
ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）
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は
じ
め
に

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
（
以
下
「
憲
法
」））
は
、
議
会
に
、
宣
戦
の
権
限
を
与
え
（
一
条
八
節
一
一
項
）
（
１
）

、
捕
獲
特
許
状
を
発
布
し
、

陸
上
及
び
海
上
に
お
け
る
捕
獲
に
関
す
る
規
則
を
は
じ
め
（
同
項
）、
軍
の
編
成
や
規
則
を
制
定
す
る
権
限
を
認
め
て
い
る
（
一
二
―

一

四
項
）。
一
方
で
、
大
統
領
は
軍
の
最
高
司
令
官
（C

om
m
a
n
d
er
in
C
h
ief

（C
IN
C

））
で
あ
る
と
規
定
す
る
（
二
条
二
節
一
項
）。

ア
メ
リ
カ
が
対
外
的
に
軍
事
力
を
行
使
す
る
と
き
、
誰
が
決
定
を
し
、
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
で
な
さ
れ
、
議
会
と
大
統
領
が
ど
の
よ
う

な
権
限
配
分
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
憲
法
規
定
か
ら
は
一
義
的
に
引
き
出
さ
れ
な
い
の
で
、
混
乱
と
議
論
を
生
じ
さ
せ
て
き
た
（
２
）

。

筆
者
は
先
に
、
憲
法
に
お
け
る
軍
事
の
権
限
に
つ
い
て
、C

IN
C

と
し
て
の
大
統
領
の
軍
隊
指
揮
権
を
分
析
し
、
議
会
と
の
か
か
わ

り
を
み
た
（
３
）

。
そ
こ
で
は
、
議
会
と
大
統
領
の
軍
事
に
関
す
る
権
限
配
分
や
そ
れ
ぞ
れ
侵
さ
れ
な
い
部
分
は
ど
こ
な
の
か
が
明
確
で
は
な

い
た
め
、C

IN
C

に
大
統
領
の
武
力
行
使
の
決
定
権
が
認
め
ら
れ
る
か
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
。C

IN
C

と
し
て
の
大
統
領
の
軍
権
も

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）
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議
会
の
制
定
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
を
観
察
し
た
が
、
議
会
は
い
か
な
る
地
位
と
権
限
を
有
す
る
の
か
、
そ
の
内
容

と
限
界
を
明
確
に
す
る
必
要
を
痛
感
し
た
。

政
府
の
軍
事
的
権
限
を
め
ぐ
っ
て
、
大
統
領
に
固
有
の
権
限
は
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
議
会
の
そ
れ
は
ど
こ
か
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。

と
り
わ
け
誰
が
戦
争
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
の
戦
争
権
限
を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
は
喧
す
し
い
。
憲
法
は
議
会
が
宣
戦
を
す
る
と

規
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、C

IN
C

の
規
定
か
ら
大
統
領
の
専
権
を
認
め
、
議
会
の
事
前
の
同
意
な
く
対
外
的
武
力
行
使
の
決

定
権
は
大
統
領
に
あ
る
と
の
憲
法
解
釈
が
通
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
議
会
は
予
算
権
や
立
法
権
を
有
し
大
統
領
は
こ
れ
に
服
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、C

IN
C

と
い
え
ど
も
制
定
法
の
制
約
を
受
け
る
。
戦
争
権
限
の
議
論
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
の
伝
統
に
達
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
大
統
領
と
議
会
の
ど
ち
ら
に
こ
れ
が
あ
る
の
か
に
費
消
さ
れ
て
い
る
。
戦
争
権
限
の
論
者
は
憲
法
の
宣
戦
規
定
とC

IN
C

規
定
に
傾
注
し
て
「
浪
費
し
て
き
た
」
と
ま
で
い
わ
れ
る
（
４
）

。

武
力
行
使
の
決
定
と
プ
ロ
セ
ス
は
政
治
で
あ
る
。
そ
の
ア
ク
タ
ー
は
大
統
領
と
議
会
で
あ
る
。
戦
争
権
限
が
明
確
に
で
き
な
か
っ
た

の
は
、
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
一
八
世
紀
後
半
な
ら
と
も
か
く
、
そ
れ
以
降
そ
し
て
現
在
に
お
い
て
も
、
宣
戦
し
て
戦
争
を
開
始
さ
せ
る

こ
と
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
り
、
現
実
に
は
「
事
実
上
の
戦
争
」
あ
る
い
は
不
完
全
な
戦
争
（im

p
erfect

w
a
r

）
と
し
て
、
宣
戦
と
い

っ
た
意
思
表
示
で
は
な
く
、
事
実
か
ら
戦
争
と
み
な
す
よ
う
に
な
り
、
憲
法
の
戦
争
権
限
の
規
定
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
適
用
し
難
く
な
っ

た
こ
と
に
あ
る
。
す
べ
て
の
「
戦
争
」
が
宣
戦
を
経
て
な
さ
れ
る
と
い
う
の
が
法
で
あ
る
な
ら
、
憲
法
で
戦
争
権
限
の
問
題
は
こ
れ
ほ

ど
熱
く
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
憲
法
制
定
当
時
の
宣
戦
の
意
義
が
今
日
も
通
用
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
宣
戦
を
議
会
の

権
限
と
し
た
憲
法
条
項
に
何
が
込
め
ら
れ
た
か
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
の
「
戦
争
」
が
い
か
な
る
意
味
か
、
ど
こ
ま
で

の
ど
の
よ
う
な
戦
闘
行
為
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
こ
う
し
た
事
実
上
の
戦
争
あ
る
い
は
奇
襲
（su

d
d
en

a
tta
ck

）、
さ
ら
に
は
国
連
決
議
に
基
づ
く
、
い
わ
ば
ア
メ
リ
カ
の
主
権
の
発
動
と
し
て
の
武
力
の
行
使
で
な
い
「
戦
争
」
に
つ
い
て
、

二



軍
事
力
行
使
の
決
定
と
プ
ロ
セ
ス
は
憲
法
上
ど
う
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
憲
法
に
お
け
る
戦
争
の
議
論
は
食
傷
ぎ
み
で
、
憲
法
解
釈
に
お
い
て
戦
争
権
限
条
項
の
戦
争
の
定
義
は
さ
ほ
ど
議
論
さ

れ
な
い
。「
法
律
家
は
戦
争
の
定
義
の
探
求
を
放
棄
し
た
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
彼
ら
は
「
戦
争
と
は
何
か
」
と
の
困
難
な
質
問
を
な

げ
か
け
る
こ
と
を
や
め
、
そ
の
か
わ
り
に
「
武
力
紛
争
（a

rm
ed
con
flict

）
と
は
何
か
」
と
の
、
は
る
か
に
単
純
な
問
題
に
す
り
替

え
て
し
ま
っ
た
（
５
）」。

戦
争
権
限
の
解
釈
も
こ
の
戦
争
を
定
義
す
る
こ
と
で
土
俵
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
議
論
に
な
ら
な
い
と
も
い
え

よ
う
。

や
っ
か
い
な
こ
と
に
、「
戦
争
」
概
念
は
一
義
的
で
な
い
（
６
）

。
戦
争
権
限
の
議
論
は
、
そ
の
ス
タ
ー
ト
で
対
象
が
固
定
し
得
な
い
こ
と

で
憲
法
解
釈
を
難
し
く
し
て
い
る
。
一
八
世
紀
の
典
型
的
な
近
代
憲
法
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
条
文
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
は
、
権
力
分

立
に
関
し
て
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
硬
性
憲
法
の
宿
命
で
あ
る
解
釈
に
よ
る
現
代
化
が
、
こ
と
さ
ら
こ
の
戦
争
権
限
の
問
題
に
要
求
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

法
的
に
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
立
法
に
よ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
現
に
一
九
七
三
年
、
議
会
は
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
拒
否

権
行
使
に
浴
し
た
上
で
、
再
議
決
に
よ
っ
て
戦
争
権
限
法
（W

a
r
P
ow
ers
R
esolu

tion

（W
P
R

））
を
可
決
さ
せ
、
以
後
こ
れ
が
ア

メ
リ
カ
軍
事
力
行
使
の
基
本
法
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
憲
法
で
権
限
の
所
在
が
明
確
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
立
法
で
解
決
さ
せ

る
こ
と
で
決
着
が
つ
く
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。
当
然
の
よ
う
にW

P
R

が
違
憲
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
執
行
権
（
大
統

領
）
は
民
主
党
だ
ろ
う
が
共
和
党
だ
ろ
う
が
、
こ
の
立
場
を
基
本
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。

本
稿
は
ま
ず
、
大
統
領
の
軍
権
と
の
対
比
で
議
会
の
戦
争
権
限
が
憲
法
学
的
に
ど
う
議
論
さ
れ
る
の
か
を
整
理
す
る
。
大
き
く
議
会

優
位
（P

rocon
g
ress

（P
roC
on

））
と
大
統
領
（
執
行
権
）
優
位
（P

roex
ecu
tiv
e

（P
roE
x
e

））
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
、

そ
の
対
立
点
を
検
証
す
る
。
こ
れ
は
学
理
的
な
議
論
で
あ
る
。
憲
法
解
釈
は
学
説
の
み
で
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
運
用
や
歴
史
も
重

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）
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要
な
要
素
と
な
る
。
そ
こ
で
次
に
、
憲
法
の
戦
争
権
限
が
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
の
歴
史
の
中
で
ど
う
運
用
さ
れ
て
き
た
の
か
を
素
描
す
る
。

大
統
領
優
位＝

議
会
忍
従
の
構
図
は
否
定
で
き
な
い
が
、
大
統
領
は
議
会
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
の
と
き
に
戦
争
権
限
が
深
刻
に
議
論
さ
れ
、
そ
の
直
後
にW

P
R

が
制
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
違
憲
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
現

在
も
効
力
を
有
し
て
お
り
、
戦
争
権
限
の
法
的
な
枠
組
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
。W

P
R

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
多
様
な
軍
事
力

行
使
に
あ
っ
て
そ
の
決
定
の
憲
法
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
議
会
と
大
統
領
の
関
係
を
考
察
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
現
代
の
議
会
主
義
の
傾
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
議
会
が
執
行
権
の
軍
事
力
行
使
の
決
定
に
効
果
的
な
統
制
を

及
ぼ
す
と
の
視
点
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
運
用
の
現
実
と
、
そ
こ
に
い
か
な
る
課
題
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。

ア
メ
リ
カ
の
武
力
行
使
は
、
朝
鮮
戦
争
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
国
連
の
集
団
安
全
保
障
（collectiv

e
secu
rity

）
の
枠
の
中
で
米
軍

を
対
外
的
に
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
し
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
（N

A
T
O

）
の
よ
う
な
条
約
上
の
義
務
に
基
づ
い
て
軍
事
力
を
行
使

す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
が
憲
法
の
戦
争
権
限
の
対
象
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
あ
て
は
ま
る
の
か
は
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、

９
・
１１
後
の
対
テ
ロ
戦
争
で
も
同
様
な
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
ア
メ
リ
カ
の
国
益
追
求
と
単
純
に
わ
り
切
れ
ず
、
国
連
憲
章

や
安
保
理
決
議
、
あ
る
い
は
条
約
と
い
っ
た
国
際
法
上
の
義
務
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
分
野
は
大
統
領
の
専
権
が
認
め
ら
れ

や
す
い
。
そ
の
際
、
宣
戦
規
定
を
盾
に
議
会
の
事
前
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
憲
法
解
釈
が
通
用
す
る
か
が
議
論
と
な
る
。

本
稿
は
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
で
戦
争
権
限
の
考
察
を
深
め
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
一
連
の
議
会
の
戦
争
権
限
の
検
討
を
踏
ま
え

て
、
議
会
は
軍
に
対
し
て
憲
法
上
ど
の
よ
う
な
地
位
に
た
っ
て
い
か
な
る
権
限
が
認
め
ら
れ
る
か
を
検
討
す
る
。

本
稿
で
は
、
戦
争
権
限
（W

a
r
P
ow
er

）
は
戦
争
あ
る
い
は
武
力
の
行
使
を
決
定
す
る
権
限
を
さ
す
。
そ
れ
は
対
外
的
な
軍
事
力

行
使
の
決
定
権
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
宣
戦
と
軍
隊
を
維
持
す
る
議
会
の
権
限
（
憲
法
一
条
八
節
一
一
―

一
四
項
）
とC

IN
C

と
し
て
戦
争
を
遂
行
さ
せ
る
大
統
領
の
権
限
（
憲
法
二
条
二
節
一
項
）」
と
定
義
さ
れ
る
（
７
）

。
対
外
的
武
力
行
使
の
究
極
的
な
決
定
が
ど

四



こ
に
あ
る
か
が
未
決
着
で
両
者
の
協
働
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
定
義
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
を
広
義
と
し
、
そ
の
エ
ッ

セ
ン
ス
の
み
を
抽
出
し
、
対
外
的
武
力
行
使
の
決
定
権
と
定
義
し
て
、
狭
義
に
と
ら
え
る
。
そ
れ
が
憲
法
の
戦
争
権
限
の
問
題
の
核
で

あ
り
、
戦
争
権
限
が
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
議
会
の
戦
争
権
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
統
領

の
軍
権
の
範
囲
を
よ
り
確
定
的
に
し
よ
う
と
の
試
み
で
も
あ
る
。

戦
争
に
関
す
る
権
限
は
、
州
に
は
属
さ
な
い
連
邦
政
府
の
自
己
完
結
的
な
権
限
で
あ
る
（
憲
法
一
条
八
節
、
四
条
参
照
（
８
）

）。
こ
の
連

邦
の
憲
法
に
戦
争
権
限
を
明
記
し
た
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
憲
法
上
、
議
会
は
軍
事
的
権
限
を
行
使

す
る
た
め
に
必
要
で
適
切
な
権
限
を
有
し
、
大
統
領
はC
IN
C

と
し
て
国
家
の
安
全
を
保
障
す
る
義
務
を
有
す
る
。
連
邦
政
府
は
他

国
の
武
力
攻
撃
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
国
土
と
市
民
を
保
護
し
、
国
家
資
源
を
戦
争
に
動
員
さ
せ
る
権
限
を
有
し
、
そ
れ
は
恐
ろ
し
く
巨
大

で
死
活
的
包
括
的
な
権
限
で
あ
る
（
９
）

。
ダ
グ
ラ
ス
最
高
裁
判
事
は
、「
戦
争
を
遂
行
す
る
権
限
は
戦
争
を
成
功
裏
に
遂
行
さ
せ
る
権
限
で

ヒ

ュ

ー

ズ

あ
る
」
と
のH

u
g
h
es

判
事
の
言
を
引
用
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
の
日
系
人
強
制
収
容
事
件
を
観
察
し
な
が
ら
こ
う
述
べ
て
い
る
（
１０
）

。

「
戦
争
権
限
は
全
面
広
が
り
で
あ
る
（p

erv
a
siv
e

）。
…
人
民
は
平
和
時
の
自
由
の
考
え
方
を
否
定
す
る
よ
う
な
や
り
方
で
厳
重
に
統

制
さ
れ
る
。
財
産
は
通
常
の
基
準
に
よ
っ
て
厳
格
な
や
り
方
で
統
制
さ
れ
規
制
さ
れ
る
。
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
生
命
が
か
か
っ
て
い
る
と

い
う
の
で
、
巨
大
な
制
約
が
認
容
さ
れ
る
。
…
物
語
は
、「
戦
争
権
限
」
は
広
汎
で
全
面
広
が
り
で
あ
り
、
議
会
が
平
和
時
に
は
決
し

て
夢
想
だ
に
も
し
な
か
っ
た
こ
と
を
な
す
権
限
を
議
会
に
与
え
る
競
合
す
る
権
限
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。

９
・
１１
で
見
ら
れ
た
「
戦
争
権
限
」
は
、
対
テ
ロ
戦
争
で
は
議
会
も
大
統
領
も
意
見
の
対
立
が
な
か
っ
た
か
ら
、
誰
が
戦
争
を
始
め

る
か
の
問
題
は
さ
ほ
ど
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
の
「
戦
争
権
限
」
は
大
統
領
の
そ
れ
と
し
て
、
あ
る
い
は
議
会
の
立
法
の
限
界

と
し
て
、
人
権
を
侵
害
す
る
権
限
行
使
が
認
め
ら
れ
る
か
、
大
統
領
権
限
の
拡
大
の
問
題
で
あ
る
。
戦
争
権
限
は
む
し
ろ
こ
う
し
た
局

面
で
多
く
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
日
系
人
強
制
収
容
事
件
の
よ
う
に
、
戦
時
で
の
執
行
権

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）
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限
（
戦
争
権
限
と
い
う
よ
り
こ
う
呼
ぶ
ほ
う
が
適
切
と
考
え
る
）
の
拡
大
が
憲
法
の
関
心
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
権
力

分
立
を
基
調
と
す
る
立
憲
主
義
原
理
は
、
戦
争
の
国
家
的
決
定
に
つ
い
て
議
会
の
関
与
を
明
記
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
憲
法

で
戦
争
権
限
を
明
記
し
て
お
く
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
か
ら
親
離
れ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
立
憲
主
義
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

か
か
る
権
限
が
連
邦
に
属
す
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
制
憲
当
時
は
も
ち
ろ
ん
、
現
在
で
も
限
定
さ
れ
国
際

社
会
の
監
視
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
武
力
行
使
に
訴
え
る
権
利
が
国
際
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
国
家
が
武

力
行
使
を
決
定
で
き
、
そ
し
て
か
か
る
戦
争
が
国
民
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
権
限
の
所
在
や
手
続
は
当
然
憲
法
典

の
関
心
と
な
る
の
で
あ
る
（
１１
）

。

�

戦
争
権
限
の
議
論
の
枠
組
み

１

憲
法
の
条
文
の
構
造
と
問
題
の
所
在

憲
法
は
議
会
に
宣
戦
（d
ecla
re
w
a
r

）（
一
条
八
節
一
一
項
）
の
権
限
を
与
え
、
大
統
領
を
軍
の
最
高
司
令
官
（C

IN
C

）（
二
条
二

節
）
と
し
て
い
る
。
条
文
上
は
、
議
会
に
せ
よ
大
統
領
に
せ
よ
、
単
独
で
戦
争
の
全
て
の
プ
ロ
セ
ス
、
つ
ま
り
戦
争
を
決
定
し
終
戦
ま

で
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
（
１２
）

。
戦
争
は
こ
れ
ら
両
政
治
部
門
の
協
働
で
な
さ
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文

言
や
制
憲
経
緯
か
ら
、
戦
争
開
始
（in

itia
te
w
a
r

）
の
決
定
権
は
大
統
領
で
は
な
く
議
会
に
与
え
、
一
方
で
、
戦
争
の
遂
行
権
（con

-

d
u
ct
w
a
r

）
は
議
会
に
で
は
な
く
大
統
領
に
与
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
他
者
か
ら
統
制
さ
れ
な
い
実
質
的
な
自
律
領

域
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
（
１３
）

。
議
会
の
み
が
宣
戦
を
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
で
き
、
大
統
領
だ
け
がC

IN
C

条
項
に
よ
り
軍
事
命
令
の
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権
限
を
有
す
る
。
こ
れ
は
他
の
国
家
や
組
織
と
の
戦
争
を
開
始
さ
せ
る
権
限
は
含
ま
な
い
か
ら
、
大
統
領
一
人
で
戦
争
を
開
始
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
大
統
領
を
呼
ぶ
な
、
議
会
を
呼
べ
。
議
会
が
国
家
の
戦
争
に
と
り
か
か
る
決
定
を
統
制
す
る
先
占
的
な
権

限
を
割
り
当
て
ら
れ
た
機
関
な
の
だ
（
１４
）

」。
議
会
は
国
家
を
戦
争
に
突
入
さ
せ
る
権
限
（ju

s
a
d
b
ellu
m

）
を
有
し
、
大
統
領
は
戦
争
遂

行
権
（ju

s
in
b
ello

）
を
有
す
る
の
で
あ
る
（
１５
）

。

こ
う
し
た
い
わ
ば
額
面
通
り
の
解
釈
は
、
文
言
と
制
憲
過
程
と
そ
れ
ら
を
素
直
に
踏
ま
え
た
制
憲
初
期
の
慣
行
で
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
。
当
初
、
憲
法
草
案
で
は
「
戦
争
を
お
こ
す
」（m

a
k
e
w
a
r

）
で
あ
っ
た
の
を
、
大
統
領
が
防
衛
的
な
軍
事
行
動
を
と
れ
る
よ
う

に
戦
争
権
限
を
執
行
権
に
留
保
さ
せ
る
べ
く
、「
宣
戦
す
る
」（d

ecla
re
w
a
r

）
と
さ
れ
た
。m

a
k
e
w
a
r

だ
と
議
会
は
戦
争
遂
行
も

に
な
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
執
行
権
の
権
限
で
あ
り
、
こ
れ
に
容
喙
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
議
会
が
戦
争
を
始
め
る

（sta
rt

）
か
否
か
を
決
定
す
る
。
大
統
領
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
遂
行
し
て
い
く
か
（ca

rry
ou
t

）
を
決
定
す
る
（
１６
）

」。

戦
争
権
限
に
関
す
る
初
め
て
の
議
論
は
、
一
七
九
三
年
半
ば
、
英
仏
戦
争
で
Ｇ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
統
領
が
中
立
を
宣
言
し
た
時
で
あ

っ
た
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
大
統
領
の
権
限
だ
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
立
法
府
の
権
限
と
し
た
（
１７
）

。
当
初
は
、
戦
争
権
限
の

憲
法
構
造
解
釈
に
さ
ほ
ど
異
論
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
国
際
情
勢
は
こ
う
し
た
宣
戦
を
し
て
か
ら
開
始
す
る
と
い
う
よ
う
な
戦
争
を

時
代
遅
れ
に
さ
せ
て
い
っ
た
。
一
七
九
八
年
のQ

u
a
si

―w
a
r

は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
（
１８
）

。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
下
で
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
と
の
初
め
て
戦
争
で
あ
る
が
、
議
会
に
よ
る
の
も
含
め
て
宣
戦
布
告
は
な
か
っ
た
（
１９
）

。
戦
争
権
限
が
問
題
と
な
る
も
、
判
例
は
き
れ

い
に
整
理
し
て
い
る
（
２０
）

。
議
会
が
宣
戦
す
る
と
い
う
場
合
の
戦
争
と
は
何
か
で
あ
る
。
憲
法
は
一
八
世
紀
の
国
際
法
を
前
提
と
し
て
、
騎

士
道
的
な
、
い
わ
ば
名
乗
っ
て
か
ら
戦
闘
を
始
め
る
と
い
う
戦
争
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
戦
争
は
す
で
に
見
出
し
難
い
も

の
に
な
っ
て
い
た
。
一
条
八
節
一
一
項
の
戦
争
が
そ
う
し
た
古
典
的
な
意
味
で
あ
る
な
ら
、
多
く
の
国
際
社
会
に
お
け
る
戦
争
は
こ
れ

に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
戦
争
は
憲
法
上
の
用
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
明
確
に
定
義
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
戦
争
を
古
典

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）
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的
な
意
味
で
解
す
る
な
ら
、
そ
れ
以
外
の
武
力
行
使
の
権
限
は
ど
う
な
る
の
か
。
戦
争
権
限
の
憲
法
問
題
の
核
は
、
憲
法
が
戦
争
の
開

始
は
議
会
が
決
定
す
る
と
も
読
め
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
戦
争
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
と
な
る
。

憲
法
の
戦
争
権
限
規
定
の
揺
さ
ぶ
り
は
、
議
会
で
は
な
く
大
統
領
が
中
心
に
な
っ
て
い
っ
た
歴
史
や
運
用
に
あ
る
。
大
統
領
先
行＝

議
会
忍
従
と
い
っ
た
構
図
で
あ
る
。「
大
統
領
は
、
有
効
な
反
対
に
あ
う
こ
と
な
く
繰
り
返
し
行
使
す
る
こ
と
で
、
議
会
が
黙
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
（w

h
ere
C
on
g
ress

is
silen

t

）、
効
果
的
な
挑
戦
を
は
る
か
に
は
ね
の
け
て
、
海
外
に
部
隊
を
派
遣
す
る
自
分
の
権
限

を
確
立
さ
せ
た
が
、
そ
の
権
限
の
憲
法
上
の
根
拠
と
憲
法
上
の
限
界
は
い
ま
だ
に
争
い
が
あ
る
。
こ
う
し
た
権
限
は
ま
ぎ
れ
も
な
く

「
主
権
国
家
」
の
政
府
の
ど
こ
か
に
あ
る
。
合
衆
国
に
あ
っ
て
は
、
憲
法
の
規
定
の
仕
方
は
明
白
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
権
限
が
大
統

領
か
議
会
か
の
ど
ち
ら
か
に
認
め
る
（
あ
る
い
は
否
定
す
る
）
と
い
う
規
定
で
は
な
い
。
大
統
領
権
限
は
よ
り
大
き
な
権
限
の
中
に
見

出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
２１
）

」。

立
法
で
明
確
に
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
現
実
で
は
と
ら
れ
た
。W

P
R

（
戦
争
権
限
法
）
の
制
定
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
は
戦

争
を
定
義
し
た
と
い
う
よ
り
、
議
会
と
大
統
領
の
協
働
を
図
る
手
続
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
る
。
憲
法
で
の
戦
争
の
意
味
が
不
明
瞭

で
あ
る
た
め
、W

P
R

で
は
「
戦
争
」
を
用
い
ず
、「
敵
対
状
態
（h

ostilities

）」
の
語
を
使
っ
て
い
る
。
や
は
り
、
こ
の
敵
対
状
態

と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
状
態
を
指
す
の
か
は
決
着
を
み
な
い
こ
と
と
な
る
。
憲
法
の
戦
争
を
ど
の
よ
う
な
用
語
で
置
き
換
え
て
も
、

そ
の
中
身
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
だ
。W

P
R

で
は
近
時
の
国
際
紛
争
へ
の
対
処
が
不
明
と
な
る
た
め
、
議
会
へ

の
諮
問
を
要
す
る
軍
事
行
動
を
明
確
に
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
（
２２
）

。

こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
戦
争
権
限
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
憲
法
解
釈
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
条
八
節
の
戦
争
は
古

典
的
な
戦
争
に
限
定
さ
れ
ず
、
国
連
憲
章
（U

n
ited

N
a
tion
s
C
h
a
rter

）
下
の
概
念
で
い
う
武
力
行
使
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
軍
隊
を
派
遣
す
る
場
合
の
す
べ
て
を
含
む
の
か
が
問
題
と
な
る
。
宣
戦
は
議
会
の
権
限
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
戦
争
と
は

八



い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
憲
法
上
明
確
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
に
、
こ
の
戦
争
の
中
身
を
め
ぐ
っ
て
議
会
の
戦
争
権
限
の

限
界
、
あ
る
い
は
大
統
領
の
自
由
な
決
定
の
範
囲
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
条
八
節
一
一
項
のd

ecla
re
w
a
r

のw
a
r

の
意
味
を
限
定
的
に
と
ら
え
、
そ
れ
以
外
の
武
力
行
使
に
つ
い
て
は
憲
法
に
規
定
は
な

い
と
す
る
解
釈
と
、
戦
争
は
す
べ
て
の
武
力
行
使
を
含
む
と
解
し
て
、
議
会
の
同
意
が
奇
襲
対
処
を
除
い
て
必
要
で
あ
る
、
あ
る
い
は

大
統
領
は
海
外
派
兵
で
き
な
い
と
の
解
釈
に
分
か
れ
る
。
後
者
は
議
会
優
位
型
（P

roC
on

）
に
結
び
つ
き
、
前
者
は
執
行
権
優
位
型

（P
roE
x
e

）
に
結
び
つ
く
。
実
際
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
よ
う
な
戦
争
で
は
な
く
、
国
連
やN

A
T
O

な
ど
で
の
集
団
的
な
安
全
保

障
の
た
め
に
米
軍
を
使
用
す
る
こ
と
が
憲
法
の
「
戦
争
」
に
該
当
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。「
大
統
領
は
「
小
さ
い
戦
争
（little

w
a
rs

）」
―
リ
ビ
ア
爆
撃
や
グ
レ
ナ
ダ
や
パ
ナ
マ
の
侵
攻
、
ハ
イ
チ
の
無
血
の
侵
攻
の
よ
う
な
、
小
さ
な
軍
事
介
入
や
迅
速
な
攻
撃
―

を
、
あ
ら
か
じ
め
議
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
な
く
実
行
す
る
こ
と
が
憲
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
か
」
で
あ
る
（
２３
）

。

一
六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
前
半
ま
で
、
正
式
の
完
全
な
（solem

n
ly
p
erfect

）
大
き
な
（b

ig

）
戦
争
は
正
式
の
宣
戦
に
よ
っ
て
始

め
ら
れ
た
一
方
で
、
正
式
で
な
い
不
完
全
な
小
さ
な
戦
争
、
今
日
で
い
う
武
力
紛
争
（a

rm
ed
con
flict

）
は
、
捕
獲
特
許
状
を
発
す

る
こ
と
で
始
め
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
と
い
う
（
２４
）

。
と
す
れ
ば
、
憲
法
一
条
八
節
一
一
項
の
戦
争
権
限
条
項
は
こ
れ
を
意
識
し
て
捕
獲
特

許
状
ま
で
入
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
す
べ
か
ら
く
戦
争
な
る
も
の
は
議
会
の
了
解
が
な
け
れ
ば
な
し
え
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
の
武
力
行
使
に
議
会
の
事
前
の
授
権
を
憲
法
上
必
要
と
す
る
か
は
、
手
続
の
問
題
で
も
あ
る
。
で
は
誰
が
戦
争
を
始
め
る

の
か
。
軍
隊
を
動
か
す
軍
権
は
大
統
領
（
執
行
権
）
に
あ
る
。
宣
戦
権
は
議
会
に
あ
る
か
ら
、
議
会
が
戦
争
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る

（
イ
ニ
シ
エ
ー
ト
）。
で
は
大
統
領
に
イ
ニ
シ
エ
ー
ト
の
権
限
は
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
軍
権
（
軍
隊
の
指
揮
監
督
権
）
を
も
っ
て
い
る

か
ら
武
力
行
使
が
で
き
る
と
の
解
釈
は
あ
り
う
る
。
大
統
領
が
武
力
行
使
を
イ
ニ
シ
エ
ー
ト
す
る
こ
と
に
議
会
は
反
対
で
き
る
の
か
。

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）
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憲
法
上
は
、
大
統
領
が
単
独
で
武
力
行
使
で
き
る
と
し
て
も
、
議
会
が
そ
の
遂
行
に
必
要
な
予
算
や
立
法
を
つ
け
な
け
れ
ば
現
実
に
は

で
き
な
く
な
る
。
議
会
固
有
の
財
政
や
立
法
の
権
限
は
大
統
領
の
軍
権
に
拒
否
権
的
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
、
究
極
的
に
は
議

会
が
優
越
す
る
と
い
え
よ
う
。
奇
襲
ま
で
含
ま
れ
る
か
は
不
明
だ
が
、
長
期
に
至
ら
ず
過
激
な
戦
闘
に
な
ら
な
い
武
力
行
使
に
も
事
前

に
議
会
の
授
権
が
必
要
な
の
か
は
、
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

P
roE
x
e

は
一
切
の
武
力
行
使
は
大
統
領
の
判
断
で
な
し
う
る
と
す
る
。
し
か
し
、P

roE
x
e

も
議
会
固
有
の
こ
の
拒
否
権
的
機
能

は
認
め
て
い
る
か
ら
、
長
期
の
戦
争
は
大
統
領
の
判
断
の
み
で
は
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、P

roE
x
e

は
議
会

の
戦
争
権
限
を
一
切
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
憲
法
上
の
歳
出
権
（p

ow
er
of
th
e
p
u
rse

）
を
重
視
し
て
、
議
会
は
執
行
権

の
戦
争
志
向
に
歯
止
め
を
か
け
る
強
力
な
権
限
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
戦
争
権
限
は
、
こ
う
し
た
小
さ
な
戦
争
に

ま
で
議
会
の
授
権
を
必
要
と
す
る
の
が
憲
法
の
趣
旨
な
の
か
を
問
題
と
す
る
。

現
実
に
は
、
武
力
行
使
に
は
大
統
領
が
先
行
し
、
こ
れ
を
議
会
が
事
後
的
に
吟
味
し
、
支
援
も
し
く
は
拒
否
ま
た
は
忍
従
を
示
す
パ

タ
ー
ン
に
な
る
。P

roC
on

かP
roE
x
e

か
の
憲
法
解
釈
は
学
問
的
に
は
意
義
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
ど
ち
ら
の
顔
も

立
つ
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
小
さ
い
戦
争
と
は
な
に
か
、
誰
が
そ
う
判
断
す
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
小
さ
い
戦
争
は
大
統
領
先
行
と
割
り
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
危
険
と
も
い
え
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
や
は
り
小
さ
い
戦

争
で
も
議
会
の
授
権
が
必
要
と
す
る
か
が
法
的
に
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。W

P
R

が
制
定
さ
れ
る
も
立
法
は
こ
の
点
は
不

明
の
ま
ま
で
、
さ
ら
な
る
立
法
が
な
い
以
上
、
憲
法
が
い
か
な
る
考
え
で
あ
る
の
か
を
明
確
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〇



２
P
roC
on

とP
roE
xe

（
１
）
概
観

か
く
し
て
決
定
的
で
は
な
い
憲
法
の
規
定
ぶ
り
か
ら
（
２５
）

、
誰
が
戦
争
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
憲
法
一
条
八
節
一

一
項
の
戦
争
権
限
条
項
を
広
く
読
む
か
狭
く
読
む
か
の
対
立
が
生
じ
る
。
読
む
対
象
は
「
戦
争
」
概
念
で
あ
る
。
広
く
読
む
の
は
、
宣

戦
の
対
象
を
す
べ
て
の
戦
争
（
武
力
行
使
）
と
し
て
、
軍
隊
の
派
遣
は
議
会
の
事
前
の
承
認
を
要
す
る
と
の
解
釈
に
た
つ
（P

roC
on

）。

イ
リ
ィ

首
唱
者
はE

ly

で
あ
り
、「
す
べ
て
の
戦
争
は
、
大
き
い
も
小
さ
い
も
、
多
く
の
言
葉
で
宣
言
さ
れ
よ
う
が
さ
れ
ま
い
が
、
立
法
的
に

授
権
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
定
言
さ
れ
る
（
２６
）

。
狭
く
読
む
者
は
、
戦
争
条
項
は
宣
戦
の
規
定
で
あ
り
、
す
べ
て
の
戦
闘
が
宣
戦
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
ら
、
広
く
安
全
保
障
の
見
地
か
ら
軍
隊
を
対
外
的
に
派
遣
す
る
こ
と
は
大
統
領
の
権
能
と
し
て

C
IN
C

条
項
で
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
（P

roE
x
e

）。

法
学
辞
典
で
は
、
戦
争
は
「
国
家
、
州
、
あ
る
い
は
支
配
者
間
で
な
さ
れ
る
軍
事
力
に
よ
る
敵
対
紛
争
で
、
し
ば
し
ば
同
じ
国
家
あ

る
い
は
州
内
で
の
当
事
者
に
よ
る
場
合
も
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
る
（
２７
）

。
戦
争
に
は
六
種
類
あ
る
と
さ
れ
る
。civ

il
w
a
r

（
市
民
戦
争
）
と

は
同
じ
国
の
人
々
の
間
で
の
内
的
紛
争
を
さ
す
。im

p
erfect

w
a
r

（
不
完
全
戦
争
）
と
は
時
と
人
と
場
所
が
限
定
さ
れ
た
戦
争
で
あ

り
、m

ix
ed
w
a
r

（
混
合
戦
争
）
と
は
国
家
と
私
人
と
の
間
の
戦
争
で
あ
り
、p

erfect
w
a
r

（
完
全
戦
争
）
と
は
他
国
に
対
し
て
国

家
全
体
が
巻
き
込
ま
れ
る
戦
争
で
あ
る
。p

riv
a
te
w
a
r

（
私
戦
）
と
は
私
人
間
の
戦
争
で
あ
り
、p

u
b
lic
w
a
r

（
公
戦
）
と
は
二
国

間
で
そ
れ
ぞ
れ
の
正
当
な
政
府
の
権
限
の
下
に
な
さ
れ
る
戦
争
で
あ
る
。solem

n
w
a
r

（
正
式
戦
争
）
は
あ
る
国
が
他
国
に
対
し
て

正
式
に
公
的
に
宣
戦
を
し
て
な
さ
れ
る
戦
争
と
定
義
さ
れ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
は
そ
れ
が
戦
争
権
限
条
項
の
戦
争
に
該
当
し
宣
戦
を

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）
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必
要
と
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
、
司
法
判
断
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
も
あ
る
（
２８
）

。

戦
争
権
限
条
項
が
議
会
の
権
限
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
権
力
分
立
の
規
定
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
宣
戦
は
議
会
固
有
の

権
限
と
解
さ
れ
る
。P

roC
on

で
あ
っ
て
も
、
米
国
あ
る
い
は
米
国
民
に
対
す
る
奇
襲
対
処
は
大
統
領
（
執
行
権
）
が
先
占
す
る
と
の

解
釈
に
は
ほ
ぼ
争
い
は
な
い
。
す
べ
て
の
戦
争
あ
る
い
は
国
連
憲
章
の
用
語
で
の
武
力
の
行
使
に
は
宣
戦
が
必
要
な
の
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
し
、
国
際
法
上
宣
戦
が
な
け
れ
ば
戦
争
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
ア
メ
リ
カ
（
に
限
ら
な
い
が
）

は
宣
戦
な
く
し
て
対
外
的
に
武
力
行
使
を
行
な
っ
て
き
て
い
る
。
と
す
る
と
、
戦
争
は
議
会
の
宣
戦
が
な
く
て
も
可
能
と
な
り
、
で
は

そ
れ
は
誰
が
イ
ニ
シ
エ
ー
ト
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
憲
法
は
そ
こ
ま
で
明
確
に
は
規
定
し
て
お
ら
ず
、
想
定
も
し
て
な
い

よ
う
だ
。C

IN
C

あ
る
い
は
執
行
権
の
長
（C
E
X
E

）
と
し
て
大
統
領
に
あ
る
と
み
る
の
か
（P

roE
x
e

）、
戦
争
権
限
は
す
べ
て
の
戦

争
を
対
象
と
し
て
い
る
と
し
て
議
会
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
、
あ
る
い
は
憲
法
は
議
会
の
み
に
戦
争
を
イ
ニ
シ
エ
ー
ト
で
き
る
権
限
を

与
え
て
い
る
と
読
む
の
か
（P

roC
on

）、
の
対
立
と
な
る
。
誰
が
ア
メ
リ
カ
軍
を
敵
対
状
態
に
派
兵
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
れ
が

武
力
行
使
決
定
の
権
限
す
な
わ
ち
戦
争
権
限
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
両
極
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
含
め
て
こ
の
解
釈
に
は
大
き
く
五

つ
の
考
え
方
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
（
２９
）

。

（
２
）P

roC
on

第
一
は
、
大
統
領
は
緊
急
事
態
の
み
自
分
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
だ
け
で
軍
隊
を
派
兵
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
は
事
前
に
議
会
の

授
権
を
必
要
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
す
べ
て
の
対
外
的
武
力
行
使
に
は
議
会
の
事
前
の
授
権
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る

ヘ

ン

キ

ン

（E
ly
,
F
ish
er,
L
ob
el

（
３０
）

）。
こ
の
立
場
のH

en
k
in

は
、
戦
争
権
限
が
国
内
の
立
法
権
限
の
源
泉
で
あ
る
と
し
、「
戦
争
を
宣
言
し
遂
行

す
る
（w

a
g
e

）
権
限
は
、
戦
争
に
移
行
す
る
、
あ
る
い
は
防
ぐ
よ
う
に
行
動
し
、
ま
た
戦
争
に
備
え
る
権
限
を
含
む
。
し
た
が
っ
て
、

一
二



平
和
時
に
精
巧
な
国
防
計
画
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
―
単
に
巨
大
な
支
出
だ
け
で
な
く
詳
細
な
規
制
計
画
―
も
含
み
、
た
と
え
ば
、
強
制

的
な
軍
役
務
、
原
子
力
関
連
行
為
の
統
制
、
何
百
万
も
の
連
邦
政
府
職
員
や
政
府
契
約
者
に
影
響
を
与
え
る
包
括
的
な
安
全
保
障
計
画

も
含
ま
れ
る
」。
さ
ら
に
戦
後
処
理
も
含
む
（
３１
）

。「
戦
争
と
講
和
に
関
す
る
議
会
権
限
は
全
権
的
（p

len
a
ry

）
で
あ
る
」
と
す
る
（
３２
）

。

ロ
ベ
ー
ル

L
ob
el

は
、
一
九
九
四
年
の
ハ
イ
チ
軍
事
介
入
で
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
敵
対
状
態
は
な
い
か
ら
武
力
行
使
で
は
な
い
と
し
て
、W

P
R

に
の
っ
と
ら
ず
一
方
的
に
派
兵
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
か
か
るP
roE
x
e

の
憲
法
解
釈
が
そ
う
し
た
状
態
は
憲
法
一
条
八
節
で
用
い
ら

れ
た
「
戦
争
」
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
か
ら
、
大
統
領
は
一
方
的
に
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
や
領
土
あ
る
い
は
市
民
の
保
護
の
た
め
に

は
使
用
さ
れ
な
い
非
防
衛
的
な
軍
事
力
の
行
使
が
授
権
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
を
次
の
三
点
か
ら
批
判
す
る
（
３３
）

。

第
一
に
、
憲
法
は
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
短
期
小
規
模
の
敵
対
状
態
を
議
会
の
同
意
な
し
に
大
統
領
に
認
め
た
の
か
。P

roC
on

の
立

場
は
一
一
項
後
段
の
「
捕
獲
特
許
状
の
発
行
」
権
限
を
重
視
す
る
（
３４
）

。
な
る
ほ
ど
捕
獲
特
許
状
は
私
人
に
対
し
て
船
の
武
装
を
許
可
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
し
（
３５
）

、
今
日
で
は
時
代
遅
れ
の
（ob

solete

）
感
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
不
完
全
な
戦
争
（im

p
erfect

w
a
r

）
と
か
制

限
さ
れ
た
戦
争
を
公
認
す
る
の
で
あ
る
。
一
定
の
戦
争
は
捕
獲
特
許
状
で
な
さ
れ
た
し
、「
捕
獲
特
許
状
発
給
の
特
権
は
戦
争
を
な
す

こ
と
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
。
こ
れ
が
実
際
に
は
唯
一
の
不
完
全
な
敵
対
状
態
で
あ
る
か
ら
だ
」（
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
）
と
さ
れ
た
。
ス

ト
ー
リ
ー
（J

osep
h
S
tory

）
も
、
こ
の
条
項
で
明
示
さ
れ
た
権
限
は
「
全
く
不
必
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ず
、
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は

戦
争
に
訴
え
る
必
要
を
防
ぐ
た
め
、
し
ば
し
ば
平
和
的
な
手
段
で
あ
っ
た
か
ら
だ
」
と
し
て
い
る
（
３６
）

。

エ
ル
ブ
リ
ッ
ジ
・

も
と
も
と
こ
の
捕
獲
特
許
状
条
項
は
な
か
っ
た
。
制
憲
会
議
でm

a
k
e
w
a
r

をd
ecla
re
w
a
r

に
入
れ
替
え
た
と
同
時
に
、Elb

rid
g
e

ゲ

リ

ー

G
erry

（V
irg
in
ia

代
表
）
が
挿
入
を
提
唱
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
か
ら
も
宣
戦
と
は
別
の
武
力
行
使
の
形
態
を
想
定
し

て
、
こ
れ
を
議
会
の
権
限
と
し
た
と
さ
れ
る
。
初
期
の
運
用
も
こ
れ
を
前
提
と
し
た
し
、
こ
の
条
項
は
「
宣
戦
さ
れ
た
戦
争
で
な
い
他

国
に
対
す
る
す
べ
て
の
武
力
行
使
や
復
仇
を
カ
バ
ー
す
る
の
を
意
図
し
た
も
の
で
、
…
少
な
く
と
も
、
他
国
に
対
し
て
イ
ニ
シ
エ
ー
ト

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）
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さ
れ
た
戦
争
行
為
す
べ
て
を
宣
戦
条
項
に
含
ま
せ
る
広
い
解
釈
を
さ
さ
え
る
の
で
あ
る
」。

第
二
に
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
歴
史
は
こ
れ
を
覆
し
た
か
。
大
統
領
が
こ
れ
ま
で
議
会
の
同
意
な
く
武
力
を
行
使
し
て
き
た
の
は
明

ら
か
だ
。
問
題
は
こ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
か
で
あ
る
。P

roC
on

は
、
そ
れ
ら
は
違
憲
で
あ
り
簒
奪
（u

su
rp
a
tion

）
で
あ
る
と
一
蹴

す
る
。P

roE
x
e

は
、
こ
う
し
た
歴
史
を
重
視
し
そ
の
根
拠
と
す
る
。「
歴
史
は
大
統
領
が
戦
争
を
な
す
こ
と
の
慣
行
を
正
当
化
す
る
（
３７
）

」。

モ

ナ

ハ

ン

P
roE
x
e

のM
on
a
g
h
a
n

に
あ
っ
て
は
、
長
期
の
蓄
積
さ
れ
た
大
統
領
の
戦
争
権
限
の
慣
行
は
政
府
の
構
造
に
深
く
し
み
つ
い
て
い
る

の
で
、
憲
法
論
と
し
て
決
定
的
な
も
の
と
し
て
扱
う
べ
き
だ
と
す
る
（
３８
）

。

第
三
に
、
で
は
議
会
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
の
解
釈
は
時
代
遅
れ
と
な
っ
た
の
か
。
一
条
の
戦
争
権
限
条
項
は
重
要
な
目
的
や
価

値
を
体
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
外
交
は
一
人
の
人
間
の
で
は
な
く
独
立
し
た
国
家
意
思
へ
の
昇
華
で
あ
り
、
民
主
主
義
的
決
定
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
で
は
大
統
領
の
冒
険
主
義
で
こ
う
し
た
こ
と
が
歪
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
制
憲
者
は
執

行
権
の
冒
険
主
義
に
よ
る
専
制
的
あ
る
い
は
帝
王
的
な
戦
争
を
防
ご
う
と
し
た
し
、
こ
う
し
た
視
点
は
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
。

か
く
し
てP

roC
on

は
、
奇
襲
を
除
い
て
す
べ
て
の
武
力
行
使
は
議
会
の
授
権
が
必
要
と
の
憲
法
解
釈
を
と
る
。E

ly

は
や
や
広
く

解
し
て
、
議
会
の
事
前
の
授
権
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
も
例
外
と
な
る
と
し
、
彼
の
提
案
す
る
戦
闘
授
権
法
案
（P

rop
osed

C
om
b
a
t
A
u
th
oriza

tion
A
ct

）
で
は
、
事
前
の
議
会
承
認
を
原
則
と
し
た
上
で
、「
安
全
保
障
へ
の
明
ら
か
な
脅
威
が
極
め
て
急
激

に
展
開
し
て
そ
う
し
た
授
権
を
議
会
が
先
行
し
て
考
え
る
の
を
排
除
で
き
る
、
も
し
く
は
イ
ニ
シ
エ
ー
ト
（
戦
争
開
始
）
に
先
ん
じ
て

そ
う
し
た
脅
威
に
秘
密
裏
に
対
応
さ
せ
る
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
を
維
持
す
る
の
が
、
そ
の
軍
事
的
効
率
性
に
明
ら
か
に
不
可
欠
で
あ
る

場
合
」
は
除
く
と
し
て
い
る
（
３９
）

。

一
四



（
３
）P

roE
xe

タ

ー

ナ

ー

第
二
は
、
い
か
な
る
場
合
で
も
大
統
領
は
米
軍
を
使
用
す
る
一
方
的
な
権
限
を
有
し
て
い
る
と
の
立
場
（R

ob
ert
T
u
rn
er,
J
oh
n

ユ

ー

Y
oo

）
で
（
４０
）

、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
時
の
ア
メ
リ
カ
国
務
省
に
よ
る
政
府
公
式
見
解
で
も
あ
る
。「
憲
法
は
特
定
の
武
力
攻
撃
情
況
が
か
く
も

喫
緊
で
合
衆
国
の
安
全
保
障
に
脅
威
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
、
大
統
領
に
自
ら
が
議
会
に
諮
問
す
る
こ
と
な
く
公
式
に
行
動
で
き
る

か
を
判
断
す
る
権
限
を
委
ね
て
い
る
」。

ボ
ー
ク

大
統
領
先
行
型
の
歴
史
や
慣
行
を
重
視
す
る
。B

ork

は
、
大
統
領
の
外
交
専
権
は
憲
法
の
構
造
と
歴
史
的
変
遷
の
合
体
し
た
産
物

で
あ
り
、
議
会
は
多
く
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
合
議
体
で
、
軍
隊
使
用
の
迅
速
か
つ
柔
軟
な
行
動
に
は
不
適
で
あ
る
。
歴
史
の
変
化
で

国
家
の
安
全
保
障
が
喫
緊
と
な
り
、
そ
の
必
要
性
か
ら
執
行
権
が
議
会
の
同
意
な
く
軍
隊
を
海
外
に
派
遣
で
き
る
の
で
あ
り
、「
大
統

領
に
そ
の
権
限
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
現
代
に
あ
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
な
ん
ぴ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
る
」
と
す
る
（
４１
）

。

大
統
領
は
、
立
憲
主
義
の
実
現
と
擁
護
の
権
化
、
そ
し
て
国
民
統
合
の
要
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
考
え
る
の
は
法
的
で
は
な
い

が
、
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
多
元
的
社
会
た
る
ア
メ
リ
カ
の
靭
帯
は
共
有
さ
れ
る
信
条
で
あ
り
、
そ
れ
が
正
義
と
認
識
さ
れ
、
公

的
判
断
の
究
極
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
。
こ
れ
は
目
に
見
え
な
い
も
の
で
、
ト
ク
ビ
ル
以
来
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
市
民
宗
教
と
い
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
の
が
大
統
領
で
あ
る
。
こ
の
大
統
領
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
鼓
舞
し
、
国
家
の
安

全
を
基
軸
に
据
え
、
ま
さ
に
「
市
民
的
信
仰
を
つ
か
さ
ど
る
大
司
祭
と
し
て
、
国
を
肯
定
し
祝
福
す
べ
く
人
々
に
働
き
か
け
、
同
時
に

国
民
文
化
を
賛
美
し
て
、
国
民
と
い
う
羊
の
群
れ
を
な
だ
め
る
」「
祭
司
型
」
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
批
判
的
で
、「
国
の
行
動
を
全

能
な
る
神
の
意
志
に
適
う
よ
う
に
し
よ
う
と
努
め
…
国
の
政
治
的
な
罪
を
悔
い
改
め
る
べ
く
国
民
に
呼
び
か
け
る
」「
予
言
者
型
」
が

あ
る
（
４２
）

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
統
領
は
憲
法
を
は
じ
め
と
す
る
法
的
な
権
威
と
は
別
に
、
こ
う
し
た
精
神
的
あ
る
い
は
社
会
的
権
威
を
有

し
、
そ
れ
が
ま
た
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
文
化
で
も
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
憲
法
で
曖
昧
な
部
分
あ
る
い
は
不
文
律

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）

一
五
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は
こ
う
し
た
い
わ
ば
モ
ー
レ
ス
（m

ores

）
で
判
断
す
る
手
法
は
、
こ
の
立
場
と
は
無
縁
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
４
）
折
衷
型
あ
る
い
はP

roC
on

の
分
派

第
三
は
、
議
会
は
自
ら
が
望
め
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
軍
隊
を
使
用
す
る
大
統
領
の
権
限
を
明
文
で
制
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

デ
リ
ン
ジ
ャ
ー

る
考
え
方
で
あ
る
（W

a
lter
D
ellig
er （４３

））。
デ
リ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
一
九
九
四
年
ハ
イ
チ
へ
の
平
和
維
持
、
人
道
支
援
の
た
め
の
米
軍
の

派
兵
に
つ
い
て
、
事
前
の
議
会
の
同
意
が
必
要
だ
と
す
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
批
判
し
て
、「
用
兵
の
期
間
、
性
格
、
範
囲
と
、
正
統
な

政
府
の
同
意
が
与
え
ら
れ
る
と
、
大
統
領
は
こ
の
用
兵
は
（
憲
法
の
戦
争
権
限
）
条
項
の
意
味
で
の
戦
争
を
構
成
し
な
い
と
判
断
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
（
４４
）

。
戦
争
権
限
条
項
（
一
条
八
節
一
一
項
）
は
、
必
要
適
切
条
項
（
同
一
八
項
）
や
予
算
権
限
条
項
と
と
も
に
、

そ
う
し
た
軍
事
力
行
使
に
関
わ
る
立
法
を
制
定
す
る
広
範
な
権
限
を
議
会
に
与
え
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
ハ
イ
チ
で
の
計
画
さ

れ
た
作
戦
を
議
会
は
禁
じ
た
と
論
じ
る
者
は
い
な
か
っ
た
（
４５
）

。
議
会
と
大
統
領
の
権
限
の
憲
法
解
釈
は
、W

P
R

に
あ
っ
て
、
憲
法
の
戦

争
権
限
条
項
に
み
ら
れ
な
い
何
ら
か
の
「
敵
対
状
態
」
の
発
意
で
議
会
が
承
認
す
る
要
件
を
あ
れ
こ
れ
す
る
よ
り
も
、
憲
法
が
規
定
す

る
要
件
、
つ
ま
り
戦
争
の
意
味
を
同
定
さ
せ
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
、
実
務
で
は
戦
争
権
限
条
項
が
大
統
領
の
発
意
を

否
定
す
る
よ
う
に
機
能
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
す
る
（
４６
）

。
議
会
は
望
め
ば
、
大
統
領
の
戦
争
権
限
を
制
約
で
き
る
の
で
あ
り
、
逆
に
議

会
が
こ
れ
を
授
権
す
れ
ば
大
統
領
の
戦
争
権
限
は
十
全
な
も
の
と
な
る
。
両
者
の
権
限
の
曖
昧
な
と
こ
ろ
は
議
会
の
制
定
法
が
優
先
す

る
と
し
たY
ou
n
g
stow

n

判
決
の
定
式
を
踏
む
も
の
で
（
４７
）

、P
roC
on

で
もP

roE
x
e

で
も
な
く
、
両
者
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

第
四
は
、
最
も
歴
史
に
根
ざ
し
た
考
え
方
で
、
こ
れ
ま
で
の
長
期
の
運
用
や
実
務
が
、
実
質
的
な
軍
事
力
で
あ
る
敵
に
対
抗
す
る
集

団
と
し
て
の
軍
事
力
の
使
用
に
は
議
会
の
授
権
を
必
要
と
す
る
要
件
と
、
ア
メ
リ
カ
の
利
害
を
守
る
た
め
に
小
規
模
な
急
襲
作
戦

（strik
e
op
era
tion

）
に
係
ら
し
め
る
大
統
領
の
一
方
的
な
権
限
の
両
方
を
認
め
る
（
４８
）

。
大
統
領
は
防
衛
的
、
人
道
的
、
平
和
維
持
目
的

一
六



の
た
め
の
軍
隊
派
遣
を
イ
ニ
シ
エ
ー
ト
で
き
る
が
、
憲
政
史
で
は
議
会
の
規
制
に
服
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
。

第
五
は
、
全
面
的
な
大
統
領
の
裁
量
的
行
為
に
憲
法
の
枠
組
み
は
あ
ま
り
働
く
も
の
で
は
な
い
と
し
、
外
交
上
の
目
的
か
ら
平
時
に

軍
隊
を
使
用
す
る
の
は
歴
史
的
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
在
外
ア
メ
リ
カ
人
の
生
命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
き
の
救
出
作
戦

（rescu
e
op
era
tion

）
も
、
大
統
領
に
決
定
権
を
認
め
る
一
方
で
、
そ
う
で
な
い
急
襲
作
戦
に
は
別
に
議
会
の
授
権
が
な
い
限
り
大
統

領
の
一
方
権
限
を
認
め
な
い
（S

trom
seth （４９

）
）。
救
難
目
的
で
な
い
急
襲
作
戦
に
か
か
ら
せ
る
こ
と
は
授
権
さ
れ
な
い
と
す
る
。

あ
え
て
折
衷
型
と
整
理
し
て
み
た
が
、
ど
ち
ら
に
重
き
を
置
い
て
い
る
か
は
い
ず
れ
の
議
論
で
も
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で

は
折
衷
型
と
整
理
す
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。P
roC
on

もP
roE
x
e

も
、
根
本
的
な
分
岐
点
は
制
憲
意
思
で
あ
り
、
文
言
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
背
景
に
あ
る
思
想
や
条
文
に
込
め
ら
れ
た
意
図
を
ど
う
解
す
る
か
で
分
か
れ
る
。
そ
の
後
の
歴
史
や
運
用
は

P
roE
x
e

よ
り
に
展
開
す
る
も
、
憲
法
運
用
史
を
規
範
的
に
ど
う
評
価
す
る
か
は
憲
法
解
釈
論
の
立
場
も
か
ら
ん
で
く
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
折
衷
説
は
そ
れ
ぞ
れ
の
制
憲
意
思
の
解
釈
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
歴
史
、
と
り
わ
け
国
際
関
係
や
情
勢
、
戦
争
の
意
義

な
ど
を
勘
案
し
て
、
軟
化
し
た
合
理
的
解
釈
を
模
索
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
５
）
機
能
的
視
点

P
roC
on

とP
roE
x
e

の
立
場
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
親
縁
関
係
に
た
つ
考
え
方
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も

決
定
的
な
憲
法
解
釈
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
戦
争
権
限
は
憲
法
学
で
は
相
当
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
チ
ェ
ム
リ
ン
ス
キ
ー
は
、

「
憲
法
は
宣
戦
と
戦
争
遂
行
の
統
制
に
つ
い
て
争
い
の
種
（in

v
ita
tion

to
a
stru
g
g
le

）
に
な
っ
て
い
る
」
と
し
、
裁
判
所
が
こ
の
問

題
を
政
治
的
問
題
と
し
て
判
断
し
て
い
な
い
こ
と
も
拍
車
を
か
け
て
い
る
と
す
る
（
５０
）

。

機
能
的
観
点
か
ら
は
武
力
行
使
の
効
率
性
や
実
効
性
が
重
視
さ
れ
、P

roE
x
e

が
志
向
さ
れ
よ
う
。
軍
の
展
開
に
は
即
応
性
が
要
求

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）

一
七
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さ
れ
、
そ
う
し
た
局
面
は
い
わ
ば
緊
急
事
態
で
あ
る
か
ら
、
い
ち
い
ち
議
会
の
同
意
を
得
た
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
遅
き

に
失
し
て
し
ま
い
、
安
全
保
障
と
い
う
重
大
な
立
憲
主
義
的
利
益
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
５１
）

。
議
会
は
討
議
を
す
る
機
関
で
、
合
議

に
よ
り
意
思
を
決
定
す
る
か
ら
、
時
間
は
そ
れ
な
り
に
必
要
と
な
る
。
し
か
も
議
員
の
数
だ
け
考
え
方
が
あ
り
、
軍
事
的
決
定
の
よ
う

に
単
一
的
決
定
を
下
す
の
に
は
む
い
て
い
な
い
。
他
方
、
武
力
行
使
の
正
当
性
や
民
主
的
統
制
の
面
を
重
視
す
れ
ば
、
武
力
行
使
の
決

定
を
慎
重
に
吟
味
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
決
定
に
至
る
経
緯
や
事
実
関
係
、
情
報
な
ど
が
審
査
さ
れ
、
国
益
に
か
な
う
か
ど
う
か
と

い
っ
た
点
を
議
員
が
討
議
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
要
素
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

議
会
と
大
統
領
の
ど
ち
ら
に
戦
争
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
認
め
る
こ
と
が
効
率
的
か
。
こ
の
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
功
罪
を
分
析

す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
（
５２
）

。「
戦
争
と
講
和
の
決
定
を
な
す
と
き
、
い
か
な
る
戦
争
権
限
の
シ
ス
テ
ム
な
ら
合
衆
国
の
実
効
性
（effec-

tiv
en
ess

）
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
か
」（2
3
1
5

）
で
あ
り
、Y

oo

ら
は
敵
対
国
が
民
主
主
義
国
な
ら
事
前
の
立
法
の
授
権
が
重
要
な

表
示
の
機
能
を
果
た
し
う
る
が
、
非
民
主
主
義
国
や
テ
ロ
組
織
な
ら
か
か
る
表
示
機
能
は
薄
く
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
決
定
が
本
質

的
に
政
治
的
判
断
で
あ
る
こ
と
か
ら
裁
判
所
が
果
た
す
役
割
は
な
く
、
議
会
の
授
権
を
求
め
る
か
の
決
定
は
大
統
領
に
属
す
る
こ
と
に

な
る
と
論
じ
る
。

戦
争
着
手
シ
ス
テ
ム
の
機
能
目
的
は
何
か
。P

roC
on

（Y
oo

は
議
会
第
一
（C

on
g
ress-first

）
と
す
る
）
のE

ly

は
、
重
要
な
の

は
戦
争
決
定
か
ら
執
行
権
を
排
除
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
を
持
つ
多
く
の
人
々
の
同
意
を
要
求
す
る
こ
と
で
、
戦

闘
へ
の
道
を
止
め
さ
せ
る
（clog

）
こ
と
」
で
あ
る
と
す
る
（
５３
）

。
し
か
し
、
討
議
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
戦
争
の
選
択
が
良
か
っ
た
の
か

悪
か
っ
た
の
か
を
判
断
で
き
る
実
証
的
な
デ
ー
タ
な
ど
、
そ
の
科
学
的
根
拠
は
な
い
（2

5
1
8

）。
次
に
、
戦
争
を
す
る
憲
法
の
プ
ロ
セ

ス
を
評
価
す
る
三
つ
の
基
準
を
提
示
す
る
。
第
一
が
政
治
的
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
大
統
領
が
他
の
機
関
に
比
べ
て
も
こ
れ

を
満
た
す
機
関
で
あ
る
こ
と
は
争
い
が
な
い
。
議
会
第
一
の
考
え
は
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
・
コ
ス
ト
（a

g
en
cy
cost

）
が
い
か
に
か

一
八



か
る
か
を
認
識
し
て
お
ら
な
い
。
第
二
は
正
確
さ
（a

ccu
ra
cy

）
で
、
こ
れ
は
大
統
領
第
一
（P

resid
en
t-first

）
が
ま
さ
る
。
議
会

は
執
行
権
に
比
べ
て
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
に
疎
く
、
執
行
権
は
議
会
が
利
用
で
き
る
以
上
の
外
交
に
関
す
る
情
報
に
広
範
に
ア
ク

セ
ス
で
き
る
（2

5
2
3

（
５４
）

）。
多
く
の
人
間
が
参
加
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
正
確
な
判
断
に
な
る
と
は
神
話
で
あ
り
、
取
引
コ
ス
ト（tra

n
sa
ction

cost

）
を
無
視
す
る
も
の
だ
と
す
る
。
こ
れ
ら
が
国
内
レ
ベ
ル
で
の
観
察
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
三
は
国
際
レ
ベ
ル
で
、
危
機
取
引
の

従
事
と
「
民
主
主
義
的
平
和
」
へ
の
調
査
で
あ
る
。
一
般
に
、
民
主
主
義
国
な
ら
十
分
な
情
報
と
公
開
性
で
戦
争
へ
の
危
機
を
な
る
だ

け
避
け
よ
う
と
す
る
の
で
、
相
手
が
民
主
主
義
国
な
ら
そ
の
武
力
行
使
へ
の
希
望
を
よ
り
効
果
的
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（2

5
1
9

―3
0

）。
議
会
参
加
は
費
用
の
か
か
る
戦
争
を
避
け
る
一
助
と
な
る
が
、
憲
法
の
ル
ー
ル
と
し
て
は
賢
明
で
は
な
く
、
執
行
権
が
単
一

性
や
迅
速
性
な
ど
か
ら
有
利
で
あ
る
と
す
る
。

こ
う
し
た
機
能
分
析
はP

roC
on

か
ら
は
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
議
会
は
戦
争＝

緊
急
事
態
が
第
一
義
に
要
請
す
る
迅
速
性
（ex

-

p
ed
ien
cy
,
ex
p
ed
itiou

sn
ess

）
に
は
明
ら
か
に
不
適
な
機
関
で
あ
る
。
し
か
し
、
憲
法
は
単
一
の
人
間
が
戦
争
を
決
定
す
る
の
で
は

な
く
、
集
団
的
決
定
（collectiv
e
ju
d
g
m
en
t

）
に
さ
せ
る
こ
と
で
政
治
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
な
く
し
て
戦
争
に
突
入
す
る
の
を
防
ぎ
、

た
と
え
そ
れ
に
コ
ス
ト
が
か
か
っ
て
も
大
統
領
に
議
会
を
説
得
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
と
す
る
（
５５
）

。
そ
れ
が
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と

透
明
性
を
民
主
的
前
提
と
す
る
憲
法
原
理
を
満
足
さ
せ
る
と
し
、
立
法
府
で
の
討
論
と
そ
の
果
実
で
あ
る
授
権
決
議
が
宣
戦
規
定
の
論

理
的
帰
結
で
あ
る
と
す
る
（
５６
）

。

緊
急
事
態
で
は
迅
速
に
対
処
し
立
憲
秩
序
を
防
御
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
軍
権
の
恣
意
的
な
行
使
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

国
内
法
や
国
際
法
に
か
な
う
こ
と
は
勿
論
、
国
益
が
保
護
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。P

roC
on

もP
roE
x
e

も
偏
重
的
と

い
え
な
い
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）

一
九

（
都
法
五
十
一
―

一
）



３

大
統
領
と
議
会
の
協
働

憲
法
は
戦
争
権
限
を
規
定
上
必
ず
し
も
明
確
に
し
て
い
な
い
と
観
察
す
る
な
ら
ば
、
議
会
と
大
統
領
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
偏
す
る
こ

と
な
く
、
分
担
と
協
働
の
原
理
を
持
た
せ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
条
文
で
は
、
議
会
は
宣
戦
を
は
じ
め
軍
の
維
持
編
制
の
権
限
を

持
ち
、
大
統
領
は
軍
隊
を
最
高
の
レ
ベ
ル
で
指
揮
監
督
す
る
。
軍
の
行
動
に
関
し
て
機
能
的
観
点
か
ら
大
統
領
と
議
会
は
そ
れ
ぞ
れ
利

点
と
欠
点
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
に
即
し
た
役
割
が
認
識
さ
れ
る
。
軍
隊
の
使
用
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
議
会
が
関
与
す
る
意
義
は
、
民

主
主
義
的
正
当
性
と
よ
り
包
括
的
な
討
議
で
あ
り
、
大
統
領
の
そ
れ
は
効
率
性
で
あ
る
（
５７
）

。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
額
面
ど
お
り
に
は
い
か

ず
、
制
度
運
営
で
は
両
者
の
駆
け
引
き
が
見
ら
れ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

憲
法
解
釈
は
勢
い
、
戦
争
権
限
条
項
の
立
法
趣
旨
を
め
ぐ
る
対
立
と
な
る
。
こ
の
条
項
も
制
憲
意
思
（orig

in
a
l
m
ea
n
in
g

）
が
土

俵
と
な
る
。P

roC
on

は
、
奇
襲
対
処
の
た
め
の
限
定
さ
れ
た
権
限
を
除
い
て
は
、
大
統
領
は
議
会
の
授
権
な
く
戦
争
の
た
め
の
部
隊

派
遣
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
制
憲
意
思
だ
と
し
て
、
現
代
の
解
釈
も
こ
れ
を
基
と
す
べ
き
と
す
る
（
５８
）

。P
roE
x
e

は
、
宣
戦
は
限
定
さ

れ
た
も
の
で
、
国
際
法
の
目
的
の
た
め
の
戦
争
に
限
定
さ
れ
る
と
読
み
、
な
か
に
は
制
憲
意
思
は
現
代
の
解
釈
に
関
係
な
い
と
説
く
者

も
あ
る
（
５９
）

。

P
roE
x
e

は
、
大
統
領
が
戦
争
を
イ
ニ
シ
エ
ー
ト
し
て
き
た
実
務
の
運
用
実
績
を
重
視
し
、
制
憲
意
思
を
無
関
係
、
あ
る
い
は
重
要

で
な
い
と
と
る
者
も
い
る
（
６０
）

。
大
統
領
が
議
会
の
同
意
な
く
戦
争
を
起
こ
せ
る
こ
と
は
歴
史
が
実
証
し
て
お
り
、
歴
史
そ
の
も
の
が
大
統

エ
マ
ー
ソ
ン

領
が
戦
争
を
始
め
る
実
務
を
正
当
化
し
て
い
る
と
か
（E

m
erson （

６１
））、

二
百
年
余
り
の
長
期
間
に
わ
た
る
大
統
領
に
よ
る
戦
争
遂
行
の

モ

ナ

ハ

ン

実
務
が
し
み
つ
い
て
い
る
と
か
（M

on
a
g
h
a
n

）、
い
う
の
で
あ
る
。

二
〇



ア
メ
リ
カ
が
革
命
に
よ
っ
て
建
国
さ
れ
た
に
し
て
も
、
そ
の
憲
法
は
イ
ギ
リ
ス
憲
法
を
土
台
に
し
て
い
る
。
戦
争
権
限
は
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
憲
法
で
は
国
王
が
一
手
に
引
き
受
け
る
大
権
で
あ
っ
て
、
議
会
の
権
限
は
一
六
六
〇
年
代
に
執
行
権
に
対
す
る
統
制
と
し
て
財

政
権
を
獲
得
す
る
も
、
戦
争
発
意
は
君
主
大
権
の
ま
ま
で
、
憲
法
上
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
（
６２
）

。
ア
メ
リ
カ
は
こ
う
し
た
憲
法
的
決

定
は
行
な
わ
な
か
っ
た
（
６３
）

。
人
民
に
最
も
近
い
議
会
に
戦
争
決
定
の
権
限
を
与
え
た
と
す
るP

roC
on

の
考
え
方
は
説
得
力
を
持
ち
（
６４
）

、
宣

戦
規
定
に
戦
争
の
共
和
的
で
民
主
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
要
求
し
た
と
の
趣
旨
は
読
め
る
（
６５
）

。
し
か
し
、C

IN
C

と
の
関
係
で
具
体
的
に
ど
こ

ま
で
議
会
の
権
限
を
認
め
た
の
か
は
、
文
言
解
釈
を
は
じ
め
、
歴
史
、
と
り
わ
け
制
憲
過
程
を
ど
う
読
み
と
る
か
で
争
い
に
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

憲
法
は
、
軍
の
召
集
や
維
持
は
議
会
の
権
限
と
し
て
お
り
、
憲
法
や
法
律
で
はC

IN
C

と
し
て
の
大
統
領
の
権
限
に
つ
い
て
制
約

を
設
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
規
定
を
ど
の
よ
う
に
駆
使
し
て
も
、
大
統
領
が
自
ら
の
戦
争
権
限
を
国
内
政
策
の
道
具
と
し

て
使
用
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
大
統
領
の
軍
隊
指
揮
権
（
部
隊
運
用
権
）
は
、
国
家
安
全
保
障
の
た
め
外
敵
に
対
し
て
向
け
ら
れ

る
と
き
は
最
高
の
許
容
度
と
な
る
も
の
の
、
国
内
的
に
は
労
使
紛
争
の
よ
う
な
合
法
的
な
経
済
紛
争
で
は
そ
う
し
た
自
由
度
は
認
め
ら

れ
な
い
。
戦
争
権
限
、
つ
ま
り
合
衆
国
の
外
交
や
安
全
保
障
の
た
め
武
力
を
行
使
す
る
権
限
は
、
伝
統
的
に
そ
し
て
今
後
も
、
大
統
領

権
の
強
化
―
議
会
の
忍
従
と
い
う
展
開
が
な
く
な
る
と
は
想
像
し
難
い
（
６６
）

。

プ
ラ
カ
ッ
シ
ュ
は
、
こ
う
し
た
二
元
的
な
理
解
は
憲
法
の
文
言
、
構
造
、
歴
史
か
ら
正
し
く
な
く
、
分
離
し
て
い
る
も
の
と
競
合
し

て
い
る
も
の
が
共
存
し
て
い
る
、
分
離
と
競
合
（sep

a
ra
tion

a
n
d
ov
erla
p

）
で
理
解
す
べ
き
と
す
る
（
６７
）

。
憲
法
は
議
会
に
戦
争
権
限

の
基
礎
的
決
定
を
与
え
た
の
で
あ
り
、
憲
法
は
議
会
が
す
べ
て
の
戦
争
と
軍
事
に
完
全
な
統
制
権
を
有
す
る
と
し
た
と
す
る
。
宣
戦
や

軍
事
司
法
の
創
設
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
権
限
は
、
排
他
的
に
議
会
に
存
す
る
。
憲
法
が
明
確
に
排
他
的
権
限
と
し
て
認
め
て
い
な
い

も
の
は
大
統
領
と
議
会
の
競
合
で
あ
り
、
つ
ま
り
ど
ち
ら
か
が
そ
う
し
た
権
限
を
行
使
で
き
る
。
こ
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
領
域
で

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）

二
一

（
都
法
五
十
一
―

一
）



は
、
た
と
え
ば
大
統
領
令
と
制
定
法
が
競
合
す
る
と
き
は
、
制
定
法
が
優
先
す
る
と
す
る
。
議
会
は
軍
事
行
動
を
命
じ
う
る
有
力
な
機

関
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
排
他
的
な
軍
事
権
限
を
持
た
ず
、
す
べ
て
の
戦
争
や
軍
事
に
つ
い
て
議
会
の
指
令
に
服
す
る
最
高
司
令
官
を
創

設
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
プ
ラ
カ
ッ
シ
ュ
の
権
力
分
立
論
は
、
憲
法
は
排
他
的
な
権
限
を
定
め
た
も
の
と
曖
昧
あ
る
い
は
競
合
と
し

た
も
の
が
あ
る
の
を
前
提
と
す
る
。

憲
法
は
厳
格
な
権
力
分
立
を
と
り
、
そ
の
偉
大
な
創
設
が
大
統
領
制
と
違
憲
審
査
制
と
さ
れ
る
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
権
力
分
立
が
厳

格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
政
治
的
真
理
で
あ
り
、
自
由
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
モ

ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
真
に
何
を
意
味
し
た
の
か
は
、
彼
が
モ
デ
ル
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
国
制
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
事
実
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
明
確
に
権
限
が
分
離
さ
れ
て
は
い
な
い
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
真
に
い
わ
ん
と
し
た
こ
と
は
、「
あ
る
部
門
の
全
権
限

が
他
の
部
門
の
全
権
限
を
所
有
す
る
も
の
と
同
じ
手
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
場
合
に
は
、
自
由
な
る
憲
法
の
基
本
原
理
は
覆
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
以
上
に
出
な
い
の
で
あ
る
」
と
す
る
（
６８
）

。
権
限
の
融
合
が
直
ち
に
厳
格
な
権
力
分
立
に
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ

外
交
権
と
か
戦
争
権
限
が
融
合
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
中
で
議
会
と
大
統
領
の
権
限
配
分
は
あ
ろ
う
し
、
そ
の
部
分
は
他
の

機
関
が
介
入
で
き
な
い
固
有
の
権
限
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
。

現
行
の
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
は
「
宣
戦
は
議
会
が
許
可
す
る
」（
三
五
条
）
と
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
憲
法
制
定
当
時
の
フ
ラ
ン

ス
憲
法
は
「
宣
戦
と
講
和
の
権
利
は
国
民
の
中
に
存
す
る
」
と
し
て
い
た
。
Ｔ
・
ペ
イ
ン
は
そ
の
と
お
り
だ
と
し
て
、
こ
の
権
利
が
費

用
を
支
払
う
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
者
以
外
の
ど
こ
に
存
在
す
る
と
い
う
の
か
と
し
て
、
戦
争
は
「
公
金
の
配
分
と
支
出
に
あ
ず
か
る
す

べ
て
の
者
の
共
同
財
源
」
と
す
る
（
６９
）

。
そ
し
て
戦
争
の
憲
法
的
決
定
に
つ
い
て
三
つ
の
考
え
る
べ
き
要
素
を
提
示
し
て
い
る
。
第
一
に
宣

戦
布
告
の
権
利
で
あ
り
、
第
二
に
戦
争
を
継
続
し
て
い
く
費
用
、
第
三
に
宣
戦
布
告
後
、
戦
争
を
遂
行
し
て
い
く
方
式
で
あ
る
（
７０
）

。

戦
争
権
限
は
両
部
門
の
協
働
と
み
る
者
に
あ
っ
て
も
、P

roC
on

よ
り
かP

roE
x
e

よ
り
か
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
よ
う
だ
。

二
二



ロ

ス

ト

ウ

R
ostow

は
、
大
統
領
の
戦
争
権
限
は
奇
襲
対
処
に
限
定
さ
れ
ず
、
歴
史
的
に
は
限
界
点
は
明
確
で
な
く
、
議
会
と
の
共
有

（sh
a
red

）
で
あ
る
と
す
る
（
７１
）

。
と
い
う
の
も
、
議
会
は
軍
の
維
持
存
続
に
規
則
制
定
権
や
財
政
権
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
を
使
っ
て
軍

の
行
動
を
抑
制
す
る
権
能
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
最
初
に
議
会
の
承
認
を
得
ず
と
も
軍
隊
を
動
か
し
う
る
大
統
領
の
固
有
の

ビ
ッ
ケ
ル

権
限
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。B

ick
el

は
、
議
会
の
権
限
は
こ
れ
以
上
で
あ
る
と
し
、
議
会
は
自
ら
の
判
断
で
自
ら
が
発

意
し
た
戦
争
や
外
交
政
策
に
従
っ
て
部
隊
の
使
用
や
戦
闘
任
務
ま
で
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
大
統
領
は
国
民
を
誘
導
で
き
る
も
、
戦

争
権
限
を
最
終
的
に
行
使
し
戦
争
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
（
７２
）

。
大
統
領
先
行
の
歴
史
的
事
実
は
認
め
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
憲
法
を
変
え
る
こ
と
に
な
ら
ず
、
こ
の
戦
争
権
限
の
憲
法
枠
組
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
（
７３
）

。

戦
争
権
限
の
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
、P

roC
on

とP
roE
x
e

の
二
つ
の
根
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
対
立
が
あ
る
の
を
一
瞥
し
た
。
権
力

分
立
規
定
で
あ
る
戦
争
権
限
に
は
、
宣
戦
は
議
会
の
権
限
で
あ
る
け
れ
ど
も
武
力
行
使
の
決
定
は
協
働
が
企
図
さ
れ
て
い
る
と
の
解
釈

も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
さ
ら
に
憲
法
学
的
に
掘
り
下
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
や
共
通
点

を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
で
、
議
会
の
戦
争
権
限
の
憲
法
上
の
議
論
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

�

戦
争
権
限
の
憲
法
問
題
―
文
言
と
歴
史
・
運
用

１

P
roE
xe

か
ら
み
た
論
点
整
理：

Y
oo

の
議
論

戦
争
権
限
は
、
議
会
の
宣
戦
が
な
く
と
も
大
統
領
の
判
断
で
軍
隊
を
派
遣
し
う
る
と
の
解
釈
（P

roE
x
e

）
と
、
緊
急
事
態
等
一
定

の
限
定
的
な
場
合
を
除
い
て
議
会
が
宣
戦
等
で
授
権
し
な
い
限
り
、
大
統
領
は
軍
権
を
行
使
し
え
な
い
と
す
る
解
釈
（P

roC
on

）
に

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）

二
三

（
都
法
五
十
一
―

一
）



大
き
く
二
分
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
と
さ
れ
る
の
は
、
条
文
、
そ
の
立
法
趣
旨
・
制
憲
過
程
、
そ
し
て
運
用
の
三
局
面
で
あ
る
。

こ
の
三
局
面
で
の
議
論
が
実
証
的
で
説
得
的
か
が
、
憲
法
学
の
議
論
と
な
る
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
的
要
素
を
強
調
す
れ
ばP

roC
on

に
傾
く
し
、
機
能
的
運
用
を
志
向
す
れ
ばP

roE
x
e

に
な
ろ
う
。
こ
の
点
、
自
身
は
頑
な
にP

roE
x
e

に
た
ち
、
民
主
主
義
の
ロ
マ
チ

ユ

ー

シ
ズ
ム
を
排
除
す
べ
く
、
科
学
的
な
議
論
を
提
唱
し
よ
う
と
す
る
の
がY

oo

で
あ
る
（
７４
）

。
そ
こ
で
彼
の
議
論
に
沿
っ
て
こ
れ
ら
三
つ
の

局
面
に
基
づ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
観
察
し
て
み
た
い
。

ヘ

ン

キ

ン

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー

グ

レ

ノ

ン

イ
リ
ィ

コ

ー

彼
はP

roE
x
e

の
立
場
か
ら
、P

roC
on

の
論
者
、H

en
k
in
,
F
ish
er,
G
len
n
on
,
E
ly
,
K
oh

の
流
れ
を
、
実
務
機
能
的
な
配
慮
に

ボ
ー
ク

モ

ナ

ハ

ン

欠
け
て
い
る
と
批
判
す
る
と
と
も
に
、B

ork

やM
on
a
g
h
a
n

と
い
っ
たP

roE
x
e

の
論
者
も
条
文
や
構
造
的
な
議
論
を
怠
っ
て
い
る

と
し
て
（
７５
）

、
自
ら
は
「
敵
対
状
態
を
発
意
し
得
る
権
限
を
大
統
領
に
認
め
る
、
よ
り
柔
軟
な
戦
争
権
限
ア
プ
ロ
ー
チ
の
、
条
文
及
び
構
造

に
基
づ
く
よ
り
完
全
な
理
論
を
提
供
す
る
」（1
6
4
2

）
と
す
る
。

ま
ず
、Y

oo

は
歴
史
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
、
す
な
わ
ち
制
憲
者
の
意
思
と
そ
の
背
景
に
あ
る
思
想
を
重
視
し
、P

roC
on

（
こ
の
論
考

ラ

ム

ゼ

イ

で
はR

a
m
sey

）
は
重
要
な
点
を
見
落
と
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
曲
解
し
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
を
裏
付
け
る
、
連
邦
主
義
者
と
州
権
主

義
者
が
せ
め
ぎ
合
う
制
憲
過
程
（R

a
tifica

tion

）
の
資
料
も
十
分
に
斟
酌
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
（
７６
）

。
争
点
に
な
る
の
は
、
戦
争
権

限
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
実
務
と
こ
れ
を
検
証
す
る
科
学
者
、
ロ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
考
え
方
の
解
釈

で
あ
る
。
制
憲
時
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
と
立
憲
主
義
の
展
開
は
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。P

roC
on

は
、

ア
メ
リ
カ
憲
法
が
イ
ギ
リ
ス
立
憲
主
義
か
ら
の
離
脱
を
は
か
り
、
そ
の
反
省
に
基
づ
い
て
異
な
る
権
力
分
立
シ
ス
テ
ム
を
採
択
し
た
こ

と
を
強
調
す
る
が
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
と
す
る
。

Y
oo

は
、
制
憲
時
イ
ギ
リ
ス
で
実
務
的
に
も
理
論
的
に
も
戦
争
権
限
が
ど
う
扱
わ
れ
て
い
た
か
に
着
目
す
る
。
文
言
主
義
解
釈
は
、

宣
戦
が
制
憲
時
の
一
八
世
紀
に
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
た
か
を
重
視
す
る
（
７７
）

。P
roC
on

は
、
ロ
ッ
ク
や
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
実
務
か

二
四



ら
、
宣
戦
と
は
言
葉
に
よ
っ
て
（b

y
w
ord

）
戦
闘
を
発
す
る
か
、
単
純
に
攻
撃
を
仕
掛
け
る
（b

y
a
ction

）
か
の
、
ど
ち
ら
か
に
よ

っ
て
戦
争
を
始
め
る
こ
と
だ
と
解
さ
れ
た
と
断
定
し
て
い
る
（
７８
）

。
こ
れ
は
誤
り
で
、
先
の
三
哲
の
言
を
適
切
に
読
め
ば
、
ａ
執
行
権
が
敵

対
状
態
（h

ostilities

）
を
始
め
る
権
限
を
有
し
、
そ
れ
は
戦
争
を
お
こ
す
（m

a
k
e

）
と
記
述
し
宣
言
（d

ecla
re

）
で
は
な
い
、
ｂ

立
法
府
は
そ
の
支
出
に
関
す
る
権
限
に
よ
っ
て
執
行
府
の
戦
争
作
成
に
重
要
な
統
制
権
を
有
す
る
、
こ
と
が
共
通
し
て
説
か
れ
て
お
り
、

彼
ら
が
憲
法
に
、
と
り
わ
け
そ
の
権
力
分
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
か
か
る
原
理
は
十
分
に
斟
酌
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
（1

6
5
3

―5
4

）。

か
く
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
の
理
論
と
実
践
と
運
用
の
パ
タ
ー
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
の
起
草
そ
し
て
批
准
に
影
響
を
与
え
る

こ
と
に
な
る
。
起
草
者
は
、
敵
対
状
態
を
発
意
し
行
動
す
る
権
限
を
大
統
領
に
与
え
るC

IN
C

とC
E
X
E

で
、
大
統
領
の
権
限
を
理

解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
宣
戦
規
定
は
大
統
領
権
限
の
重
要
な
制
約
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
歴
史
的
に
は
立
法
府
が
執
行
府
に
対

す
る
最
も
効
果
的
な
統
制
と
し
て
の
財
政
に
関
す
る
議
会
権
限
を
重
視
し
た
と
す
る
。
こ
れ
が
憲
法
の
起
草
そ
し
て
批
准
過
程
に
も
反

映
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
す
る
。
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
は
、
議
会
の
宣
戦
権
を
大
統
領
へ
の
チ
ェ
ッ
ク
と
み
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
大

統
領
が
戦
争
を
し
か
け
る
こ
と
に
は
財
政
に
関
す
る
議
会
統
制
を
確
立
さ
せ
る
と
い
う
、
伝
統
的
な
議
会
の
手
段
に
依
拠
し
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
国
王
と
英
国
議
会
で
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
大
統
領
と
連
邦
議
会
の
戦
争
着
手
の
関
係
が
作
動
し
て

い
る
と
す
る
（1
6
5
8

―5
9

（
７９
）

）。

次
に
憲
法
の
条
文
で
あ
る
。Y

oo

はP
roC
on

と
同
様
に
憲
法
文
言
主
義
に
立
ち
、「
憲
法
は
そ
の
文
言
の
意
味
を
そ
の
起
草
者
に

よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
よ
う
な
意
味
に
基
づ
い
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（1

6
6
0

）
方
法
論
を
共
有
す
る
。
制
憲
当
時
、
戦
争
開

始
は
一
つ
の
方
法
し
か
な
く
、
議
会
に
宣
戦
権
を
与
え
る
こ
と
は
議
会
が
戦
争
を
始
め
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
の
で
あ
り
、
当
時
の

国
際
法
及
び
国
内
法
で
は
宣
戦
は
戦
争
を
開
始
も
し
く
は
戦
争
の
授
権
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
憲
法
に
は
二
条
にC

IN
C

規
定
が

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）

二
五

（
都
法
五
十
一
―

一
）



あ
る
。
議
会
の
宣
戦
規
定
が
絶
対
だ
と
し
て
、C

IN
C

の
意
味
を
控
除
的
に
理
解
す
る
の
は
誤
り
で
、C

IN
C

は
独
立
し
た
権
限
規
定

だ
と
す
る
。
ま
た
、
憲
法
は
宣
戦
規
定
が
敵
対
状
態
を
発
す
る
排
他
的
権
限
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
は
武
力
行
使

（
戦
争
開
始
）
に
つ
い
て
宣
戦
規
定
以
外
に
も
規
定
を
設
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。C

IN
C

とC
E
X
E

が
そ
う
で
あ
り
、
長
い

間
、
大
統
領
に
軍
隊
指
揮
権
と
敵
対
状
態
で
の
武
力
行
使
決
定
権
限
を
絶
対
的
に
与
え
た
も
の
と
認
識
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、

「
憲
法
規
定
の
ど
こ
に
も
、C

IN
C

の
権
限
は
議
会
が
ま
ず
宣
戦
を
し
な
い
か
ぎ
り
軍
事
的
敵
対
状
態
に
対
応
す
る
た
め
に
大
統
領
に

よ
っ
て
使
用
さ
れ
え
な
い
と
し
た
も
の
は
な
い
」（1

6
6
2

）。
こ
う
し
た
慣
行
が
大
統
領
を
は
じ
め
公
定
解
釈
を
形
成
し
て
き
た
。
こ

れ
を
軽
視
し
て
は
な
ら
ず
、
司
法
も
大
統
領
の
広
範
な
軍
事
外
交
権
を
認
め
て
い
る
。
憲
法
解
釈
に
お
い
て
二
条
を
読
む
こ
と
が
軽
視

さ
れ
て
き
た
嫌
い
が
あ
る
一
方
で
、
議
会
は
戦
争
の
資
源
と
敵
対
状
態
の
法
的
地
位
の
統
制
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
憲
法

典
は
、
戦
争
開
始
の
特
別
の
手
続
は
規
定
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
二
つ
の
部
門
に
潜
在
的
に
競
合
す
る
よ
う
に
な
っ
た
戦
争
権
限
を
配
分

し
た
の
で
あ
る
（1

6
6
6

）。

宣
戦
に
つ
い
て
は
こ
の
条
項
以
外
言
及
が
な
く
、
も
し
宣
戦
規
定
（
一
条
八
節
一
一
項
）
が
議
会
の
み
戦
争
を
開
始
で
き
る
と
し
た

も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
手
続
を
詳
細
に
規
定
す
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
憲
法
一
条
一
〇
節
三
項
は
明
確
に
議
会
の
同
意
な

く
州
は
戦
争
行
為
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、P

roC
on

の
よ
う
に
解
す
る
に
は
同
様
な
規
定
が
必
要
な
と
こ
ろ
、

そ
れ
は
な
い
の
で
あ
る
。
史
料
に
よ
れ
ば
、
制
憲
者
は
宣
戦
と
は
異
な
る
敵
対
状
態
の
開
始
を
想
定
し
て
い
た
と
も
い
う
（1

6
6
8

）。

ま
た
宣
言
（d
ecla
re

）
は
「
直
ち
に
始
め
る
」
の
意
味
に
は
な
ら
ず
、
戦
争
に
着
手
す
る
（lev

y

）、
従
事
す
る
（en

g
a
g
e

）、
し
か

け
る
（m
a
k
e

）、
始
め
る
（com

m
en
ce

）
と
は
区
別
さ
れ
る
。
憲
法
で
はd

ecla
re

は
法
的
な
意
義
で
使
用
さ
れ
、
一
定
の
状
況
や

事
象
の
法
状
態
や
法
的
地
位
を
宣
言
す
る
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
る
。
国
際
法
上
は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
（D

ecla
ra
tion

of
In
d
e-

p
en
d
en
ce

）
の
よ
う
に
、
敵
対
状
態
を
授
権
す
る
と
い
う
よ
り
母
国
と
前
植
民
地
間
の
法
的
関
係
を
認
識
さ
せ
る
機
能
を
果
た
す
の

二
六



で
あ
り
、
独
立
宣
言
は
戦
闘
を
授
権
し
て
は
い
な
い
（1

6
7
1

）。
国
内
の
憲
法
上
の
目
的
と
し
て
も
、
宣
戦
は
国
家
が
総
合
戦
（tota

l

w
a
r

）
の
状
態
に
あ
る
と
し
、
連
邦
政
府
の
権
限
を
一
部
拡
大
さ
せ
る
契
機
と
な
る
（1

6
7
2

）。「
議
会
の
宣
戦
権
は
敵
対
状
態
を
発

意
す
る
唯
一
の
権
限
に
匹
敵
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、C
IN
C

とC
E
X
E

条
項
が
大
統
領
の
み
に
軍
事
作
戦
を

遂
行
さ
せ
る
権
限
を
与
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
戦
争
を
始
め
る
議
会
の
努
力
を
凌
駕
す
る
機
能
的
拒
否
権
（fu

n
ction

a
l
v
eto

）
を
与
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
」（1

6
7
3

（
８０
）

）。

さ
ら
に
、
憲
法
の
構
造
的
解
釈
か
らP

roE
x
e

で
あ
る
と
す
る
。P

roC
on

が
宣
戦
を
議
会
の
権
能
と
す
る
憲
法
の
規
定
は
大
統
領

が
軍
権
を
行
使
す
る
前
に
議
会
の
同
意
を
要
す
る
と
の
厳
格
な
手
続
を
設
け
た
と
す
る
の
は
、
憲
法
の
構
造
、
す
な
わ
ち
原
理
や
他
の

条
項
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
解
釈
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
憲
法
は
全
体
的
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（rea

d
th
e
C
on
stitu

tion

a
s
a
w
h
ole

）。

イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
伝
統
か
ら
、
戦
争
を
し
か
け
る
（m

a
k
e
w
a
r

）
の
は
執
行
権
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

P
roC
on

の
い
う
よ
う
に
議
会
の
同
意
が
必
要
な
ら
、
明
文
で
議
会
（
上
院
）
の
同
意
を
必
要
と
し
て
い
る
条
約
や
上
級
官
吏
の
任
命

な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
手
続
を
憲
法
明
文
で
要
求
し
規
定
す
る
は
ず
で
あ
る
。
議
会
の
同
意
が
な
け
れ
ば
戦
争
を
な
し
え
な
い
な
ら
、

条
約
な
ど
と
同
様
に
明
文
で
手
続
を
規
定
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
憲
法
の
構
造
か
ら
、「
軍
事
的
敵
対
状
態
を
発
す
る
権
限
に
あ
る
な
ん
ら
か
の
不
確
実
さ
は
、
大
統
領
に
そ
う
し
た
権
限

を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
べ
き
」
と
解
し
て
い
る
（1

6
7
6

）。
制
憲
者
（
特
に
ハ
ミ
ル
ト
ン
）
の
趣
旨
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
す
べ
て
の
連
邦
執
行
権
限
が
大
統
領
に
あ
る
こ
と
を
憲
法
が
確
証
さ
せ
て
い
る
の
は
、
行
動
の
目
的
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一

体
化
を
確
保
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
権
限
配
分
が
曖
昧
な
と
き
、
そ
れ
が
執
行
作
用
で
あ
る
な
ら
な
お
さ
ら
大
統
領
に
権
限
を
推
定
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
憲
法
一
条
が
議
会
の
権
限
と
し
て
事
項
を
列
挙
す
る
規
定
の
仕
方
で
あ
る
の
対
し
、
二
条
が
執
行
権
は
大
統

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）

二
七

（
都
法
五
十
一
―

一
）



領
に
属
す
る
と
い
う
規
定
の
仕
方
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
外
交
処
理
権
と
同
じ
よ
う
に
、「
軍
事
力
使
用
の
決

定
は
本
質
的
に
執
行
権
（ex

ecu
tiv
e
in
n
a
tu
re

）
で
あ
り
、
伝
統
的
に
そ
う
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
疑
い
な
い
」（1

6
7
8

）。P
ro-

C
on

は
、
大
統
領
の
戦
争
開
始
の
決
定
を
統
制
す
る
局
面
で
の
議
会
の
権
能
が
無
実
に
な
る
と
す
る
。
し
か
し
、
一
条
の
議
会
の
権

限
と
し
て
の
宣
戦
規
定
は
、
大
統
領
を
統
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。
議
会
は
立
法
権
と
予
算
権
と
い
う
強
力
な
武
器
を
持
っ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
権
能
で
大
統
領
の
軍
権
を
統
制
で
き
る
し
、
そ
う
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
根
拠
足
り
え
な
い
と
す
る
。
構
造
的
に
眺
め

れ
ば
、
憲
法
は
大
統
領
が
戦
争
の
発
意
を
な
す
権
限
が
あ
る
と
の
サ
イ
ン
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
宣
戦
規
定
の
み
に
狭
く
習
熟
す

るP
roC
on

の
解
釈
は
こ
れ
を
無
視
し
て
い
る
。
憲
法
は
、
厳
格
な
法
的
手
続
に
服
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
、
執
行
権
に
枚
挙
さ
れ
て
い

な
い
外
交
・
安
全
保
障
権
限
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

Y
oo

は
戦
争
権
限
の
一
貫
し
て
柔
軟
な
解
釈
を
主
張
す
る
。「
憲
法
は
戦
争
遂
行
（w

a
g
in
g
w
a
r

）
の
特
別
の
法
的
手
続
を
指
令
し

て
は
い
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
憲
法
は
、
大
統
領
と
議
会
が
協
働
あ
る
い
は
競
合
し
て
使
用
で
き
る
、
戦
争
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
権
限

を
執
行
府
と
立
法
府
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
」（1

6
8
1

）。
彼
が
言
う
柔
軟
（flex

ib
ility

）
と
は
、「
戦
争
を
遂
行
す
る
の
に
憲
法

上
正
し
い
一
つ
の
方
法
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
８１
）

」。

ラ

ム

ゼ

イ

P
roC
on

のR
a
m
sey

は
文
言
主
義
の
立
場
に
立
ち
、
制
憲
時
の
一
八
世
紀
で
は
、
宣
言
は
広
義
に
使
用
し
て
い
る
か
ら
、
制
憲
者

は
宣
言
（d

ecla
re

）
を
広
い
意
味
で
使
っ
た
だ
ろ
う
し
、
戦
争
の
公
言
（p

rocla
m
a
tion

）
は
伝
達
の
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
工
夫

で
あ
っ
て
、
戦
争
の
法
的
状
態
を
惹
起
す
る
の
に
必
要
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
（
８２
）

。P
roC
on

は
、
文
言
や
歴
史
か
ら
逆
に
議
会
が
戦
争

権
限
を
有
す
る
、
す
な
わ
ち
大
統
領
は
軍
隊
に
海
外
で
の
武
力
行
使
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
に
は
事
前
に
議
会
の
同
意
が

必
要
だ
と
強
調
す
る
。
で
は
イ
ギ
リ
ス
と
異
な
り
、
な
ぜ
憲
法
は
そ
う
し
た
趣
旨
な
の
か
と
い
う
と
、
大
統
領
に
対
す
る
懐
疑
を
根
と

す
る
議
会
統
制
の
必
要
に
あ
る
と
い
え
る
。「
大
統
領
の
冒
険
主
義
（a

d
v
en
tu
rism

）
と
憲
法
上
の
限
界
を
尊
重
し
な
い
こ
と
」
に

二
八



あ
る
（
８３
）

。P
roC
on

は
戦
争
の
決
定
権
を
大
統
領
と
い
う
単
一
人
に
与
え
る
危
険
性
に
こ
だ
わ
り
、
単
一
人
へ
の
不
信
が
ベ
ー
ス
に
な
っ

て
い
る
と
も
い
え
る
。

Y
oo

は
、
宣
戦
は
一
つ
の
戦
争
開
始
の
形
式
で
あ
っ
て
（
法
的
効
果
と
い
う
よ
り
も
公
言
と
い
っ
た
機
能
が
多
く
認
め
ら
れ
る
）、

そ
れ
以
外
の
戦
争
開
始
は
否
定
さ
れ
ず
、
大
統
領
が
執
行
権
と
し
て
の
外
交
軍
事
権
限
に
基
づ
い
て
先
占
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
議

会
は
こ
の
戦
争
の
発
意
（in

itia
tiv
e

）
を
制
約
し
、
さ
ら
に
は
覆
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
憲
法
が
財
政
権
を
議
会
に
専
属
的
に
認

め
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
安
全
保
障
の
緊
急
性
と
議
会
制
民
主
主
義
の
両
方
を
満
足
さ
せ
る
解
釈
と
い
え
な

い
こ
と
も
な
い
。

あ
ら
た
め
て
彼
の
言
で
彼
の
考
え
方
の
要
諦
を
示
し
て
お
く
（
８４
）

。「
制
憲
者
は
大
統
領
の
戦
争
発
意
を
促
進
さ
せ
る
よ
う
意
図
す
る
一

方
で
、
議
会
に
執
行
権
の
行
為
を
最
終
的
に
チ
ェ
ッ
ク
さ
せ
る
制
度
を
確
立
さ
せ
た
。
議
会
は
そ
の
財
政
権
と
弾
劾
権
を
行
使
し
て
の

み
、
執
行
権
の
戦
争
決
定
に
反
対
を
表
明
で
き
る
。
制
憲
者
は
、
一
方
的
な
執
行
権
の
決
定
を
予
測
し
て
過
度
に
不
安
を
持
た
せ
な
い

よ
う
に
、
こ
の
制
度
を
確
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
大
統
領
は
人
民
の
保
護
者
で
あ
り
、
代
表
者
で
あ
る
と
見
ら
れ
た
。
逆
に
制
憲
者
が

ダ
メ
ー
ジ
と
い
う
こ
と
に
深
く
懸
念
を
表
明
し
た
の
は
、
議
会
そ
し
て
議
会
を
支
配
し
う
る
利
益
団
体
が
戦
争
や
外
交
と
い
っ
た
デ
リ

ケ
ー
ト
な
領
域
で
心
配
の
種
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」。

２

P
roC
on

か
ら
み
た
論
点
整
理：

S
trom
seth

の
議
論

P
roC
on

は
、
憲
法
は
議
会
に
す
べ
て
の
戦
争
（
武
力
行
使
）
を
イ
ニ
シ
エ
ー
ト
す
る
権
限
を
与
え
た
の
で
あ
り
、
奇
襲
対
処
を
除

ス

ト

ロ

ム

セ

ス

い
て
は
大
統
領
は
単
独
で
武
力
行
使
で
き
な
い
と
解
釈
す
る
。
そ
の
一
人
で
あ
るS

trom
seth

の
議
論
を
ベ
ー
ス
に
、P

roE
x
e

と
の

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）

二
九

（
都
法
五
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―

一
）



憲
法
解
釈
の
違
い
を
う
き
だ
さ
せ
な
が
ら
、
今
度
はP

roC
on

の
主
張
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
み
よ
う
（
８５
）

。

P
roC
on

とP
roE
x
e

の
対
立
点
は
、
憲
法
の
戦
争
権
限
条
項
を
、
文
言
と
制
憲
趣
旨
と
運
用
の
歴
史
を
基
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
議

会
中
心
だ
と
か
執
行
権
先
行
だ
と
か
す
る
の
で
あ
る
。
戦
争
と
か
宣
言
と
か
の
意
味
は
、
用
語
法
、
と
り
わ
け
制
憲
当
時
の
そ
れ
や
法

的
な
意
義
、
そ
れ
も
当
時
の
国
際
法
で
の
理
解
で
争
い
と
な
る
。
加
え
て
戦
争
権
限
の
憲
法
上
の
運
用
で
あ
る
。
ま
ず
運
用
が
憲
法
規

範
を
形
成
す
る
か
と
い
っ
た
方
法
論
で
争
点
と
な
り
、
さ
ら
に
歴
史
的
事
実
の
解
釈
と
し
て
、P

roC
on

あ
る
い
はP

roE
x
e

な
運
用

が
あ
っ
た
と
い
え
る
か
が
争
点
と
な
る
。

一
条
八
節
一
一
項
の
文
理
あ
る
い
は
制
憲
意
思
の
解
釈
に
は
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
第
一
が
攻
撃
的
・
防
衛
的
戦
争
（offen

siv
e

/d
efen
siv
e
w
a
r

）
観
で
、
大
統
領
は
、
攻
撃
的
戦
争
は
議
会
の
授
権
な
け
れ
ば
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
防
衛
的
戦
争

は
合
衆
国
あ
る
い
は
そ
の
軍
へ
の
攻
撃
の
反
応
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
、
自
ら
の
判
断
で
対
処
で
き
る
と
す
る
。P

roE
x
e

に
親
和

的
で
あ
る
が
、P

roC
on

に
あ
っ
て
も
こ
れ
を
認
め
た
上
で
、
一
一
項
後
段
の
捕
獲
特
許
状
の
発
行
権
限
が
議
会
の
関
与
を
前
提
と
し

て
い
る
と
の
読
み
方
と
な
る
。
ま
た
、
防
衛
的
戦
争
へ
の
大
統
領
権
限
は
制
憲
時
以
上
に
広
く
解
さ
れ
、
防
衛
と
攻
撃
は
制
憲
者
に
あ

っ
て
は
馴
染
が
あ
っ
た
が
、
制
憲
者
は
議
会
が
戦
争
を
始
め
る
（com

m
en
ce

）
権
限
と
大
統
領
の
反
撃
す
る
（rep

el

）
権
限
を
は
っ

き
り
と
区
別
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
制
憲
者
が
ア
メ
リ
カ
の
防
衛
以
外
に
大
統
領
の
名
の
下
で
反
撃
す
る
権
限
を
広
げ
る
こ
と
を
意

図
し
た
か
は
証
拠
が
な
い
と
す
る
。

第
二
は
正
式
戦
争
／
共
有
権
限
（form

a
l
w
a
r/sh
a
red

p
ow
er

）
観
で
、
宣
戦
の
対
象
を
狭
く
解
し
て
、
正
式
の
戦
争
の
意
味
で

あ
る
と
し
、
戦
争
に
つ
い
て
憲
法
は
単
一
の
手
続
を
規
定
し
な
か
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
み
たY

oo

が
こ
の
立
場
で
あ
る

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
制
憲
者
は
憲
法
が
競
合
し
た
権
限
の
大
き
な
領
域
に
た
だ
広
い
マ
ー
カ
ー
だ
け
を
確
立
し
た
と
み
る
。
キ
ー

ワ
ー
ド
は
効
率
的
な
政
府
と
民
主
主
義
的
責
任
で
あ
り
、
こ
の
分
野
で
大
統
領
と
議
会
に
、
柔
軟
で
協
働
の
弧
を
か
け
た
と
い
う
の
で

三
〇



あ
る
。
た
し
か
に
大
統
領
が
単
独
で
迅
速
に
武
力
行
使
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
面
が
あ
り
、
抑
制
と
均
衡
の
た
め
柔
軟
な
解
釈
が

必
要
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
読
み
方
は
狭
過
ぎ
る
と
し
て
、
自
身
の
解
釈
を
展
開
す
る
。「
議
会
の

「
宣
戦
」
権
は
、
議
会
の
「
捕
獲
特
許
状
の
発
行
」
の
権
限
と
一
緒
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
、
古
典
的
見
解
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

「
完
全
」
あ
る
い
は
無
制
約
の
戦
争
に
国
家
を
置
く
だ
け
で
な
く
、
国
家
が
他
国
に
対
し
て
「
不
完
全
」
な
い
し
制
限
さ
れ
た
戦
争
を

始
め
る
べ
き
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
権
限
だ
と
す
る
こ
と
で
、
最
も
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
多
く
の
制
憲
者
は
「
宣
戦
」
条
項
を
そ
れ
だ

け
で
議
会
に
権
限
を
与
え
て
い
る
と
解
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
…
仮
に
宣
戦
条
項
が
よ
り
狭
く
読
ま
れ
る
と
し
て
も
、
捕
獲
特
許
状
条

項
は
復
仇
に
対
す
る
権
限
を
議
会
に
与
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
時
代
、
最
も
一
般
的
な
、
制
限
さ
れ
た
、
宣
戦
さ
れ
な
い
戦
争

の
形
態
で
あ
っ
た
」（8

5
9

―8
6
0

）。
宣
戦
に
よ
る
戦
争
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
憲
法
が
予
定
し
た
戦
争
の
形
で
、
そ
れ
を
議
会
の
権
限
と

す
る
の
は
、
古
典
的
な
見
方
で
正
し
い
が
、
そ
れ
以
外
の
戦
争
も
予
定
し
て
い
た
。
そ
れ
が
捕
獲
特
許
状
条
項
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
私
の
最
善
の
資
料
読
解
は
、
制
憲
者
は
、
大
統
領
がC

IN
C

か
つC

E
X
E

と
し
て
、
合
衆
国
、
そ
の
艦
船
、
そ
し
て
そ
の
軍
隊
に
対

す
る
現
実
あ
る
い
は
急
迫
の
攻
撃
に
反
撃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
危
険
で
不
明
瞭
な
世
界
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
を
守
る
こ
と
を
期
待
し

た
の
で
あ
っ
て
、
大
統
領
自
身
で
こ
の
権
限
を
超
え
て
、
平
和
か
ら
戦
争
へ
効
率
的
に
国
家
の
状
態
を
変
え
る
こ
と
ま
で
で
は
な
い
」

（8
6
2

）。

こ
う
し
た
点
は
文
言
や
制
憲
意
思
か
ら
明
白
だ
と
し
、
逆
に
こ
う
し
た
証
拠
か
ら
明
確
で
な
い
の
は
、
平
和
時
に
軍
を
海
外
に
派
兵

す
る
憲
法
上
の
権
限
だ
と
し
、
そ
れ
は
軍
隊
を
規
制
す
る
議
会
と
外
交
権
を
有
す
る
大
統
領
が
競
合
し
て
い
る
領
域
だ
と
す
る
。
そ
し

て
こ
の
検
討
に
は
、
憲
法
を
ど
う
運
用
し
て
き
た
か
の
歴
史
が
意
義
を
持
つ
余
地
が
あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
歴
史
の
検
証
に
は
二

つ
の
側
面
が
あ
る
。
第
一
に
事
実
と
し
て
の
正
し
さ
で
あ
る
。
第
二
に
そ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
か
、
規
範
と
し
て
認
め
る
か
、
で
あ
る
。

第
一
の
点
は
ど
う
か
。
歴
史
が
ど
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
を
た
ど
っ
た
か
は
、
大
統
領
先
行
で
あ
っ
た
と
す
る
に
争
い
は
な
か
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）
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し
か
し
、
朝
鮮
戦
争
時
の
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
を
除
い
て
は
、
議
会
の
授
権
を
取
り
付
け
て
い
る
と
す
る
（
８６
）

。「
憲
法
の
条
文
が
そ
も
そ

も
曖
昧
あ
る
い
は
沈
黙
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
平
和
時
の
外
交
政
策
目
的
で
海
外
に
軍
隊
を
派
遣
す
るC

IN
C

と
し
て
の
大
統
領

権
限
、
あ
る
い
は
「
奇
襲
に
反
撃
す
る
」
大
統
領
権
限
の
正
確
な
範
囲
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
、
長
期
の
一

貫
し
た
歴
史
的
慣
行
は
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
大
統
領
の
憲
法
上
の
権
限
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
解
明
の
手
掛
か
り
と
な

り
う
る
」（8

7
6

）。

歴
史
的
慣
行
が
自
己
妥
当
性
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
憲
法
の
戦
争
権
限
を
解
釈
す
る
の
に
は
重
要
性
を
持
つ
（8

7
8

）。

二
つ
の
事
実
が
重
要
で
あ
る
。
一
つ
は
平
和
時
で
の
海
外
派
兵
の
大
統
領
の
慣
行
で
あ
っ
て
、
敵
対
状
態
へ
の
軍
隊
派
遣
で
は
な
い
。

も
う
一
つ
は
、
そ
の
生
命
が
差
し
迫
っ
た
状
態
に
あ
る
在
外
邦
人
を
救
出
す
る
た
め
の
限
定
的
な
軍
隊
使
用
の
長
期
の
大
統
領
慣
行
で

あ
る
。「
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
慣
行
は
、
戦
争
が
大
き
か
ろ
う
が
小
さ
か
ろ
う
が
、
他
国
に
対
す
る
戦
争
を
始
め
る
法
的
権
限
を

与
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。（
い
ず
れ
の
大
統
領
も
、
議
会
の
授
権
な
く
国
家
を
戦
争
に
も
っ
て
い
く
権
限
を
主
張
し
た
こ
と
は
な

か
っ
た
―
筆
者
）。
朝
鮮
戦
争
の
と
き
だ
け
、
大
統
領
は
議
会
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
な
く
ア
メ
リ
カ
軍
を
戦
争
に
送
っ
た
。
要
す
る

に
、
本
当
の
戦
争
を
大
統
領
が
一
方
的
に
始
め
る
長
期
の
慣
行
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
」（8

8
3

）。
し
か
し
、
小
さ
い
戦
争
（little

w
a
rs

）
は
別
だ
と
し
、
多
く
の
南
米
諸
国
へ
の
平
和
的
な
ア
メ
リ
カ
軍
派
遣
の
歴
史
は
意
義
深
い
。
こ
れ
を
警
察
行
動
と
位
置
づ
け

る
者
も
い
る
が
、
小
さ
い
戦
争
と
い
う
べ
き
で
、
執
行
権
の
み
の
判
断
で
な
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
組
織
的
な
も
し
く
は
長
期
の
慣
行
で

あ
る
と
し
て
も
、
憲
法
の
文
言
や
趣
旨
と
緊
張
関
係
が
あ
り
、
議
会
の
忍
従
が
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。「
憲
法
の
法
的
基
準

（d
e
ju
re
sta
n
d
a
rd
s

）
と
、
最
近
の
慣
行
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
事
実
上
の
運
用
規
定
と
の
間
に
、
実
際
に
は
緊
張
」
が
あ
る
（8

8
5

）。

ビ
ッ
ケ
ル

P
roC
on

のB
ick
el

は
、
議
会
は
、
外
交
や
国
防
の
政
策
に
の
っ
と
っ
て
軍
の
任
務
を
規
定
す
べ
き
で
あ
り
、
適
切
な
外
交
政
策
を
審

査
し
て
設
定
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
ア
メ
リ
カ
軍
の
使
用
を
再
命
令
す
べ
き
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
制
定
法
に
よ
っ
て
戦
争
と
平
和
に
関

三
二



す
る
総
括
的
権
限
を
断
言
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
提
に
大
統
領
の
権
限
を
再
定
義
す
べ
き
だ
と
す
る
（
８７
）

。

冷
戦
崩
壊
後
の
戦
争
権
限
の
運
用
は
、
憲
法
の
戦
争
権
限
の
問
題
を
改
め
て
考
え
さ
せ
る
好
機
だ
と
す
る
。
そ
の
際
、
制
憲
意
思
は

重
要
で
、
古
典
的
解
釈
（
す
べ
て
の
戦
争
は
議
会
の
授
権
が
必
要
）
は
基
本
的
に
正
し
い
と
す
る
。
し
か
し
、
冷
戦
後
の
い
わ
ば
古
典

的
戦
争
で
な
い
武
力
行
使
の
形
態
や
海
外
派
兵
は
、
制
憲
者
の
想
定
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、
憲
法
の
戦
争
に
当
た
る
の
か
、
議
会

の
授
権
が
必
要
な
の
か
、
大
統
領
の
先
行
が
認
め
ら
れ
な
い
の
か
は
問
題
と
な
る
。
そ
の
際
、
ア
メ
リ
カ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
パ
ワ
ー
と

し
て
国
連
や
国
際
社
会
か
ら
軍
事
関
与
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
、
歴
史
的
に
変
遷
し
た
事
実
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

E
ly

は
、
古
典
的
見
解
のF

ish
er

と
異
な
り
、
大
統
領
の
奇
襲
対
処
権
限
を
広
く
解
す
る
。
ア
メ
リ
カ
に
攻
撃
が
あ
っ
た
場
合
の

ほ
か
に
、
ア
メ
リ
カ
の
安
全
保
障
に
明
ら
か
な
危
険
が
全
く
予
測
で
き
な
い
形
で
展
開
し
、
迅
速
な
軍
事
的
対
応
が
喫
緊
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
軍
事
力
行
使
に
事
前
の
議
会
の
授
権
を
単
純
に
待
て
な
い
そ
の
他
の
状
況
を
機
能
的
に
含
み
う
る
と
し
て
、
大
統
領
は
議
会

ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ

の
授
権
を
求
め
る
行
動
を
起
こ
す
が
、
同
時
に
部
隊
派
遣
命
令
を
出
し
て
よ
い
と
す
る
（
８８
）

。
同
様
にD

a
m
rosh

は
、
一
方
で
大
統
領
の

核
と
な
る
防
御
権
を
奇
襲
対
処
よ
り
広
く
解
し
、
他
方
で
こ
れ
を
超
え
る
場
合
は
、
で
き
る
だ
け
早
い
機
会
に
議
会
の
授
権
を
求
め
る

も
の
と
す
る
（8

9
1

）。
こ
れ
は
古
典
的
見
解
と
は
袂
を
分
か
ち
、
折
衷
的
と
も
い
え
る
。「
一
七
八
九
年
来
最
も
変
わ
っ
た
こ
と
は
、

外
敵
に
対
応
す
る
緊
急
状
態
に
行
動
す
る
、
そ
し
て
戦
争
を
イ
ニ
シ
エ
ー
ト
す
る
の
で
な
い
大
統
領
権
限
を
認
め
る
、
制
憲
者
の
基
本

的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
叡
智
で
は
な
く
、
大
統
領
が
意
図
し
た
資
質
を
わ
き
ま
え
る
大
統
領
の
意
思
で
あ
る
」（8

9
2

）。F
ish
er

同
様
、
多

国
籍
軍
や
集
団
安
全
保
障
に
よ
る
武
力
行
使
を
授
権
す
る
安
保
理
決
議
は
、
米
軍
出
動
を
授
権
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
国
連
の
コ

ン
テ
キ
ス
ト
で
制
憲
者
の
古
典
的
見
解
は
ど
う
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
が
問
題
で
あ
る
。
議
会
の
授
権
な
し
に
大
統
領
が
多
国
籍
や
国
連

の
軍
事
活
動
に
米
軍
を
出
せ
る
か
は
、
そ
う
し
た
活
動
の
個
々
の
性
格
や
状
況
に
規
定
さ
れ
る
（8

9
4

）。

大
統
領
先
行
型
あ
る
い
は
そ
の
一
方
的
な
戦
争
権
限
行
使
と
な
る
背
景
に
は
、
戦
後
の
国
際
社
会
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
指
導
性
と

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）
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そ
れ
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
あ
る
（
８９
）

。
ま
た
、
執
行
権
は
単
一
で
あ
り
短
期
で
政
策
を
実
現
す
る
要
請

が
あ
る
か
ら
、
制
度
的
に
議
会
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
傾
向
に
対
し
て
、
執
行
権
は
軍
事
に
お
い
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
り
、
権
限
を

主
張
し
が
ち
と
な
る
（9

0
7

）。
こ
れ
を
踏
ま
え
てF

ish
er

は
、
議
会
権
の
回
復
の
た
め
の
指
針
を
考
察
し
、
歴
史
の
研
究
と
議
会
の

権
限
、
と
り
わ
け
予
算
権
の
実
効
性
を
目
指
す
（
９０
）

。S
trom

seth

は
こ
れ
に
反
対
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
宣
戦
講
和
に
つ
い
て
は
大
統
領

が
実
質
的
権
限
を
有
す
る
の
は
「
事
物
の
先
行
状
態
（a

n
teced

en
t
sta
te
of
th
in
g
s

）」（A
lex
a
n
d
er
H
a
m
ilton

）
で
あ
る
と
し
、

「
理
想
的
に
は
大
統
領
と
議
会
が
一
貫
し
た
不
断
の
外
交
政
策
を
形
成
す
る
の
に
協
働
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
憲
法
上
、
大
統

領
は
既
成
事
実
（fa

it
a
ccom

p
li

）
を
主
張
す
る
こ
と
で
戦
争
を
授
権
す
る
議
会
の
権
限
に
先
占
す
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る

（9
0
9

―9
1
0

）。

こ
れ
はE

ly

の
「
黙
契
（ta

cit
d
ea
l
）」
を
踏
襲
し
て
い
る
（
９１
）

。
大
統
領
と
議
会
の
間
に
は
冷
戦
期
の
多
く
の
期
間
、
黙
契
が
存
在
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
統
領
は
決
定
で
き
る
限
り
で
軍
隊
を
敵
対
状
態
に
送
る
責
任
を
持
ち
、
議
会
は
、
議
員
が
か
か
わ
れ

る
と
決
め
る
必
要
が
な
い
か
ぎ
り
、
無
権
限
状
態
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
議
会
は
事
が
悪
く
な
れ
ば
事
後
的
に
大
統
領

を
叱
る
権
利
を
留
保
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
てS

trom
seth

はF
ish
er

の
よ
う
な
古
典
的
戦
争
観
で
は
な
く
、
議
会
と
大
統
領
の
協
働
型
を
志
向
す
る
。
議
会
の
予
算

権
限
は
重
要
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
予
算
の
カ
ッ
ト
を
大
統
領
が
軍
隊
を
投
入
す
る
前
に
行
な
う
の
は
大
統
領
の
迅
速
で
効
果
的
な
外

交
の
遂
行
を
阻
害
す
る
か
ら
適
切
で
は
な
く
、
軍
隊
投
入
後
、
継
続
を
阻
止
す
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
予
算
カ
ッ
ト
は
、
国
際
的
に

も
信
用
を
得
る
も
の
で
あ
り
、
適
切
だ
と
し
て
い
る
（9

1
0

）。「
単
純
に
、（
議
会
の
予
算
権
と
い
う
）
道
具
は
き
わ
め
て
鈍
い
の
で

あ
り
、
大
統
領
は
外
交
と
い
う
急
流
の
世
界
に
あ
っ
て
、「
事
物
の
先
行
状
態
」
を
形
成
す
る
強
大
な
実
践
的
能
力
を
必
然
的
に
有
し

て
い
る
の
で
あ
る
」（9

1
0

）。
ア
メ
リ
カ
が
現
代
世
界
に
あ
っ
て
指
導
的
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
た
め
の
迅
速
な
行
動
が
求
め
ら
れ
て

三
四



い
る
事
実
を
強
く
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
枠
は
こ
う
で
あ
る
。「
大
統
領
は
最
初
に
決
定
し
、
そ
の
後
議
会
に
諮
る
よ
う
に
し

て
き
た
。
議
会
は
戦
闘
作
戦
を
聴
取
し
（a

u
d
ition

in
g

）、
そ
の
後
で
気
ま
ず
く
な
っ
た
戦
闘
作
戦
を
否
認
す
る
よ
う
に
や
っ
て
き
た
。

…
（
ア
メ
リ
カ
軍
の
軍
事
行
動
が
長
引
け
ば
）
今
起
こ
っ
て
い
る
議
会
の
支
援
は
、
作
戦
の
成
功
に
不
可
欠
で
あ
り
、
た
と
え
そ
れ
が

大
き
な
戦
闘
の
危
険
や
維
持
さ
れ
た
敵
対
状
態
を
含
ん
で
い
な
く
て
も
、
で
あ
る
」（9

1
2

）。
無
論
、
黙
契
の
具
体
的
な
姿
や
確
立
の

た
め
の
処
方
箋
は
明
確
で
は
な
い
。W

P
R

の
改
正
な
ど
、
立
法
措
置
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
肝
要
な
の
は
、「
冷
戦
後
の
世

界
で
の
ア
メ
リ
カ
の
利
益
の
た
め
に
、
有
害
な
や
り
方
で
（in

h
a
rm
's
w
a
y

）
ア
メ
リ
カ
軍
を
置
く
の
を
担
保
す
る
状
況
と
、
憲
法

上
の
戦
争
権
限
配
分
に
裏
付
け
ら
れ
た
基
本
目
的
と
、
今
日
ア
メ
リ
カ
が
参
加
し
て
い
る
多
く
が
国
連
の
授
権
に
あ
ず
か
る
軍
事
行
動

で
あ
り
、
そ
の
全
方
面
へ
の
そ
う
し
た
目
的
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
執
行
府
と
立
法
府
の
相
互
間
で
の
真
摯
か
つ
徹
底
的
な
対

話
」
な
の
で
あ
る
（9

1
3

―9
1
4

（
９２
）

）。

（
１
）

U
.S.

C
O

N
ST .

A
rt.

I,
§8,

cl.11.

以
下
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
条
項
の
み
を
本
文
で
示
す
。
な
お
同
憲
法
の
ほ
か
、
外
国
憲
法
の
邦
訳
は
、
初
宿

正
典
・
辻
村
み
よ
子
編
『
新
解
説
世
界
憲
法
集
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
る
。

（
２
）

９
・
１１
以
降
の
テ
ロ
と
の
戦
争
で
こ
の
問
題
は
に
わ
か
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
新
し
い
問
題
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
建
国

の
と
き
か
ら
未
解
決
の
も
の
な
の
で
あ
る
。J

O
H

N
Y

O
O ,

T
H

E
P

O
W

E
R

S
O

F
W

A
R

A
N

D
P

E
A

C
E

:
T

H
E

C
O

N
ST

IT
U

T
IO

N
A

N
D

F
O

R
E

IG
N

A
F

FA
IR

S
A

F
T

E
R

9/11
3

（2005

）。
以
下
、YO

O

と
略
。S

e
e

also,
L

ori
F

isler
D

am
rosch,

T
h

e
C

lin
to

n
A

d
m

in
istr

a
tio

n
a

n
d

W
a

r
P

o
w

e
r
s,

63
L

A
W

&
C

O
N

T
E

M
P .

P
R

O
B

S .
125,

125(2000)
.

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
や
湾
岸
戦
争
、
さ
ら
に
９
・
１１
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
戦
争
の
型
が
噴
出
す
る
た
び
に
、
大
統
領
は
議

会
の
同
意
な
く
武
力
行
使
で
き
る
か
は
憲
法
解
釈
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）

富
井
幸
雄
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
と
憲
法
―
最
高
司
令
官
と
執
行
権
の
長
」
法
学
会
雑
誌
五
〇
巻
二
号
一
二
七
頁
、
二
〇
一
〇
年
。
な

お
権
力
分
立
問
題
と
し
て
戦
争
権
限
を
検
討
し
、
司
法
審
査
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
富
井
幸
雄
「
ア
メ
リ
カ
立
憲
主
義
と
戦
争
権
限
」

防
衛
法
研
究
一
七
号
六
一
頁
、
一
九
九
三
年
、
参
照
。

（
４
）

Saikrishana
B

angalore
P

rakash,
T

h
e

S
e
p

a
r
a

tio
n

a
n

d
O

v
e
r
la

p
o
f

W
a

r
a

n
d

M
ilita

r
y

P
o
w

e
r
s,

87
T

E
X .

L
.

R
E

V .
299,

301

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）

三
五

（
都
法
五
十
一
―

一
）



（2008

）。

（
５
）

B
R

IE
N

H
A

L
L

E
T

T ,
T

H
E

L
O

ST
A

R
T

O
F

D
E

C
L

A
R

IN
G

W
A

R
95

（1998

）.H
allett

自
身
は
、
武
力
紛
争
は
何
ら
か
の
形
で
武
装
化
さ
れ
た
紛
争
で
あ
り
、

軍
の
誰
も
が
そ
れ
に
介
入
で
き
る
紛
争
と
観
念
し
て
い
る
。
法
律
家
は
何
か
（w

hat

）
を
誰
か
（w

ho

）
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
彼

ら
が
何
を
し
て
い
る
か
を
定
義
す
る
こ
と
よ
り
も
、
誰
が
し
て
い
る
か
を
同
定
す
る
ほ
う
が
常
に
簡
単
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。Id

.

ハ
レ
ッ
ト

自
身
は
戦
争
を
ト
ー
タ
ル
に
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
し
、
武
力
紛
争
（arm
ed

conflict

）
に
収
斂
さ
せ
る
議
論
の
仕
方
を
批
判
す
る
。

（
６
）

古
典
的
に
は
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
そ
れ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
国
際
法
の
戦
争
が
基
本
と
な
る
べ
き
で
あ
る
が
、
憲
法
で
い
う
戦
争
は
異
な
る
概
念
と

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
憲
法
の
目
的
は
国
内
レ
ベ
ル
に
あ
っ
て
政
府
の
専
制
を
防
止
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
広
く
と
ら

え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
７
）

B
L

A
C

K
’S

L
A

W
D

IC
T

IO
N

A
R

Y
1722

（9th
ed.

2009

）.

（
８
）
「
国
家
政
府
の
戦
争
権
限
（w

ar
pow

er

）
は
戦
争
を
成
功
裏
に
遂
行
し
て
い
く
（w

age
w

ar

）
権
限
で
あ
る
」。H

irabayashi
v.

U
nited

States,

320
U

.S.
81,

93

（1943

）.

（
９
）

M
ichael

Stokes
P

aulsen,
A

G
o
v
e
r
n

m
e
n

t
o
f

A
d

e
q
u

a
te

P
o
w

e
r
s,

31
H

A
R

V .
J.

L
.

&
P

U
B .

P
O

L’Y
991,

1001

（2008

）.P
aulsen

は
議
会

が
国
民
を
保
護
し
国
家
の
戦
争
を
勝
利
に
導
く
た
め
の
す
べ
て
の
必
要
か
つ
適
切
な
立
法
を
制
定
す
る
権
限
が
あ
る
と
す
る
。Id

.

（
１０
）

W
IL

L
IA

M
D

.
D

O
U

G
L

A
S ,

T
H

E
C

O
U

R
T

Y
E

A
R

S
:1939

―1975
279

―280

（1980

）.

（
１１
）
『
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
で
ジ
ェ
イ
（Jay
）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
安
全
を
守
る
に
は
外
国
に
敵
意
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
与
え
な
い
よ
う
に
し
続

け
る
こ
と
が
重
要
だ
と
し
た
上
で
、
国
家
と
い
う
も
の
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
何
か
得
ら
れ
る
と
予
感
す
る
と
き
は
い
つ
で
も
戦
争
に
訴
え
る
も

の
で
あ
り
、
絶
対
専
制
君
主
な
ど
に
い
た
っ
て
は
そ
う
で
な
く
と
も
、
軍
事
的
栄
光
へ
の
あ
こ
が
れ
、
私
怨
に
よ
る
復
讐
や
単
な
る
私
的
な
利

益
や
約
束
で
も
戦
争
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
も
戦
争
へ
の
誘
因
は
常
在
し
、
戦
争
を
正
当
化
す
る
口
実
に
は

事
欠
か
な
い
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
人
は
戦
争
を
招
来
す
る
こ
と
な
く
、
戦
争
を
抑
制
す
る
状
態

に
、
自
ら
を
長
く
お
い
て
お
く
た
め
に
は
、
連
邦
と
一
つ
の
有
効
な
全
国
的
政
府
と
が
必
要
で
あ
る
と
、
賢
明
に
も
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
し
た
状
態
と
は
、
可
能
な
限
り
の
最
良
の
防
衛
体
制
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
当
然
に
、
そ
れ
は
わ
が
国
の
政
府
、
軍
備
、
資

源
に
依
存
し
て
い
る
」
と
す
る
。
Ａ
�
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
Ｊ
�
ジ
ェ
イ
・
Ｊ
�
マ
デ
ィ
ソ
ン
／
斎
藤
眞
・
中
野
勝
郎
訳
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』

（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年
）
第
四
篇
。

（
１２
）

戦
争
権
限
と
講
和
権
限
は
一
体
で
あ
る
べ
き
か
。
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
戦
争
を
始
め
る
権
限
を
有
す
る
者
が
戦
争
を
終
わ
ら
せ
る
権
利
、
つ

ま
り
講
和
の
権
限
を
も
有
す
る
と
さ
れ
た
。1

W
IL

L
IA

M
B

L
A

C
K

ST
O

N
E ,

C
O

M
M

E
N

T
A

R
IE

S
O

N
T

H
E

L
A

W
S

O
F

E
N

G
L

A
N

D
250.

し
か
し
、
後
に
み
る
よ
う
に
、

制
憲
会
議
で
は
議
会
が
宣
戦
の
権
限
を
有
す
る
一
方
で
、
そ
れ
に
講
和
の
権
限
を
当
然
含
ま
せ
る
こ
と
は
反
対
さ
れ
た
。
一
般
的
に
、w

ar
and

三
六



peace
pow

er

と
し
て
一
体
に
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
大
日
本
帝
国
憲
法
も
両
者
を
同
一
条
項
で
規
定
し
、
天
皇
の
大
権
と
し
て
い
た
（
一
三
条
。

条
約
締
結
権
も
入
れ
て
い
た
）。
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
は
講
和
権
限
の
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
外
交
権
や
条
約
締
結
権
の
内
容
だ
と
す
れ
ば
執
行

権
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
講
和
権
限
が
立
憲
主
義
原
理
と
し
て
戦
争
権
限
と
一
体
で
あ
る
な
ら
、
明
文
の
規
定
が
な
い
限
り
一
つ
の
機
関
に
属

せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
大
統
領
の
戦
争
権
限
を
支
持
す
る
根
拠
と
な
る
。
日
本
国
憲
法
の
場
合
、
宣
戦
も
講
和
も
以
前
の
憲
法
が
明

記
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
憲
法
典
の
関
心
か
ら
外
し
て
規
定
し
て
い
る
の
は
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
か
。
一
切
の
戦
争
（
あ
る

い
は
武
力
行
使
）
否
定
説
か
ら
す
れ
ば
、
筋
の
と
お
る
体
系
的
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
戦
争
を
認
め
て
い
な
い
の
だ
か
ら
戦
争
を
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
終
わ
ら
せ
る
と
い
う
論
理
は
成
立
し
な
い
。
憲
法
規
定
は
そ
の
よ
う
で
あ
る
が
、
条
約
締
結
権
や

外
交
権
の
中
に
宣
戦
や
講
和
権
も
入
る
と
解
す
れ
ば
、
内
閣
（
執
行
権
あ
る
い
は
執
政
権
）
の
権
限
と
解
さ
れ
る
余
地
も
出
て
こ
よ
う
。

（
１３
）

M
ichael

Stokes
P

aulsen,
T

he
W

ar
P

ow
er,

U
niversity

of
St.

T
hom

as
School

of
L

aw
L

egal
R

esearch
P

aper
N

o.
09

―23,
http

://

papers.ssrn.com
.abstract=

1488964,
at

1

―2.

憲
法
は
司
法
権
に
は
実
質
的
な
戦
争
権
限
を
与
え
て
い
な
い
が
、
戦
争
権
限
の
配
分
に
つ
い

て
は
司
法
権
の
対
象
と
な
る
憲
法
問
題
と
さ
れ
る
と
い
う
。

（
１４
）

Id
.

at
4.

（
１５
）

日
本
国
憲
法
九
条
二
項
の
交
戦
権
の
解
釈
を
彷
彿
さ
せ
る
。
こ
れ
が
戦
争
を
開
始
さ
せ
る
権
能
、
つ
ま
りjus

ad
bellum

だ
と
す
る
（
通
説
）

の
と
、
戦
争
状
態
に
お
い
て
戦
時
国
際
法
で
認
め
ら
れ
た
諸
権
利
だ
と
す
る
説
（
政
府
）
が
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
合
衆
国
憲
法
と
は
対
照
的

で
、
戦
争
権
限
や
軍
権
に
つ
い
て
は
こ
と
ご
と
く
規
定
を
欠
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
軍
事
制
度
設
計
の
指
針
を
引
き
出
す
の
は
困
難
な
と
こ
ろ

も
あ
る
。

（
１６
）

P
aulsen,

su
p

r
a

note
13

at
10.

（
１７
）

C
harles

A
.

L
ofgren,

W
a

r

―M
a

k
in

g
u

n
d

e
r

th
e

C
o
n

s
titu

tio
n

:
T

h
e

O
r
ig

in
a

l
U

n
d

e
r
sta

n
d

in
g

,
81

Y
A

L
E

L
.J.

672,
672

（1972

）.

M
adison

はH
elvidus

で
述
べ
て
い
る
。

（
１８
）

ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
擬
似
戦
争
と
訳
さ
れ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｃ
・
コ
ー
ン
／
鈴
木
主
税
・
浅
岡
政
子
訳
『
世
界
戦
争
事
典

改
訂
増
補
版
』

（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
七
年
）
三
二
頁
。
フ
ラ
ン
ス
と
の
宣
戦
布
告
な
き
戦
争
を
さ
す
。
一
七
九
七
年
か
ら
九
八
年
に
か
け
て
、
連
邦
主
義

政
権
の
ア
メ
リ
カ
が
イ
ギ
リ
ス
とJay

条
約
を
締
結
し
た
こ
と
に
フ
ラ
ン
ス
が
報
復
し
、
ア
メ
リ
カ
艦
船
の
フ
ラ
ン
ス
入
港
を
拒
否
す
る
な
ど

し
た
。
ア
ダ
ム
ズ
大
統
領
は
平
和
的
解
決
の
た
め
に
三
人
の
特
使
を
派
遣
、
フ
ラ
ン
ス
外
相
タ
レ
ー
ラ
ン
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
も
の
の
、
公

式
会
談
を
遅
ら
せ
、
さ
ら
にX

YZ

と
い
う
三
人
の
代
理
人
を
通
し
て
特
使
に
賄
賂
を
要
求
し
た
。
三
人
の
特
使
（
ピ
ン
ク
ニ
ー
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、

グ
リ
ー
）
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
が
、
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
議
会
で
露
見
し
、
一
七
七
八
年
の
米
仏
条
約
が
破
棄
さ
れ
、
宣
戦
布
告
な
き
開
戦
が
米

仏
間
で
な
さ
れ
た
。
松
村
赳
・
富
田
虎
男
編
『
英
米
史
辞
典
』（
研
究
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
八
四
一
頁
。
一
七
九
八
年
五
月
に
ア
メ
リ
カ
海
軍
省

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）

三
七

（
都
法
五
十
一
―

一
）



が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
八
五
隻
以
上
の
フ
ラ
ン
ス
船
を
拿
捕
し
た
が
、
一
八
〇
〇
年
に
協
定
が
結
ば
れ
て
戦
い
は
終
結
し
、
一
七
七
八
年
の
条

約
を
破
棄
す
る
こ
と
や
フ
ラ
ン
ス
に
ア
メ
リ
カ
市
民
が
も
た
ら
し
た
損
害
賠
償
請
求
を
ア
メ
リ
カ
が
受
理
す
る
こ
と
な
ど
が
合
意
さ
れ
た
。

コ
ー
ン
、
前
掲
（
１８
）
書
、
三
二
頁
。

（
１９
）

時
の
大
統
領
ア
ダ
ム
ズ
は
、
敵
対
状
態
に
対
抗
す
る
た
め
に
陸
海
軍
の
動
員
の
承
認
を
議
会
に
求
め
た
。
議
会
は
こ
れ
を
受
け
て
、
か
か
る

州
法
の
是
非
を
十
分
に
審
議
し
、
単
に
財
政
支
出
を
拒
否
す
る
だ
け
で
戦
争
を
回
避
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。Yoo,

in
-

fr
a

note
74

at
1680.

こ
の
パ
タ
ー
ン
が
現
代
の
戦
争
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。Id

.

（
２０
）

富
井
幸
雄
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
と
憲
法
―
最
高
司
令
官
と
執
行
権
の
長
」
法
学
会
雑
誌
五
〇
巻
二
号
一
二
六
頁
、
二
〇
一
〇
年
。

（
２１
）

L
O

U
IS

H
E

N
K

IN ,
F

O
R

E
IG

N
A

F
FA

IR
S

A
N

D
T

H
E

U
.S.

C
O

N
ST

IT
U

T
IO

N
49

（2nd
ed.

1996

）.

初
版
（
一
九
七
二
年
）
で
は
下
線
部
は
「
憲
法
は
大
統
領
の

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
支
持
す
る
い
く
ら
か
の
条
項
を
備
え
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
た
（
五
三
頁
）。

（
２２
）

二
〇
〇
九
年
の
戦
争
権
限
諮
問
法
（W

ar
P

ow
ers

R
esolution

C
onsultation

A
ct

）
案
で
あ
る
。J

A
M

E
S

A
.

B
A

K
E

R
A

N
D

W
A

R
R

E
N

C
H

R
IST

O
P

H
E

R ,

N
A

T
IO

N
A

L
W

A
R

P
O

W
E

R
S

:
C

O
M

M
ISSIO

N
R

E
P

O
R

T

（2009

）.

広
瀬
淳
子
「
ア
メ
リ
カ
戦
争
権
限
法
の
改
革
提
案
」
外
国
の
立
法
二
三
九
号
一
八
一
頁
、

二
〇
〇
九
年
、
参
照
。

（
２３
）

Jules
L

obel,
L

ittle
W

a
r
s

a
n

d
th

e
C

o
n

s
titu

tio
n

,
50

M
IA

M
I L

.
R

E
V .

61

（1995

）.

（
２４
）

H
A

L
L

E
T

T ,
su

p
r
a

note
5

at
27.

（
２５
）

も
っ
と
も
、P

roC
on

か
ら
は
憲
法
の
戦
争
権
限
規
定
は
曖
昧
で
も
な
け
れ
ば
不
明
確
で
も
な
い
と
さ
れ
る
。N

ational
C

om
m

itm
ents,

S.

R
ept.

N
o.

129

（C
om

m
.

O
n

F
oreign

R
elations

）,91st
C

ong.,
1st

Sess.

（1969

）,c
ite

d
in

P
E

T
E

R
M

.
S

H
A

N
E

A
N

D
H

A
R

O
L

D
H

.
B

R
U

F
F ,

T
H

E

L
A

W
O

F
P

R
E

SID
E

N
T

T
IA

L
P

O
W

E
R

:
C

A
SE

S
A

N
D

M
A

T
E

R
IA

L
S

623
（1988

）.

（
２６
）

J
O

H
N

H
A

R
T

E
LY ,

W
A

R
A

N
D

R
E

SP
O

N
SIB

IL
IT

Y
:

C
O

N
ST

IT
U

T
IO

N
A

L
L

E
SSO

N
S

O
F

V
IE

T
N

A
M

A
N

D
IT

S A
F

T
E

R
M

A
T

H
3

（1993

）.

（
２７
）

B
L

A
C

K
’S

L
A

W
D

IC
T

IO
N

A
R

Y
1614

（9th
ed.

2009

）.

「
一
般
に
国
家
間
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
た
め
、
な
い
し
自
国
の
意
思
に
相
手
国
を
従
わ
せ
る

た
め
に
、
そ
の
軍
事
組
織
（
軍
隊
）
間
で
相
当
の
期
間
継
続
し
て
相
当
の
規
模
で
行
わ
れ
る
武
力
行
使
を
中
心
と
す
る
闘
争
の
状
態
」
と
の
定

義
も
あ
る
。
国
際
法
学
会
編
『
国
際
関
係
法
辞
典

第
２
版
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
五
四
五
頁
（
藤
田
久
一
筆
）。

（
２８
）

M
itchell

v.
L

aird,
488

F.2d.
611

（D
.C

.C
ir.

1973

）.

（
２９
）

P
eter

M
.

Shane,
L

e
a

r
n

in
g

M
c
N

a
m

a
r
a

’s
L

e
sso

n
s

:
H

o
w

th
e

W
a

r
P

o
w

e
r
s

R
e
so

lu
tio

n
A

d
v
a

n
c
e
s

th
e

R
u

le
o
f

L
a

w
,

47
C

A
SE

W
.

R
E

S .
L

.
R

E
V .

1281,
1281

―84

（1997

）.

（
３０
）

E
LY ,

su
p

r
a

note
26

;
L

O
U

IS
F

ISH
E

R ,
P

R
E

SID
E

N
T

IA
L

W
A

R
P

O
W

E
R

11

（1995

）;
L

obel,
su

p
r
a

note
23.

（
３１
）

H
E

N
K

IN ,
su

p
r
a

note
21

at
67.

三
八



（
３２
）

Id
.

at
68.

人
権
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
制
約
は
当
然
あ
る
。Id

.

（
３３
）

L
obel,

su
p

r
a

note
23

at
67

―75.
（
３４
）

E
ly

は
、
こ
の
条
項
が
合
衆
国
を
代
表
し
て
な
す
武
力
闘
争
す
べ
て
の
行
為
が
、
た
と
え
そ
れ
が
戦
争
に
匹
敵
す
る
も
の
で
な
く
て
も
、
議
会

に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
制
憲
趣
旨
の
根
拠
に
な
る
と
す
る
。E

LY ,
su

p
r
a

note
26

at
66

―67.

彼
は
こ
の
条
項

の
意
義
を
広
く
と
ら
え
て
い
る
。

（
３５
）

B
L

A
C

K
’S

L
A

W
D

IC
T

IO
N

A
R

Y
989

（9th
ed.

2009

）.

ロ
フ
グ
レ
ン

（
３６
）

3
J

O
SE

P
H

S
T

O
R

Y ,
C

O
M

M
E

N
T

A
R

IE
S

O
N

T
H

E
C

O
N

ST
IT

U
T

IO
N

O
F

T
H

E
U

N
IT

E
D

S
T

A
T

E
S

§1176

（1833

）.L
ofgren

は
こ
の
捕
獲
特
許
状
条
項
にStory

が
着

目
し
た
こ
と
を
重
視
す
べ
き
だ
と
す
る
。L

ofgren,
su

p
r
a

note
17

at
680

n.28.

（
３７
）

J.
Terry

E
m

erson,
T

h
e

W
a

r
P

o
w

e
r
s

L
e
g
is

la
tio

n
,

74
W

.
V

A .
L

.
R

E
V .

53,
72

（1972

）.

同
論
文
は
一
九
七
五
年
ま
で
一
九
二
回
の
宣
戦

な
き
対
外
的
武
力
行
使
の
年
表
を
掲
げ
て
い
る
。

（
３８
）

H
enry

M
onaghan,

P
r
e
s
id

e
n

tia
l

W
a

r
M

a
k
in

g
,

50
B

.U
.

L
.

R
E

V .
19,

31

（1970

）.

「
歴
史
と
実
践
は
、
こ
こ
で
は
個
人
の
自
由
に
つ
い
て

画
定
さ
れ
た
憲
法
保
障
の
範
囲
を
永
久
に
凍
結
さ
せ
る
た
め
に
訴
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
問
題
は
立
法
府
と
執
行
府
の
政
治

的
権
力
の
配
分
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
こ
と
が
ら
は
…
「
政
府
の
慣
行
」
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
の
が
最
善
で
あ
る
」
と

す
る
。Id

.

モ
ナ
ハ
ン
は
、
大
統
領
の
イ
ニ
シ
エ
ー
ト
だ
け
の
も
の
が
マ
イ
ナ
ー
な
戦
争
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
ら
れ
る
こ
と
を
否
定
し
て
、
こ
う

述
べ
る
。「
こ
れ
ま
で
に
な
く
頻
繁
に
、
大
統
領
は
自
ら
の
外
交
政
策
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
だ
と
考
え
る
相
当
の
軍
事
力
を
用
い
て
き

て
い
る
。
小
さ
な
軍
事
力
が
必
要
な
時
（
た
と
え
ば
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
へ
の
侵
入
）
は
小
さ
い
の
が
使
わ
れ
た
。
よ
り
大
き
な
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
が
必
要
な
と
き
は
、
軍
事
力
も
ま
た
そ
れ
な
り
と
な
っ
た
。
制
憲
者
の
意
図
が
な
ん
で
あ
ろ
う
と
も
、
軍
隊
の
マ
シ
ー
ン
は
外
交
政
策
目

的
達
成
の
一
道
具
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
逆
に
大
統
領
職
の
中
心
的
責
任
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」。Id

.
at

27.

モ
ナ
ハ
ン
は
、
政

治
的
権
力
は
社
会
が
変
化
す
る
に
つ
れ
て
拡
大
な
い
し
対
照
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
大
統
領
支
配
は
議
会
支
配
の
世
紀
か
ら
変
遷
し
、
議
会
も

こ
れ
を
追
認
し
、
あ
る
い
は
後
押
し
し
た
面
も
大
き
い
と
す
る
。Id

.
at

21.

（
３９
）

E
LY ,

su
p

r
a

note
26

at
133.

（
４０
）

R
obert

F.
T

urner,
W

a
r

a
n

d
th

e
F

o
r
g
o
tte

n
E

x
e
c
u

tiv
e

P
o
w

e
r

C
la

u
s
e

o
f

th
e

C
o
n

s
titu

tito
n

:
A

R
e
v
ie

w
E

s
s
a

y
o
f

J
o
h

n
H

a
r
t

E
ly

’s
W

a
r

a
n

d
R

e
s
p

o
n

s
ib

ility
34

V
A .

J.
I

N
T

’L
L

.
903,

906

（1994
）;John

C
,

Yoo,
T

h
e

C
o
n

tin
u

a
tio

n
o
f

P
o
litic

s
b
y

O
th

e
r

M
e
a

n
s

:
T

h
e

O
r
ig

in
a

l
U

n
d

e
r
sta

n
d

in
g

o
f

W
a

r
P

o
w

e
r
s,

84
C

A
L .

L
.

R
E

V .
167

（1996

）.

（
４１
）

R
obert

B
ork,

E
r
o
s
io

n
o
f

th
e

P
r
e
s
id

e
n

t’s
P

o
w

e
r

in
F

o
r
e
ig

n
A

ffa
ir

s,
68

W
A

SH .
U

.
L

.Q
.

693,
698

（1990

）.

（
４２
）

藤
本
龍
児
『
ア
メ
リ
カ
の
公
共
宗
教
―
多
元
社
会
に
お
け
る
精
神
性
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
二
一
二
頁
。

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）

三
九

（
都
法
五
十
一
―

一
）



（
４３
）

W
alter

D
ellinger,

A
fte

r
th

e
C

o
ld

W
a

r
:

P
r
e
s
id

e
n

tia
l

P
o
w

e
r

a
n

d
th

e
U

s
e

o
f

M
ilita

r
y

F
o
r
c
e

,
50

U
.

M
IA

M
I L

.
R

E
V .

107

（1995

）.

（
４４
）

Id
.

at
111.

（
４５
）

Id
.

at
113.

（
４６
）

Id
.

at
114

―115.

（
４７
）

富
井
、
前
掲
（
２０
）
論
文
、
一
四
〇
―

一
四
三
頁
。

（
４８
）

P
eter

J.
Shapiro,

W
a

r
P

o
w

e
r
s

a
n

d
th

e
S

ir
e
n

s
o
f

F
o
r
m

a
lism

,
68

N
.Y.U

.
L

.
R

E
V .

1338

（1993

）.

（
４９
）

Jane
E

.
Strom

seth,
U

n
d

e
r
sta

n
d

in
g

C
o
n

stitu
tio

n
a

l
W

a
r

P
o
w

e
r
s

T
o
d

a
y

:
W

h
y

M
e
th

o
d

o
lo

g
y

M
a

tte
r
s,

106
Y

A
L

E
L

.J.
845,882

（1996

）.

（
５０
）

E
R

W
IN

C
H

E
M

L
IN

SK
Y ,

C
O

N
ST

IT
U

T
IO

N
A

L
L

A
W

:
P

R
IN

C
IP

L
E

S
A

N
D

P
O

L
IC

IE
S

207

―208

（1997

）.

戦
争
権
限
の
問
題
は
政
治
問
題
と
し
て
裁
判
所
で
は
ね
ら

れ
る
と
す
る
。Id

.
at

276.

（
５１
）

大
統
領
の
戦
争
権
限
を
緊
急
権
の
内
容
と
と
ら
え
、
憲
法
の
権
力
分
立
規
定
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
戦
争
は
緊
急
事
態
で
あ

る
か
ら
、
執
行
権
（
大
統
領
）
の
必
要
な
限
り
で
一
方
的
な
立
法
権
限
の
行
使
ま
で
認
め
ら
れ
る
と
す
る
理
論
構
成
も
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
戦
争
権
限
は
憲
法
自
ら
条
文
で
認
め
た
権
限
で
あ
る
か
ら
、
緊
急
権
の
枠
で
議
論
す
る
の
は
適
切
で
は
な
か
ろ
う
。

（
５２
）

Jide
N

zelibe
and

John
Yoo,

R
a

tio
n

a
l

W
a

r
a

n
d

C
o
n

stitu
tio

n
a

l
D

e
sig

n
,

115
Y

A
L

E
L

.J.
2512

（2006

）.

本
項
内
本
文
の
括
弧
内
の

数
字
は
本
論
文
の
引
用
頁
で
あ
る
。

（
５３
）

E
LY ,

su
p

r
a

note
26

at
4.

（
５４
）

ハ
ミ
ル
ト
ン
の
次
の
言
も
引
用
し
て
い
る
。N

zelie
and

Yoo,
su

p
r
a

note
52

at
2523.

「
決
定
、
活
動
、
秘
密
、
迅
速
と
い
う
特
性
は
、

一
般
に
、
多
数
の
人
間
の
行
為
よ
り
は
、
一
人
の
人
間
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
人
数
が
増
え
る
に
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
の
特
性
は
し
だ
い
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
」。
ハ
ミ
ル
ト
ン
他
、
後
掲
（
６８
）
書
、
三
四
一
頁
（
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
七
〇
篇
）。

（
５５
）

T
H

E
C

O
N

ST
IT

U
T

IO
N

P
R

O
JE

C
T ,

D
E

C
ID

IN
G

T
O

U
SE

F
O

R
C

E
A

B
R

O
A

D
:

W
A

R
P

O
W

E
R

S
IN

A
S

YST
E

M
O

F
C

H
E

C
K

S
A

N
D

B
A

L
A

N
C

E
S

10

（2005

）.

（
５６
）

Id
.

at
13.

（
５７
）

Shane,
su

p
r
a

note
29

at
1284

―85.

議
会
は
「
戦
争
着
手
（w

ar
m

aking

）
に
広
汎
な
政
治
的
支
持
」
を
確
保
す
る
の
に
対
し
、
執
行
権

は
迅
速
性
と
専
門
性
と
極
秘
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
一
貫
性
に
利
点
を
も
た
ら
す
。Id

.

な
お
議
会
の
有
す
る
利
点
と
し
て
は
執
行
権
と
比
べ
て

相
対
的
な
緩
慢
さ
（slow

ness

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。Id

.
at

1285
n.23.

（
５８
）

W
illiam

M
ichael

T
reanor,

F
a

m
e
,

th
e

F
o
u

n
d

in
g
,

a
n

d
th

e
P

o
w

e
r

to
D

e
c
la

r
e

W
a

r,
82

C
O

R
N

E
L

L
L

.
R

E
V .

695,
696

―97

（1997

）.

こ

れ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、Raoul

B
erger,

A
lexander

B
ickel,

John
H

art
E

ly,
L

ouis
F

isher,
H

arold
K

oh,
L

eonard
L

evy,
C

harles
L

of-

四
〇



gren,
A

rthur
Schlesinger,

Jr.,
W

illiam
V

an
A

lystyne

を
挙
げ
て
い
る
。

（
５９
）

Id
.

at
697

―98.

こ
れ
に
属
す
る
者
と
し
て
、Phillip

B
obbitt,R

obert
B

ork,E
dw

ard
C

orw
in,H

enry
M

onaghan,E
ugene

R
ostow

,R
obert

T
urner,

W
.

M
ichael

R
eism

an,
John

Yoo

を
挙
げ
て
い
る
。
た
だT

reanor

は
両
者
の
制
憲
意
思
の
解
釈
の
争
い
はstalem

ate

（
手
詰
ま
り
）

で
あ
る
と
し
て
、P

roC
on

が
き
ち
ん
と
答
え
て
い
な
い
問
題
、
つ
ま
り
な
ぜ
制
憲
者
が
議
会
だ
け
に
戦
争
を
始
め
る
権
限
を
持
た
せ
よ
う
と
し

た
か
の
説
明
を
進
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
新
た
な
制
憲
意
思
の
解
釈
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
。

（
６０
）

Id
.

at
709

―711.
S

e
e

also,
id

.
nn.90

―94.

（
６１
）
「
歴
史
の
評
決
は
と
き
ど
き
の
司
法
判
断
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
、
大
統
領
は
合
衆
国
外
に
軍
隊
を
使
用
す
る
こ
と
に
独
立
し
た
イ
ニ
シ
ア
テ

ィ
ヴ
を
と
る
広
範
な
権
限
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
筆
者
に
納
得
さ
せ
る
。
大
統
領
が
、
合
衆
国
市
民
や
官
吏
を
、
そ
れ
ら
の
財
産
と
と
も
に
保

護
し
あ
る
い
は
救
出
す
る
た
め
に
軍
艦
を
派
遣
し
、
部
隊
を
上
陸
さ
せ
、
空
輸
を
命
じ
、
さ
も
な
く
ば
戦
闘
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

国
内
法
と
国
際
法
の
両
方
で
疑
問
の
余
地
な
く
解
決
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
大
統
領
が
、
ア
メ
リ
カ
を
攻
撃
し
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
攻
撃

の
差
し
迫
っ
た
脅
威
を
課
す
外
敵
に
対
し
て
軍
事
力
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
明
ら
か
で
あ
る
」。E

m
erson,

su
p

r
a

note
37

at
83.

（
６２
）

L
ouis

F
isher,

L
o
st

C
o
n

stitu
tio

n
a

l
M

o
o
r
in

g
s

:
R

e
c
o
v
e
r
in

g
th

e
W

a
r

P
o
w

e
r,81

IN
D .L

.J.1199,1201

（2006

）.W
iiliam

B
lackstone

のC
om

m
netaries

を
敷
衍
し
て
い
る
。

（
６３
）

フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
の
中
で
本
気
で
王
政
の
可
能
性
を
考
え
た
の
は
Ａ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
み
で
あ
ろ
う
。
ロ
デ
ィ
ッ
ク
・
ナ
ッ
シ
ュ
／
足
立
康

『
人
物
ア
メ
リ
カ
史
（
上
）』（
新
潮
選
書
、
一
九
九
〇
年
）
一
三
四
頁
。

（
６４
）

Yoo

な
ど
を
除
き
学
説
は
、
制
憲
者
は
イ
ギ
リ
ス
憲
法
と
決
別
し
て
議
会
に
他
国
と
の
敵
対
状
態
の
開
始
決
定
権
を
与
え
た
点
で
、
ほ
ぼ
一
致

し
て
い
る
と
す
る
。F

isher,
su

p
r
a

note
62

at
1206

―7.

（
６５
）

共
和
的
と
い
う
の
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
次
の
言
に
基
づ
く
。「
宣
戦
は
最
高
の
主
権
的
特
権
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
本
質
的
に
致
死
的

で
災
い
を
も
た
ら
す
影
響
を
与
え
る
か
ら
、
究
極
の
討
議
を
必
要
と
し
、
さ
ら
に
国
家
の
す
べ
て
の
議
会
の
波
状
的
な
審
査
を
要
求
す
る
の
で

あ
る
。
戦
争
は
最
善
に
評
価
し
て
も
、
最
も
わ
ず
ら
わ
し
い
課
税
と
個
人
的
苦
痛
を
人
民
に
与
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
い
つ
も
傷
害

的
で
、
時
と
し
て
巨
大
な
商
業
的
製
造
的
農
業
的
な
利
益
を
覆
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
国
家
の
繁
栄
を
い
つ
も
巻
き
込
ん
で
、
少
な
か
ら
ず
国

家
の
存
亡
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
、
成
功
し
た
命
令
が
率
い
る
と
こ
ろ
で
は
い
つ
で
も
従
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
軍

事
的
栄
光
の
精
神
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
的
自
由
そ
の
も
の
に
致
命
的
と
な
る
。
…
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
平
和
で
は
な
く
宣
戦
を
な

す
の
は
共
和
国
に
と
っ
て
困
難
な
の
で
あ
る
。
…
立
法
権
限
の
す
べ
て
の
部
門
の
共
同
（cooperation

）
が
、
原
理
と
し
て
、
立
法
の
最
高
の

行
為
で
あ
る
こ
と
に
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」。3

J
O

SE
P

H
S

T
O

R
Y ,

C
O

M
M

E
N

T
A

R
IE

S
O

N
T

H
E

C
O

N
ST

IT
U

T
IO

N
O

F
T

H
E

U
N

IT
E

D
S

T
A

T
E

S
60

―

61

（1833

）。

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）

四
一

（
都
法
五
十
一
―

一
）



（
６６
）

M
ichaelC

airo,T
he

“Im
p

e
r
ia

l
P

r
e
sid

e
n

c
y
”

T
r
iu

m
p

h
a

n
t:W

a
r

P
o
w

e
r
s
in

th
e

C
lin

to
n

a
n

d
B

u
sh

A
d

m
in

istr
a

tio
n

,in
E

X
E

C
U

T
IN

G
T

H
E

C
O

N
ST

IT
U

T
IO

N
:

P
U

T
T

IN
G

T
H

E
P

R
E

SID
E

N
T

B
A

C
K

IN
T

O
T

H
E

C
O

N
ST

IT
U

T
IO

N
199

（C
hirstopher

S.
K

elly
ed.

2006

）.
（
６７
）

P
rakash,

su
p

r
a

note
4

at
302

―3.
（
６８
）

Ａ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
Ｊ
・
ジ
ェ
イ
、
Ｊ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
／
斎
藤
眞
・
武
則
忠
見
訳
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』（
福
村
出
版
、
一
九
九
一
年
）

二
三
五
―

三
六
頁
（
第
四
七
篇
）。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
立
法
権
と
行
政
権
が
同
一
人
あ
る
い
は
同
一
機
関
の
掌
中
に
帰
す
る
と
き
に
は
、
自

由
は
存
し
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
同
一
の
君
主
な
い
し
元
老
院
が
、
専
制
的
な
法
律
を
制
定
し
、
そ
れ
を
専
制
的
な
仕
方
で
執
行
す
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
危
惧
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
」（
強
調
省
略
）
の
言
や
、
当
時
の
諸
邦
の
憲
法
を
引
照
し
て
い
る
。
同
上
書
、
二
三
七
―

四
〇

頁
。

（
６９
）

ト
マ
ス
・
ペ
イ
ン
／
西
川
正
身
訳
『
人
間
の
権
利
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年
）
八
四
頁
。

（
７０
）

同
上
書
、
八
七
頁
。
ペ
イ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
宣
戦
権
を
戦
争
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
手
に
置
い
た
が
、
そ
れ
以

外
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
。
第
三
の
戦
争
を
遂
行
す
る
方
式
は
行
政
部
門
に
ゆ
だ
ね
た
と
し
、「
す
べ
て
の
国
が
こ
の
通
り
に
や
っ
た
な
ら
ば
、

戦
争
な
ど
、
も
は
や
ほ
と
ん
ど
耳
に
し
な
い
で
す
む
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
同
上
。

（
７１
）
「
議
会
は
戦
争
と
平
和
に
つ
い
て
最
後
の
言
葉
を
持
っ
て
い
る
が
、
大
統
領
の
権
限
は
奇
襲
対
処
権
限
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
で
、
そ
れ
は

マ
デ
ィ
ソ
ン
が
「
宣
戦
す
る
」
か
ら
「
戦
争
を
し
か
け
る
（m

ake
w

ar

）」
に
一
条
八
節
の
文
言
を
変
え
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

…
宣
戦
の
な
い
敵
対
状
態
に
つ
い
て
、
憲
法
的
慣
行
の
パ
タ
ー
ン
は
正
式
の
鋭
い
線
を
提
供
し
て
く
れ
て
は
い
な
い
。
宣
戦
さ
れ
な
い
戦
争
を

授
権
す
る
議
会
の
行
為
の
例
は
あ
り
、
そ
こ
で
は
少
な
く
と
も
通
常
は
、
議
会
は
沈
黙
し
て
い
る
。
…
軍
隊
が
使
用
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
場
合

で
議
会
が
正
式
に
沈
黙
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
議
会
と
大
統
領
の
間
の
根
本
的
な
対
峙
を
広
く
示
し
て
い
る
。
持
続
す
る
政
策
を
遂
行
す

る
あ
る
い
は
軍
隊
を
使
用
す
る
合
衆
国
政
府
の
権
限
は
、
議
会
と
大
統
領
が
、
意
図
し
て
で
は
な
い
け
れ
ど
も
協
力
す
る
（cooperate

）
と
き

の
み
、
現
実
に
は
行
使
さ
れ
う
る
。
ア
メ
リ
カ
政
治
の
沈
黙
や
暗
黙
の
取
決
め
（tacit

arrangem
ents

）
は
し
ば
し
ば
、
そ
の
名
目
上
の
処
置

や
文
書
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
」。Eugene

R
ostow

,
G

r
e
a

t
C

a
se

s
M

a
k
e

B
a

d
L

a
w

:
T

h
e

W
a

r
P

o
w

e
r
s

A
c
t,

50
T

E
X .

L
.

R
E

V .
833,

ア
ダ
ム
ズ

865

―66

（1972

）.

協
働
の
典
型
例
が
モ
ン
ロ
ー
大
統
領
とJ.Q

.
A

dam
s

国
務
長
官
が
フ
ロ
リ
ダ
に
関
す
る
問
題
の
処
理
だ
と
す
る
。Id

.
at

857

―

862.

（
７２
）

A
lexander

B
ickel,

C
o
n

g
r
e
ss,

th
e

P
r
e
sid

e
n

t
a

n
d

th
e

P
o
w

e
r

to
W

a
g
e

W
a

r,
48

C
H

I .-K
E

N
T

L
.

R
E

V .
131,

140

―45

（1971

）.

議
会
は

戦
争
と
講
和
に
関
し
て
自
ら
の
権
限
を
再
定
言
し
、
大
統
領
の
権
限
を
再
定
義
す
べ
き
と
主
張
す
る
。Id

.
at

146.

（
７３
）
「
憲
法
の
条
文
と
そ
の
歴
史
は
、
は
っ
き
り
と
大
統
領
を
制
限
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
と
い
う
法
は
わ
れ
わ
れ
の
制
度
に
あ
っ
て
条
文

の
み
で
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
長
く
培
わ
れ
て
き
た
慣
用
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
最
も
初
期
の
慣
行
は
制
憲
者
に
よ
っ

四
二



て
意
図
さ
れ
た
戦
争
作
成
権
限
の
分
割
に
符
合
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
の
慣
行
は
独
立
し
た
大
統
領
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
範
囲

を
広
げ
て
い
く
傾
向
に
あ
る
」。Id

.
at

133.

彼
は
憲
法
一
条
の
議
会
の
権
限
を
定
め
る
必
要
適
切
条
項
を
重
視
し
、
議
会
は
、
大
統
領
が
私
的

に
単
独
で
決
定
す
る
機
関
で
あ
る
の
対
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
仕
組
ま
れ
た
機
関
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
反
映
さ
せ
う
る
制

度
特
性
に
着
目
す
る
。Id

.
at

144.

（
７４
）

John
C

.
Yoo,

W
a

r
a

n
d

C
o
n

stitu
tio

n
a

l
T
e
x

t,
69

U
.

C
H

I .
L

.
R

E
V .

1639

（2002

）.

本
項
の
本
文
の
括
弧
で
は
引
用
し
た
頁
を
記
す
。

（
７５
）

ボ
ー
ク
は
、「
議
会
と
大
統
領
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
は
そ
れ
ら
の
構
造
的
な
能
力
と
限
界
に
従
っ
て
発
展
し
た
。
議
会
は
、
巨
大
な
ス
タ
ッ
フ

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
五
三
五
人
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
り
、
明
ら
か
に
軍
隊
の
使
用
に
迅
速
で
決
定
的
で
柔
軟
な
行
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
す
る
。Id

.
at

1641

―42
nn.6,

7.

（
７６
）

V
irginia

が
批
准
過
程
の
鍵
と
な
る
。
同
州
は
地
理
的
に
も
南
部
と
北
部
に
リ
ン
ク
し
て
お
り
、
指
導
的
な
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
を
し
て
、
同
州

の
承
認
が
な
け
れ
ば
憲
法
は
生
き
残
る
こ
と
が
な
い
と
ま
で
信
じ
せ
し
め
た
。Id

.
at

1657
n.46.

（
７７
）

M
ichael

D
.

R
am

sey,
T
e
x

tu
a

lism
a

n
d

W
a

r
P

o
w

e
r
s,

69
U

.
C

H
I .

L
.

R
E

V .
1543

（2002

）.

（
７８
）

ロ
ッ
ク
は
戦
争
状
態
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
戦
争
状
態
は
、
敵
意
と
破
滅
と
の
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
言
葉
と
行
為
と
に
よ
っ
て
、

感
情
的
に
で
は
な
く
冷
静
沈
着
に
、
他
の
生
命
を
狙
う
と
い
う
こ
と
を
宣
言
す
る
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
こ
の
よ
う
な
企
図
を
宣
言
し
た
相

手
に
対
し
て
、
彼
は
戦
争
状
態
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
」。
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
／
鵜
飼
信
成
訳
『
市
民
政
府
論
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
八
年
）
二
二

頁
（
第
三
章
）。

（
７９
）

マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
宣
戦
条
項
が
大
統
領
権
限
の
チ
ェ
ッ
ク
だ
と
述
べ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
正
式
の
特
定
の
戦
争
作
成
手
続
を
立
法
手
続
と

同
様
に
設
け
る
べ
き
と
主
張
し
た
こ
と
も
な
い
。
む
し
ろ
、
各
部
門
が
そ
の
固
有
の
憲
法
上
の
権
限
の
競
合
と
協
働
に
よ
っ
て
戦
争
政
策
を
発

展
さ
せ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
財
政
と
軍
に
対
す
る
議
会
権
を
強
調
し
た
の
で
あ
り
、
宣
戦
権
に
関
し
て
で
は
な
い
と
す
る
。Yoo,

su
p

r
a

note
74

at
1659

―60.

（
８０
）

議
会
が
仮
に
宣
戦
を
し
て
も
、
大
統
領
は
平
和
交
渉
な
ど
で
敵
対
状
態
を
打
破
し
、
議
会
の
宣
戦
の
令
旨
、
す
な
わ
ち
敵
を
軍
事
攻
撃
せ
よ

と
の
命
令
を
単
に
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。Id

.
at

1673.

（
８１
）

YO
O

,
at

8.

大
統
領
は
宣
戦
を
事
前
に
受
け
て
か
ら
戦
争
を
遂
行
す
る
要
は
な
い
が
、
議
会
は
大
統
領
の
戦
争
の
発
意
に
対
し
て
、
財
政
を
は

じ
め
十
分
な
統
制
手
段
を
憲
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
条
約
と
同
様
に
、
議
会
で
も
裁
判
所
で
も
な
く
、
大
統
領
が
戦
争
の
開
始
や
終
了
の
源

な
の
で
あ
る
。Id

.
at

8

―9.

（
８２
）

M
ichael

D
.

R
am

sey,
T
e
x

t
a

n
d

H
isto

r
y

in
th

e
W

a
r

P
o
w

e
r
s

D
e
b
a

te
:

A
R

e
p

ly
to

P
r
o
fe

s
s
o
r

Y
o
o

,
69

U
.

C
H

I .
L

.
R

E
V .

1685,
1690

（2002

）.R
am

sey

の
文
言
主
義
解
釈
は
、「
一
八
世
紀
の
宣
戦
は
（
正
式
な
公
言
の
意
味
に
加
え
て
）
戦
争
状
態
を
発
意
す
る
敵
対
状
態
行
為
を

ア
メ
リ
カ
議
会
の
戦
争
権
限
（
一
）

四
三

（
都
法
五
十
一
―

一
）



意
味
し
え
た
し
、
正
式
な
戦
争
の
公
言
は
一
八
世
紀
に
は
戦
争
の
法
的
状
態
に
必
須
で
は
な
く
、
む
し
ろ
有
益
だ
が
拘
束
力
の
な
い
伝
達
の
た

め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
工
夫
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
」。Id

.
at

1720.
（
８３
）

F
isher,

su
p

r
a

note
62

at
1213.

「
執
行
権
の
戦
争
権
限
へ
の
不
信
に
は
憲
法
上
の
根
拠
が
あ
る
。
制
憲
者
は
、
大
統
領
が
国
益
で
は
な
く
、

自
分
の
あ
る
い
は
党
派
の
動
機
の
た
め
に
軍
事
力
を
使
用
す
る
の
を
恐
れ
た
の
だ
」。Id

.
at

1250.

（
８４
）

John
C

.
Yoo,

T
h

e
C

o
n

s
titu

tio
n

o
f

P
o
litic

s
b
y

o
th

e
r

M
e
a

n
s

:
T

h
e

O
r
ig

in
a

l
U

n
d

e
r
sta

n
d

in
g

o
f

W
a

r
P

o
w

e
r
s,

84
C

A
L .

L
.

R
E

V .

167,
174

（1996

）.

（
８５
）

Strom
seth,

su
p

r
a

note
49.

こ
れ
は
同
じP

roC
on

の
論
者L

ouis
F

isher

の
著
書
『
大
統
領
の
戦
争
権
限P

residential
W

ar
P

ow
er

』

の
書
評
（review
）
で
あ
る
。
本
項
本
文
の
括
弧
内
の
数
字
は
引
用
頁
で
あ
る
。

（
８６
）

F
isher

は
、
メ
キ
シ
コ
戦
争
で
の
ポ
ー
ク
大
統
領
と
南
北
戦
争
の
リ
ン
カ
ー
ン
を
除
い
て
、
一
九
世
紀
で
は
基
本
的
に
戦
争
権
限
は
議
会
に

あ
っ
た
と
す
る
。F

ISH
E

R ,
su

p
r
a

note
30

at
41.

第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
勿
論
、
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
の
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
邦

人
及
び
外
国
人
救
出
の
と
き
も
授
権
は
な
く
、
議
会
権
限
の
欠
如
で
行
動
す
る
の
が
正
当
化
さ
れ
た
。

Id
.

at
186.

（
８７
）

B
ickel,

su
p

r
a

note
72

at
145

―146.

（
８８
）

E
LY ,

su
p

r
a

note
26

at
6.

一
方
で
、
議
会
は
専
門
性
が
な
い
、
機
能
的
で
な
い
な
ど
の
悔
悛
（penance

）
に
付
き
ま
と
わ
れ
、
相
対
的
に

弱
体
化
す
る
。Strom

seth,
su

p
r
a

note
49

at
906.

（
８９
）

F
ISH

E
R ,

su
p

r
a

note
30

at
45,

185

―88.

（
９０
）

Id
.

at
199.

（
９１
）

E
LY ,

su
p

r
a

note
26

at
87

―88.

（
９２
）

対
話
（dialogue

）
は
「
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
広
く
将
来
の
方
向
を
大
統
領
と
定
期
的
に
議
論
す
る
た
め
に
集
ま
る
さ
ま
ざ
ま
な

議
会
の
諮
問
集
団
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
る
」
と
す
る
。Strom

seth,
su

p
r
a

note
49

at
854

n.345.
P

roE
xe

のE
m

erson

も

同
様
な
指
摘
を
す
る
。「
議
会
は
大
統
領
が
導
か
れ
う
る
認
識
可
能
な
立
場
を
形
成
す
る
政
治
的
動
機
と
感
覚
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
適

切
な
委
員
会
が
重
要
な
問
題
に
ほ
と
ん
ど
全
員
一
致
の
見
解
を
展
開
さ
せ
、
大
統
領
が
上
院
あ
る
い
は
下
院
の
立
場
を
、
何
百
の
、
あ
る
い
は

き
わ
め
て
多
様
な
議
員
の
個
人
的
な
見
解
の
中
か
ら
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
り
は
む
し
ろ
、
集
団
体
と
し
て
明
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
展
開
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
二
つ
の
部
門
は
わ
れ
わ
れ
の
制
憲
者
の
真
の
意
図
に
従
っ
て
、
一
致
し
て
よ

り
よ
く
動
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
」。E

m
erson,

su
p

r
a

note
37

at
88.

（
未
完
）

付
記

本
稿
は
平
成
二
一
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

四
四
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