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一　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的

　

こ
こ
数
年
来
│
特
に
国
会
に
憲
法
調
査
会
が
設
置
さ
れ
た
二
〇

〇
〇
年
以
降
、
憲
法
改
正
論
議
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
社
会
状
況
・
政
治
状
況
の
中
で
、
部
落
解
放
同
盟
も
し
く
は
そ

の
周
辺
か
ら
何
ら
か
の
反
応
を
示
さ
な
く
て
い
い
の
か
と
い
う
問

題
意
識
に
基
づ
い
て
、
二
〇
〇
四
年
に
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所

の
中
に
憲
法
問
題
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
は
、
部
落
解
放
運
動
に
携
わ

っ
て
き
た
人
間
と
し
て
、
憲
法
に
つ
い
て
何
が
言
え
る
の
か
、
も

し
く
は
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
念
頭
に
お
い
て
議
論
を

重
ね
て
き
た
。
現
行
憲
法
に
お
い
て
私
た
ち
が
守
る
べ
き
事
項
は

何
な
の
か
、
仮
に
変
え
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

何
な
の
か
。
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
護
憲
か
改
憲
か
の
二
者

　

昨
年
五
月
、
国
会
の
憲
法
調
査
会
が
最
終
報
告
書
を
公
表
し
、
ま
た
一
一
月
に
は
自
民
党
が
「
新
憲
法
草
案
」
を
公
表
す
る
な
ど
、
こ
こ
数
年
、
憲
法
改
正

論
議
が
に
わ
か
に
高
ま
っ
て
い
る
。
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
を
行
う
た
め
に
、
二
〇
〇
四
年
に「
憲
法
問
題
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
設
置
し
、
検
討
を
重
ね
て
い
る
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
二
〇
〇
六
年
一
月
に
「
中
間
提
言
」
を
ま
と
め
、
改
憲
論
議
に
臨
む
基
本
的
な
姿
勢
や
、

個
別
的
な
論
点
に
対
す
る
考
え
を
示
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
「
中
間
提
言
」
の
う
ち
、
天
皇
制
、
平
和
主
義
、
人
権
、
地
方
自
治
な
ど
の
論
点
に
つ
い
て
、

そ
の
内
容
を
概
説
す
る
と
と
も
に
、
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
を
提
示
す
る
。
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択
一
で
は
な
く
、
複
眼
的
思
考
で
検
討
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
で
あ
る
。

　

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
か
ら
検
討
を
開
始

し
、
二
〇
〇
六
年
の
年
頭
に
中
間
提
言
を
ま
と
め
た
。
こ
の
中
間

提
言
の
内
容
を
概
説
し
、
各
方
面
か
ら
ご
意
見
と
ご
批
判
を
い
た

だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
最
終
提
言
に
向
け
た
糧
に
し
よ
う

と
い
う
の
が
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
中
間
提
言
を
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
主
と
し
て
香
川

大
学
名
誉
教
授
の
髙
野
眞
澄
先
生
で
あ
る
が
、
文
責
は
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
全
体
と
し
て
負
っ
て
い
る
。

二　

憲
法
論
議
へ
の
基
本
姿
勢

　

憲
法
を
議
論
す
る
に
際
し
て
、
ま
ず
明
確
に
す
べ
き
こ
と
は
、

現
行
憲
法
に
対
す
る
私
た
ち
の
評
価
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
現
行

憲
法
は
、
部
落
解
放
運
動
に
対
し
て
、
自
主
解
放
の
手
が
か
り
を

与
え
て
く
れ
た
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
憲
法
一
四
条
が
定
め
る
法

の
下
の
平
等
で
あ
る
。
天
皇
を
頂
点
と
す
る
華
族
制
と
家
制
度
を

基
本
と
す
る
明
治
憲
法
下
で
は
、
天
皇
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
身

分
の
卑
賤
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
憲
法
一
四
条
で
法
の
下
の
平

等
が
謳
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
、
部
落
解
放

運
動
を
含
め
た
平
等
を
求
め
る
様
々
な
運
動
が
、
戦
後
、
活
発
に

展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
行
憲
法

を
高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
こ
の
中
間
提
言
の

基
本
認
識
で
あ
る
。

　

ま
た
、
現
行
憲
法
は
、
明
治
憲
法
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど

豊
か
な
人
権
規
定
を
有
し
、
種
々
の
権
利
・
自
由
を
市
民
に
保
障

し
て
い
る
。
加
え
て
、
憲
法
史
上
、
他
に
例
を
見
な
い
徹
底
し
た

平
和
主
義
を
採
用
し
、
戦
争
の
放
棄
と
戦
力
の
不
保
持
を
宣
言
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
条
項
を
武
器
と
し
て
、
戦
後
、
人
権
運
動
や

平
和
運
動
、
あ
る
い
は
環
境
保
護
運
動
な
ど
が
市
民
の
手
に
よ
っ

て
積
み
上
げ
ら
れ
、
日
本
の
人
権
状
況
や
民
主
主
義
の
向
上
に
寄

与
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
行
憲
法
は
様
々
な
局

面
に
お
い
て
、
市
民
運
動
の
武
器
と
な
り
、
ま
た
市
民
の
生
命
と

安
全
を
守
る
た
め
の
砦
と
な
っ
て
き
た
。憲
法
論
議
に
際
し
て
は
、

こ
う
し
た
現
行
憲
法
の
果
た
し
て
き
た
積
極
的
意
義
を
忘
れ
て
は

な
ら
ず
、
そ
の
点
は
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
通
底
す
る
共
通
認
識
と

な
っ
て
い
る
。

三　

議
論
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
行
憲
法
の
意
義
を
高
く
評
価
す
る
と
し
て

も
、
戦
後
六
〇
年
を
経
て
、
憲
法
に
つ
い
て
種
々
の
問
題
点
や
限

界
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
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た
個
別
的
な
議
論
に
つ
い
て
、
中
間
提
言
で
は
以
下
の
よ
う
な
見

解
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
ず
第
一
に
、
憲
法
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
憲
法

は
そ
も
そ
も
権
力
を
縛
る
ル
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
議
論
の

大
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
権
力
さ
え
縛
っ
て
い

れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
社
会

で
は
、
非
権
力
的
な
差
別
や
人
権
侵
害
、
す
な
わ
ち
私
人
間
の
差

別
や
人
権
侵
害
が
多
発
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
問
題
に
憲
法
が
ど

の
よ
う
な
役
割
を
果
た
せ
る
の
か
と
い
う
論
点
も
無
視
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
こ
の
点
を
憲
法
に
ど
う
盛
り
込
む
か
が
、
最
終

提
言
に
向
け
た
一
つ
の
課
題
で
あ
る
。

　

第
二
の
論
点
は
、
現
行
憲
法
が
有
す
る
自
国
民
中
心
的
な
側
面

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
点
、
換
言
す
れ
ば
、
今
の
憲
法

は
「
日
本
国
民
の
た
め
だ
け
の
日
本
国
憲
法
」
に
な
っ
て
は
い
な

い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
国
際
化
社
会
に
お
い
て

は
、
外
国
人
を
含
め
た
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
日
本
国
憲
法
と
い

う
視
点
を
持
つ
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
憲
法
の
中
に
ど
の
よ
う
に

反
映
さ
せ
て
い
く
か
を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
三
の
論
点
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
国
と
国
民
の
関
係
性
を
中
心

に
構
成
さ
れ
て
き
た
憲
法
の
構
造
に
、
国
際
社
会
と
自
治
体
と
い

う
新
た
な
要
素
を
組
み
入
れ
て
、
国
際
社
会
、
国
、
自
治
体
と
い

う
広
い
視
野
の
中
で
憲
法
を
考
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
国
家
の
役
割
を
相
対
的
に
低
減
さ
せ
、
国
際
社

会
と
地
方
自
治
体
へ
既
存
の
国
家
機
能
を
分
散
化
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
で
あ
る
。

四　

個
別
的
な
提
言

　

で
は
、
中
間
提
言
で
は
各
論
的
に
ど
の
よ
う
な
提
言
を
行
っ
て

い
る
か
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
主
要
な
も
の
に
限
っ
て
、

以
下
解
説
を
加
え
て
い
く
。

　

第
一
に
、
天
皇
制
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
ス
タ
ン
ス
は
、
天
皇

制
は
そ
も
そ
も
国
民
主
権
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

国
民
主
権
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
こ
の
国
の
持
ち
主
は
国
民
で

あ
る
と
い
う
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
天
皇
制
と
い
う
制
度

は
、
ど
う
し
て
も
原
理
的
に
相
容
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
天
皇
制
は
漸
次
的
に
廃
止
す
る
方

向
に
向
か
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
中
間
提
言
の

結
論
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
間
提
言
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
プ
ロ

セ
ス
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
憲
法

論
議
に
お
い
て
は
、
天
皇
制
も
タ
ブ
ー
視
す
る
こ
と
な
く
、
活
発

な
議
論
の
俎
上
に
の
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
に
、
憲
法
九
条
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
現
存

す
る
自
衛
隊
が
海
外
で
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
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と
い
う
の
が
基
本
的
な
主
張
で
あ
る
。
自
衛
隊
は
、
本
来
の
設
立

目
的
で
あ
る
自
国
防
衛
の
た
め
の
必
要
最
低
限
度
の
実
力
の
範
囲

に
限
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
九
条
の
意
図
す

る
と
こ
ろ
は
、
単
に
日
本
の
平
和
だ
け
を
考
え
た
「
一
国
平
和
主

義
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
九
条
は
世
界
に
対
す
る
不
戦

の
誓
い
で
あ
り
、
こ
の
理
念
を
世
界
に
広
げ
る
べ
く
、
九
条
を
礎

と
し
て
、
平
和
外
交
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。

　

第
三
に
、
憲
法
一
四
条
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
規
定
さ
れ
た
差

別
の
禁
止
を
徹
底
し
て
い
く
一
方
、
差
別
禁
止
の
実
効
性
を
よ
り

高
め
る
た
め
に
、
国
籍
差
別
な
ど
一
四
条
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な

い
差
別
禁
止
事
由
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
四
条
の
充
実

化
を
図
る
と
い
う
改
正
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
国
際
人
権

法
上
の
大
原
則
と
な
っ
て
い
る
「
内
外
人
平
等
原
則
」
を
憲
法
に

採
り
入
れ
る
こ
と
も
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
部
落
解
放
運
動
の
視
点
に
立
て
ば
、
出
身
地
や
現
在
及

び
過
去
の
居
住
地
等
を
禁
止
す
べ
き
差
別
事
由
に
含
め
、
一
四
条

を
部
落
差
別
の
解
消
に
向
け
た
根
拠
と
し
て
、
よ
り
明
確
に
位
置

づ
け
る
と
い
う
こ
と
も
検
討
の
対
象
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
悪

質
な
身
元
調
査
が
横
行
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
出
身
地
や

居
住
地
に
基
づ
く
差
別
の
反
社
会
性
を
明
示
す
る
こ
と
の
意
味
は

少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

第
四
に
、
二
四
条
に
定
め
ら
れ
た
家
庭
生
活
に
お
け
る
個
人
の

尊
厳
と
、
男
女
の
本
質
的
平
等
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
戦
前
か
ら

の
家
制
度
を
否
定
し
た
こ
の
条
文
は
、
戦
後
社
会
に
お
い
て
、
特

に
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
。
戦
前
は
、
国
家
の
中
に
身
分
の

階
層
が
存
在
し
た
と
同
様
に
、
家
の
中
に
お
い
て
も
家
長
を
頂
点

と
す
る
男
尊
女
卑
の
序
列
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
家
制
度
を
廃
止

し
、
家
と
い
う
生
活
の
基
本
単
位
に
お
け
る
男
女
の
本
質
的
平
等

を
謳
っ
た
の
が
、
こ
の
二
四
条
で
あ
る
。

　

一
方
、現
代
社
会
で
は
、さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
基
づ
い
て
家
族
、

家
庭
の
崩
壊
が
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
前
に
し
て
、

二
四
条
を
ど
う
考
え
て
い
け
ば
い
い
の
か
。
家
と
い
う
桎
梏
か
ら

の
個
人
の
解
放
だ
け
で
は
な
く
、崩
れ
つ
つ
あ
る
家
庭
に
対
し
て
、

憲
法
は
何
ら
か
の
理
念
を
示
し
う
る
の
か
。
そ
れ
が
今
後
の
検
討

課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
男
・
女
と
い
う
二
分
法
だ

け
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
問
題
に
つ
い
て

も
、
二
四
条
を
考
え
る
と
き
に
は
重
要
な
検
討
課
題
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

　

第
五
に
、
憲
法
二
五
条
、
生
存
権
の
問
題
が
あ
る
。
生
存
権
と

は
、
国
民
が
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
有
す
る
権
利

で
あ
り
、
私
た
ち
が
生
存
し
て
い
く
上
で
の
最
低
限
の
必
要
条
件

を
権
利
と
し
て
保
障
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
在
の
社
会
状
況
を
考
え
て
み
る
と
、
果
た
し
て
一
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人
ひ
と
り
の
現
存
す
る
国
民
に
対
す
る
生
存
権
保
障
だ
け
で
い
い

の
か
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
う
で
は
な
く
、

環
境
保
全
、
自
然
と
の
共
生
と
い
っ
た
広
い
目
で
人
間
の
生
存
を

捉
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
、
ま
た
現
存
す
る
私
た
ち
だ
け
で

な
く
、
次
の
世
代
の
生
存
権
保
障
と
い
う
世
代
を
超
え
た
視
点
も

必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
行
憲
法
が
制
定

さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
こ
ま
で
広
い
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
な
か

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
環
境
破
壊
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
枯
渇
と
い
う

事
態
を
念
頭
に
置
い
た
場
合
、憲
法
は
領
域
的
に
も
時
間
的
に
も
、

も
っ
と
広
い
視
野
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
た

ち
の
提
言
で
あ
る
。

　

第
六
に
、
国
民
の
義
務
に
つ
い
て
、
現
行
憲
法
に
は
、
扶
養
す

る
子
女
に
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
、
納
税
の
義
務
、
勤
労
の
義

務
と
い
う
三
つ
の
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
自
民
党
の
保
守

派
の
中
に
は
、
そ
れ
で
は
義
務
規
定
が
足
り
な
い
と
考
え
る
向
き

が
非
常
に
多
く
、
更
な
る
義
務
規
定
を
盛
り
込
む
べ
き
だ
と
声
高

に
叫
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
憲
法
は

そ
も
そ
も
国
家
権
力
を
縛
る
鎖
で
あ
っ
て
、
国
民
を
縛
る
道
具
で

は
な
い
と
い
う
立
憲
主
義
思
想
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
憲
法
の

義
務
規
定
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
削
除
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て

も
、
い
ま
以
上
に
増
や
す
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
の
存
在
意
義
を

ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
本
末
転
倒
な
主
張
で
あ
る
と
い
え

る
。

　

第
七
と
し
て
、地
方
自
治
の
問
題
が
あ
る
。日
本
に
お
い
て
は
、

相
対
的
に
地
方
自
治
の
歴
史
が
浅
く
、
現
実
政
治
に
お
い
て
も
、

地
方
が
国
に
対
し
て
自
由
に
も
の
を
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
各
自
治
体
は

国
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
意
識
が
、
政
府
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
自
治
体
の
現
場
や
私
た
ち
の
な
か
に
も
強
か
っ
た
。
し
か

し
、
私
た
ち
の
日
々
の
生
活
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
地
域
社
会
を

基
礎
と
し
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
地
域
が
豊
か
に
な
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
、
生
活
の
質
的
向
上
を
図
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

の
よ
う
な
発
想
の
も
と
に
、
地
方
自
治
を
さ
ら
に
進
め
、
真
に
市

民
の
人
権
と
生
活
が
保
障
さ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
」
が
、

ひ
い
て
は
人
権
が
保
障
さ
れ
る
国
づ
く
り
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。
私
た
ち
の
提
言
で
は
、
地
方
分
権
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う

な
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。

　

第
八
に
、
憲
法
改
正
に
つ
い
て
、
私
た
ち
の
提
言
で
は
そ
の
手

続
の
実
効
化
を
主
張
し
て
い
る
。
現
行
憲
法
で
は
、
国
民
が
部
分

的
に
憲
法
改
正
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
国

会
に
よ
っ
て
発
議
さ
れ
た
憲
法
改
正
案
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
か
ノ

ー
か
の
投
票
が
で
き
る
と
い
う
限
定
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し

か
し
、
国
民
主
権
の
意
義
を
正
面
か
ら
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
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民
の
側
に
具
体
的
な
憲
法
改
正
案
を
発
議
す
る
権
限
が
あ
っ
て
も

い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
、
諸
外
国
に
は
、
国
民
に

憲
法
改
正
の
発
案
権
を
付
与
し
て
い
る
国
も
存
在
し
て
お
り
、
日

本
国
憲
法
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
方
向
で
の
検
討
を
視
野
に
入

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
他
、中
間
提
言
で
は
、こ
れ
ま
で
に
提
示
さ
れ
て
き
た
種
々

の
憲
法
問
題
に
つ
い
て
、
私
た
ち
な
り
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
首
相
公
選
制
に
つ
い
て
は
、
こ
の
制
度
の
導
入
は
好
ま

し
く
な
く
、
む
し
ろ
現
在
の
議
院
内
閣
制
を
う
ま
く
使
い
こ
な
し

て
い
く
こ
と
の
方
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
国
民
投
票
制
度
な
ど
の
直
接
民
主
主
義
的
な
要
素
を
拡
充

し
て
、
現
在
の
「
代
議
士
主
権
」
で
は
な
く
、
国
民
の
意
思
を
国

政
の
回
路
の
中
に
効
果
的
に
注
入
し
て
い
け
る
よ
う
な
制
度
を
模

索
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
提
言
し
て
い
る
。

　

最
後
に
、
私
た
ち
の
提
言
で
は
、
人
権
委
員
会
な
ど
の
人
権
擁

護
機
関
を
憲
法
上
の
機
関
と
し
て
設
置
す
る
可
能
性
を
探
る
と
し

て
い
る
。
現
行
憲
法
で
は
、
内
閣
、
裁
判
所
、
国
会
、
会
計
検
査

院
な
ど
を
憲
法
上
の
必
置
機
関
と
し
て
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
一

つ
と
し
て
、
人
権
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
議
論
し
て
も
い
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
南
ア
フ
リ
カ
な

ど
、
人
権
委
員
会
を
憲
法
上
の
機
関
と
し
て
い
る
国
も
出
て
き
て

い
る
。
二
一
世
紀
を
人
権
の
世
紀
と
し
て
い
く
た
め
に
も
、
人
権

委
員
会
の
設
置
と
、
そ
の
地
位
の
独
立
性
を
保
障
す
る
こ
と
は
、

不
可
欠
の
課
題
で
あ
る
。

五　

ま
と
め

　

中
間
提
言
は
憲
法
問
題
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
提
示
し
た
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る

筆
者
が
、
個
人
的
な
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
混
乱
を
招
く
か
も
し

れ
な
い
が
、
本
稿
の
ま
と
め
に
代
え
て
、
若
干
の
私
見
や
感
想
を

示
す
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

　

第
一
に
、
提
言
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
の
選
択
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
護
憲
・
改
憲
の
二
つ
の
伝
統
的
ス
タ

ン
ス
の
う
ち
、
ど
ち
ら
に
軸
足
を
置
く
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と

に
対
し
て
は
詰
め
た
議
論
を
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
は
政
治
的
な

問
題
も
絡
ん
で
く
る
た
め
、
護
憲
・
改
憲
ど
ち
ら
に
重
き
を
置
い

て
、
運
動
や
研
究
を
進
め
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
私
た
ち
も
悩
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

昨
年
一
一
月
、
自
民
党
は
「
新
憲
法
草
案
」
を
公
表
し
た
が
、

現
在
の
国
会
に
お
け
る
勢
力
図
を
考
え
れ
ば
、
今
後
の
憲
法
論
議

は
自
民
党
の
こ
の
草
案
を
一
つ
の
軸
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
く
と

予
想
さ
れ
る
。
自
民
党
草
案
は
、
こ
れ
ま
で
の
同
党
の
憲
法
に
関

す
る
文
書
か
ら
比
べ
れ
ば
、
比
較
的
穏
当
な
も
の
で
あ
り
、
天
皇
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の
元
首
化
と
い
っ
た
自
民
党
従
来
の
保
守
的
主
張
は
表
に
出
て
い

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
教
分
離
原
則
の
緩
和
や
自
衛
軍
の
保

持
な
ど
、
現
憲
法
の
根
本
原
理
に
改
変
を
迫
る
改
正
案
も
含
ま
れ

て
い
る
。
憲
法
改
正
と
い
う
ゴ
ー
ル
が
先
に
設
定
さ
れ
、
具
体
的

な
中
身
の
議
論
が
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
現
状
の
な

か
で
、
解
放
運
動
の
立
場
か
ら
い
か
な
る
憲
法
論
議
を
打
ち
出
し

て
い
く
か
と
い
う
戦
術
論
も
、
今
後
の
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
ろ

う
。

　

第
二
に
、
憲
法
事
項
と
法
律
事
項
の
選
択
に
つ
い
て
、
提
言
で

は
明
確
な
線
引
き
を
し
て
い
な
い
。
巷
の
憲
法
改
正
論
議
を
み
て

い
る
と
、
本
来
、
憲
法
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
ま
で
が
憲
法
問
題

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
自
民
党
の
一
部
に
は
、
学
級

崩
壊
も
家
庭
崩
壊
も
、
何
も
か
も
憲
法
が
悪
い
か
の
よ
う
な
極
論

が
あ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
学
校
現
場
や
家
庭
で
起
こ
っ
て

い
る
問
題
の
解
決
は
、
憲
法
が
直
接
関
与
す
る
問
題
で
は
な
く
、

法
律
で
対
処
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
憲
法
を
改
正
し
た
か
ら
と
い

っ
て
、
児
童
虐
待
や
学
級
崩
壊
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
私

た
ち
の
提
言
を
含
め
て
、
憲
法
論
議
に
お
い
て
は
、
憲
法
問
題
と

し
て
語
る
べ
き
こ
と
と
、
法
律
問
題
と
し
て
語
る
べ
き
こ
と
の
分

け
目
に
つ
い
て
、
詰
め
た
議
論
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

第
三
に
、
部
落
解
放
運
動
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
中
間
提
言

で
は
憲
法
一
四
条
が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
述
べ

て
い
る
が
、
解
放
運
動
の
視
点
か
ら
、
他
に
付
け
加
え
る
べ
き
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
の
問
題

で
い
え
ば
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
求
め
て
解
放

運
動
は
闘
っ
て
き
た
と
い
う
一
面
が
あ
る
。
ま
た
、
解
放
運
動
が

そ
う
し
た
闘
争
を
し
て
き
た
結
果
、
日
本
に
お
け
る
「
健
康
で
文

化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
の
水
準
は
、
か
な
り
向
上
し
た
と
い

え
る
。
こ
れ
は
、
部
落
解
放
運
動
の
一
つ
の
功
績
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し
た
功
績
に
基
づ
い
て
、
憲
法
二
五
条
に
つ
い
て
解

放
運
動
の
立
場
か
ら
何
を
い
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
何
を
い
う
べ

き
な
の
か
。
そ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
更
に
突
き
詰
め
た
議
論
を

す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
憲
法
を
語
る
上
で
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
九

条
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
非
常
に
悩
ま
し
い
問
題
で
あ
る
。
私
た
ち

の
提
言
で
は
、現
在
の
自
衛
隊
は
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
た
う
え
で
、

そ
れ
を
国
家
に
と
っ
て
必
要
最
小
限
の
自
衛
力
に
と
ど
め
る
べ
き

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
論
者
の
な
か
に
は
、
そ
も
そ
も
自
衛

隊
は
憲
法
違
反
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
一
方
、
そ
れ

と
は
逆
に
、
自
衛
の
た
め
の
一
定
の
実
力
を
保
持
す
る
こ
と
は
、

国
家
と
し
て
の
自
然
権
で
あ
り
、
憲
法
が
自
衛
隊
を
否
定
し
て
い

な
い
こ
と
は
理
の
当
然
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
存
在
す
る
。
こ
の

悩
ま
し
い
問
題
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
ど
う
考
え
て
い
け
ば
い
い

か
に
つ
い
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
も
徹
底
し
た
議
論
は
で
き
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て
い
な
い
。
九
条
が
日
本
国
民
に
何
を
指
し
示
し
て
い
る
か
を
も

う
一
度
一
か
ら
考
え
直
し
、
現
存
す
る
自
衛
隊
を
現
状
維
持
と
す

る
の
か
、
削
減
す
る
の
か
、
即
時
解
散
と
す
る
の
か
、
あ
り
う
る

様
々
な
政
策
論
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
自
衛
隊
を
国
際
協
力
の
名
の
下
に
海
外

に
派
遣
す
べ
き
か
否
か
、
派
遣
す
る
場
合
は
ど
こ
ま
で
の
活
動
に

参
加
す
べ
き
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
も
、
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
憲
法
を
語
る
上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
は
、憲
法
は
私
た
ち
市
民
が
国
家
に
突
き
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、

国
家
か
ら
下
げ
渡
さ
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
憲
法
を
生
き
た
規
範
に
で
き
る
か

ど
う
か
は
、
私
た
ち
自
身
の
意
思
と
活
動
に
か
か
っ
て
い
る
と
い

え
る
。
護
憲
か
改
憲
か
と
い
う
二
分
法
的
な
議
論
の
前
に
、
そ
う

し
た
大
前
提
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
ろ

う
。
一
部
保
守
派
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
立
憲
主
義
の
基
本
ル
ー

ル
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
私
た
ち
は
、
そ
う
し
た
勢
力

の
示
す
改
憲
案
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
憲
法
の
論
じ

方
に
つ
い
て
も
批
判
の
矢
を
向
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
、
概
説
し
て
き
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
議
論
は
ま
だ
道
程

の
途
上
に
あ
り
、
お
示
し
し
た
提
言
も
文
字
通
り
の
中
間
的
な
も

の
で
あ
る
。
引
き
続
き
、
丹
念
か
つ
活
発
な
議
論
を
続
け
、
最
終

提
言
に
結
び
つ
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
各
方
面
、
と
り

わ
け
人
権
と
差
別
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
方
々
か
ら
の

ご
意
見
や
ご
批
判
を
賜
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。




