
棄
し
、
軍
備
を
廃
し
、
再
軍
備
を
し
な
い
こ
と
を
誓
う
こ
と
」
と
な
っ
て
い
る
（
ゲ
イ
ン
、
二
〇
六
頁
）
。
ま
た
、
ケ
ー
デ
ィ

ス
で
あ
れ
誰
で
あ
れ
、
そ
れ
が
条
文
化
さ
れ
る
際
に
、
重
大
な
削
除
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
言
及
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
仮

に
こ
れ
を
英
文
で
読
ん
だ
者
が
い
て
も
、
事
実
関
係
の
把
握
に
は
隔
靴
掻
痒
の
感
が
免
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
語
へ

の
翻
訳
は
、
次
に
見
る
確
定
的
文
書
が
出
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
ノ
ー
ト
」
の
存
在
を
日
本
側
が
正
確
に
知
り
え
た
時
期
は
い
つ
か
。
一
般
に
は
、
ほ
ぽ
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
一
九
四
九
年
に
G
H
Q
民
政
局
が
『
日
本
の
政
治
的
再
編
成
』
を
英
文
で
公
刊
し
た
時
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
翌
五
〇
年

一
一
月
二
日
付
の
英
字
紙
『
ニ
ッ
ポ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
』
（
後
の
『
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
』
）
で
報
じ
ら
れ
た
時
で
あ
る
（
詳
し
く

は
、
村
田
）
。
さ
ら
に
、
「
再
編
成
」
の
抄
訳
が
翌
五
一
年
に
『
国
家
学
会
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
時
も
、
そ
の
重
要
な
契
機
で
あ
っ

た
ろ
う
（
連
合
国
最
高
司
令
部
民
政
局
、
四
四
頁
以
下
）
。

　
さ
ら
に
は
ケ
ー
デ
ィ
ス
が
後
に
な
っ
て
語
り
始
め
た
証
言
も
ま
た
、
解
釈
変
更
の
重
要
な
契
機
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
の
発
表
時
ご
と
に
、
時
系
列
に
並
べ
て
み
る
と
、
大
森
実
（
一
九
七
五
年
と
推
定
さ
れ
る
、
参
照
、
佐
々
木
、
一
八
六

頁
）
、
古
森
義
久
（
一
九
八
一
年
）
、
西
修
（
一
九
八
五
年
）
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
な
る
。
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日
本
で
「
ノ
ー
ト
」
の
存
在
を
知
っ
た
者
は
、
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
調
べ
は
必
ず
し
も
十

分
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
一
九
五
六
年
に
衆
議
院
の
公
聴
会
で
東
大
名
誉
教
授
・
神
川
彦
松
が
述
べ
た
言
葉
を
少
し
長
く
引
い
て

お
く
。
本
稿
で
の
文
脈
に
適
合
す
る
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
神
川
は
『
日
本
の
政
治
的
再
編
成
』
（
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
オ
リ
エ
ン
タ
ー
シ
ョ
ン
）
に
ふ
れ
、
こ
う
述
べ
て
い
る
（
三
月
一
六

日
）
（
引
用
頁
は
保
阪
監
修
に
よ
る
）
。

東洋法学

　
「
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
日
本
の
こ
の
憲
法
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
で
き
た
か
と
い
う
経
緯
が
世

界
に
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
何
人
も
公
に
は
知
ら
な
か
っ
た
」
（
一
一
二
頁
）
。
そ
し
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
・
ノ
ー
ト
と
「
い
ま
の
第
九
条
の
テ
キ
ス
ト
と
は
違
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
違
っ
て
お
る
か
と
申
し

ま
す
と
、
：
…
自
衛
の
た
め
の
戦
争
を
最
初
は
禁
止
し
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
最
初
の
書
き
お
ろ
し
に

よ
り
ま
す
と
、
自
衛
の
た
め
の
戦
争
も
い
か
ぬ
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
…
…
正
当
防
衛
戦
争
も
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

を
は
っ
き
り
書
き
お
ろ
し
て
あ
っ
た
の
で
す
」
（
エ
ハ
ニ
頁
）
。

　
「
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
基
本
人
権
の
考
え
と
正
面
衝
突
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
…
…
な
ぜ
な
ら
ば
、
基
本
人
権
の
第
一
は

生
命
を
維
持
す
る
権
利
な
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
…
…
個
人
の
基
本
人
権
を
認
め
る
か
ぎ
り
は
、
国
家
に

自
衛
権
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
ほ
ど
矛
盾
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
（
ニ
ハ
三
頁
）
。

　
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
国
内
で
基
本
人
権
、
す
な
わ
ち
個
人
の
正
当
防
衛
権
と
い
う
こ
と
を
や
か
ま
し
く
言
い
、
国
際
法
で
は
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自
衛
権
を
禁
止
す
る
と
言
う
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
の
矛
盾
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ど
う
に
も
行
き
詰
っ
て
そ
れ
だ
け
は
ぶ
い

て
し
ま
っ
た
。
で
あ
り
ま
す
か
ら
い
ま
の
第
九
条
は
自
衛
の
た
め
の
戦
争
は
許
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
」
（
一
六
四

頁
）
。

　
右
の
神
川
彦
松
の
説
明
は
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
や
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
を
説
い
て
、
自
衛
戦
争
の
放
棄
を
断
念
さ
せ
る
の

に
用
い
た
で
あ
ろ
う
論
理
を
思
わ
せ
る
。
「
必
要
は
法
を
破
る
」
と
い
う
ビ
ス
マ
ル
ク
の
格
言
が
あ
る
が
、
法
が
非
現
実
的
な
規
定

を
お
い
て
も
守
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
幸
い
、
九
条
の
文
言
は
不
戦
条
約
に
近
い
も
の
に
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
不
戦
条
約
に
近
い
線
で
の
解
釈
が
も
っ
と

有
力
で
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
戦
後
し
ば
ら
く
は
、
制
定
時
の
吉
田
茂
首
相
の
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
答
弁

（
一
九
四
六
年
六
月
二
八
日
）
も
あ
っ
て
有
力
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
」
の
存
在
を
知
り
、
そ
の

後
の
経
緯
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
解
釈
の
見
直
し
が
始
め
ら
れ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
現
実
に
は
そ
う
推
移
し
て
き
て
い
な
い
。

　
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
、
解
釈
の
見
直
し
の
契
機
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
逆
に
憲
法
学
界
で
は
、
「
ノ
ー
ト
」
に
近
い
解
釈
が
支

配
的
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
そ
の
後
の
推
移
を
代
表
的
論
者
の
記
述
に
見
て
お
く
。
小
林
直
樹
氏
の
『
憲
法
第
九
条
』
（
一
九
八
二
年
）
が
そ
れ
だ

が
、
「
学
界
不
動
の
通
説
」
と
い
っ
た
小
見
出
し
の
下
に
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
続
い
て
い
る
（
小
林
、
四
三
頁
）
。
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わ
が
国
の
公
法
学
界
で
は
、
日
本
国
憲
法
が
徹
底
し
た
平
和
主
義
を
と
り
、
と
く
に
第
九
条
に
よ
っ
て
一
切
の
軍
備
の
保
有

を
禁
じ
、
自
衛
の
た
め
の
戦
争
を
も
放
棄
し
た
と
理
解
す
る
点
で
、
早
く
か
ら
通
説
が
確
立
し
て
い
た
。
第
九
条
の
文
言
を
素

直
に
読
め
ば
、
法
律
の
専
門
家
で
な
く
と
も
、
そ
う
解
す
る
の
は
ご
く
当
た
り
前
で
あ
ろ
う
。

　
同
書
に
は
、
他
に
も
、
「
学
界
の
圧
倒
的
と
い
っ
て
よ
い
通
説
」
（
四
四
頁
）
と
い
っ
た
表
現
が
あ
る
。
学
説
の
正
否
を
、
学
界
の

勢
力
関
係
に
委
ね
よ
う
と
い
う
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
i
・
ノ
ー
ト
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
ノ
ー
ト
の
「
文
章
の

方
が
、
戦
争
お
よ
び
そ
の
手
段
の
放
棄
を
い
っ
そ
う
明
瞭
か
つ
断
定
的
に
表
現
し
て
い
る
」
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
学

界
の
通
説
で
は
、
現
行
の
条
文
も
同
じ
趣
旨
だ
と
解
さ
れ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
二
七
頁
）
。

む
　
す
　
び

こ
の
よ
う
な
流
れ
が
憲
法
学
界
の
大
勢
だ
が
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
の
証
言
を
重
視
す
る
西
修
氏
は
こ
う
疑
間
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

東洋法学

　
ケ
ー
デ
ィ
ス
は
、
当
初
こ
そ
口
を
重
く
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
日
本
の
多
く
の
新
聞
、
雑
誌
の
み
な
ら
ず
、
テ
レ
ビ
各
局

で
同
様
の
発
言
を
く
り
返
し
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
多
く
の
憲
法
学
者
は
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
の
言
説
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
し

な
い
（
西
修
B
、
二
五
一
頁
）
。
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経
緯
を
辿
り
な
が
ら
筆
者
も
ま
た
、
や
は
り
こ
の
疑
間
を
共
有
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
憲
法
九
条
が
ノ
ー
ト
そ
の
ま
ま
の

も
の
で
あ
る
な
ら
、
日
本
国
民
に
と
っ
て
「
非
現
実
的
」
に
す
ぎ
る
と
ケ
ー
デ
ィ
ス
が
考
え
、
そ
の
箇
所
を
削
除
し
た
と
い
う
の

に
、
当
の
日
本
の
憲
法
学
者
が
そ
の
説
明
を
受
け
入
れ
ず
、
「
非
現
実
的
」
な
ノ
ー
ト
の
ま
ま
の
条
文
が
現
行
九
条
で
あ
る
か
の
よ

う
な
解
釈
を
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
度
、
考
え
直
し
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
《
引
用
・
参
照
文
献
》
（
五
十
音
順
）

・
江
藤
淳
編
『
占
領
史
録
qめ
』
、
講
談
社
、
学
術
文
庫
、
新
装
版
、
一
九
九
五
年

・
マ
ー
ク
・
ゲ
イ
ン
（
井
本
威
夫
訳
）
『
ニ
ッ
ポ
ン
日
記
』
筑
摩
書
房
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
）
、
一
九
九
八
年
（
英
語
原
書
一
九
四
八
年
）

・
小
林
直
樹
『
憲
法
第
九
条
』
岩
波
書
店
、
岩
波
新
書
、
一
九
〇
〇
年

・
佐
々
木
高
雄
『
戦
争
放
棄
条
項
の
成
立
経
緯
』
成
文
堂
、
一
九
九
七
年

・
佐
藤
達
夫
（
佐
藤
功
補
訂
）
『
日
本
国
憲
法
成
立
史
』
第
三
巻
、
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年

・
袖
井
林
二
郎
『
拝
啓
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
様
』
大
月
書
店
、
一
九
八
五
年

・
高
柳
賢
三
ほ
か
編
『
日
本
国
憲
法
制
定
の
過
程
1
』
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年

・
長
尾
龍
一
『
憲
法
間
題
入
門
』
筑
摩
書
房
、
ち
く
ま
新
書
、
一
九
九
七
年

・
西
修
A
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
日
本
国
憲
法
』
三
修
社
、
一
九
八
六
年

・
西
修
B
『
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
の
研
究
』
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年

・
西
鋭
夫
『
國
破
れ
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年

・
半
藤
一
利
『
日
本
国
憲
法
の
二
〇
〇
日
』
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
、
二
〇
〇
三
年

・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
B
・
フ
ィ
ン
（
内
田
健
三
監
修
）
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
吉
田
茂
』
同
文
書
院
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
（
邦
訳
）
一
九
九
三
年

（
英
語
原
書
一
九
九
二
年
）
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・
保
阪
正
康
監
修
『
五
〇
年
前
の
憲
法
大
論
争
』
講
談
社
、
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
七
年

・
村
田
聖
明
「
憲
法
九
条
の
謎
ー
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
何
を
考
え
て
い
た
か
」
（
初
出
、
一
九
八
九
年
）
（
『
正
論
』
編
集
部
編
『
憲
法
の
論

点
』
産
経
新
聞
社
、
二
〇
〇
四
年
、
所
収
）

・
連
合
国
最
高
司
令
部
民
政
局
『
日
本
の
新
憲
法
』
（
邦
訳
初
出
、
一
九
五
一
年
）
（
『
憲
資
・
総
第
一
号
』
と
し
て
復
刻
、
一
九
五
六
年
）

東洋法学

109


