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介
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岩
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本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

日
本
国
憲
法
及
び
日
本
国
憲
法
に
密
接
に
関
連
す
る
基

本
法
制
に
関
す
る
件（
日
本
国
憲
法
及
び
憲
法
改
正
国

民
投
票
法
の
改
正
を
巡
る
諸
問
題
）

○
森
会
長

こ
れ
よ
り
会
議
を
開
き
ま
す
。

日
本
国
憲
法
及
び
日
本
国
憲
法
に
密
接
に
関
連
す
る
基

本
法
制
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
ま
す
。

本
日
は
、
日
本
国
憲
法
及
び
憲
法
改
正
国
民
投
票
法
の

改
正
を
巡
る
諸
問
題
に
つ
い
て
討
議
を
行
い
ま
す
。

こ
の
討
議
に
つ
き
ま
し
て
は
、
幹
事
会
の
協
議
に
基
づ

き
、
ま
ず
、
各
会
派
一
名
ず
つ
大
会
派
順
に
発
言
し
て
い

た
だ
き
、
そ
の
後
、
各
委
員
が
自
由
に
発
言
を
行
う
こ
と

と
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
ま
ず
、
各
会
派
一
名
ず
つ
に
よ
る
発
言
に

入
り
ま
す
。

発
言
時
間
は
七
分
以
内
と
い
た
し
ま
す
。

発
言
時
間
の
経
過
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
お
む
ね
七
分

経
過
時
に
ブ
ザ
ー
を
鳴
ら
し
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

発
言
は
自
席
か
ら
着
席
の
ま
ま
で
結
構
で
ご
ざ
い
ま

す
。発

言
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
順
次
こ
れ
を
許
し
ま

す
。
新
藤
義
孝
君
。

○
新
藤
委
員

自
民
党
の
新
藤
義
孝
で
す
。

本
日
は
、
先
週
の
審
査
会
で
提
起
い
た
し
ま
し
た
憲
法

九
条
に
関
す
る
論
点
に
つ
き
ま
し
て
、
更
に
意
見
を
申
し

上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
の
九
条
改
正
に
関
す
る
考
え
方
は
、
日
本
国
憲

法
の
三
大
原
理
の
一
つ
で
あ
る
平
和
主
義
を
堅
持
し
、
九

条
一
項
、
二
項
は
変
え
ず
に
、
九
条
の
二
と
し
て
、
前
条

の
規
定
は
、
我
が
国
の
平
和
と
独
立
を
守
り
、
国
及
び
国

民
の
安
全
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
自
衛
の
措
置
を
取
る
こ

と
を
妨
げ
ず
、
そ
の
た
め
の
実
力
組
織
と
し
て
自
衛
隊
を

保
持
す
る
、
こ
の
旨
の
規
定
を
設
け
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

国
民
の
生
命
と
財
産
、
領
土
や
主
権
を
守
り
抜
く
こ
と

は
国
家
最
大
の
責
務
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
国
も
そ
の
固
有

の
権
能
と
し
て
自
衛
権
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
安
全
保
障
に
関
す
る
条
項
は
九

条
の
み
で
あ
り
、
こ
の
条
項
を
も
っ
て
我
が
国
は
国
家
の

自
衛
権
に
基
づ
く
専
守
防
衛
を
う
た
っ
て
い
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
現
行
の
九
条
を
も
っ
て
し
て
国
防
を

規
定
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

現
行
の
九
条
は
、
一
項
で
戦
争
放
棄
、
二
項
で
戦
力
不

保
持
と
交
戦
権
否
認
を
定
め
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
平

和
主
義
と
自
衛
権
行
使
の
在
り
方
に
関
す
る
規
定
で
あ

り
、
国
防
規
定
そ
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
来
で
あ

れ
ば
、
ま
ず
、
国
防
規
定
と
国
防
の
担
い
手
で
あ
る
実
力

組
織
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
り
、
そ
の
上
で
、
現
行
九
条

一
項
、
二
項
の
よ
う
な
、
平
和
主
義
と
自
衛
権
行
使
の
在

り
方
に
関
す
る
規
定
を
置
く
の
が
憲
法
と
し
て
本
来
の
姿

だ
と
思
い
ま
す
。

現
行
憲
法
に
は
、
平
和
主
義
の
規
定
は
あ
っ
て
も
、
主

権
国
家
が
有
す
る
固
有
の
自
然
権
で
あ
る
自
衛
権
に
基
づ

く
国
防
に
関
す
る
規
定
が
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
こ
れ
は
憲
法
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
下
と
い
う
特
異
な

状
況
で
制
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
安
全
保
障
に
関
す
る

規
定
で
あ
る
九
条
に
は
、
そ
の
土
台
と
な
る
は
ず
の
国
防

規
定
が
欠
落
し
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。占

領
下
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
憲
法
が
不
自
然
な
状
態

で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
、
既
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
上
位
機
関
で
あ

る
極
東
委
員
会
も
認
識
を
し
て
い
た
節
が
ご
ざ
い
ま
す
。

極
東
委
員
会
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
を
通
じ
、
日
本
政
府
に
対
し
、
憲

法
施
行
後
一
年
以
上
二
年
以
内
に
改
正
の
要
否
を
再
検
討

す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
日
本
国
憲
法
が
日
本
国
民
の
自

由
意
思
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

の
国
民
投
票
を
行
っ
て
は
ど
う
か
と
の
意
思
を
示
し
て
い

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

結
果
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
国
民
投
票
は
実
施
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
日
本
国
民
の
憲
法
に
関
す
る
意
思
表
明
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
当
時
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
担
当
者
の

証
言
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
実
際
に
日
本

国
憲
法
の
起
草
に
携
わ
っ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
ス
タ
ッ
フ
の
ミ
ル
ト

ン
・
エ
ス
マ
ン
氏
は
、
日
本
国
憲
法
は
外
国
人
が
作
っ
た

も
の
で
、
日
本
国
民
が
受
け
入
れ
て
く
れ
る
と
は
思
え

ず
、
占
領
が
終
わ
っ
た
ら
残
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
と

述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
プ
ー
ル
氏
も
、

日
本
国
憲
法
が
全
く
修
正
を
加
え
る
こ
と
な
く
五
十
年
続

い
た
こ
と
に
驚
い
て
い
る
、
日
本
の
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と

う
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
一
九
九
七
年
に
憲
法
調
査
委
員
会
設
置
推
進

議
員
連
盟
が
憲
政
記
念
館
で
開
催
し
た
憲
法
施
行
五
十
年

を
記
念
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の
発
言
で
あ
り
、
亡
き
中
山

太
郎
先
生
と
と
も
に
、
私
も
チ
ャ
ー
タ
ー
メ
ン
バ
ー
と
し

て
こ
の
運
営
に
は
関
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
発
言

を
、
当
時
、
驚
き
と
と
も
に
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
二
十
五
年
前
の
日
本
の
国
会
に
お
い
て
は
、

憲
法
改
正
の
議
論
を
行
う
場
す
ら
な
く
、
憲
法
改
正
に
つ

い
て
発
言
す
る
こ
と
す
ら
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
よ
う
な
状
況

だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
振
り
返
る
と
、
私
た
ち
自
民
党
が
提
案

し
て
い
る
国
防
規
定
と
自
衛
隊
を
明
記
す
る
九
条
改
正
の

た
た
き
台
素
案
は
、
ま
さ
し
く
、
占
領
下
で
制
定
さ
れ
た

憲
法
の
欠
落
を
補
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
お
分
か
り
い
た

だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

第
二
百
十
一
回
国
会

衆

議

院

憲

法
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会
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号

憲
法
審
査
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号

令
和
五
年
四
月
十
三
日

一



い
、
緊
急
集
会
が
暫
定
的
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
国

会
と
同
等
の
権
限
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
、

こ
う
い
う
発
言
を
彼
も
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
違
い

は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
理
解
を
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
と
も
う
一
点
、
先
ほ
ど
、
山
口
代
表
の
発
言
を
通

じ
て
、
衆
議
院
の
解
散
は
総
理
の
専
権
事
項
か
と
い
う
お

話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
総
理
の
専
権
事
項
で
あ
る
と
認
識

を
し
て
お
り
ま
す
。
仮
に
恣
意
的
な
解
散
が
行
わ
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
そ
の
直
後
の
総
選
挙
に
お
い
て
国

民
の
厳
し
い
審
判
を
受
け
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

○
吉
田（
宣
）委
員

公
明
党
の
吉
田
で
す
。

御
指
名
い
た
だ
き
ま
し
て
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

前
回
、
私
か
ら
は
、
前
議
員
の
身
分
復
活
の
論
点
及
び

緊
急
政
令
、
緊
急
財
政
処
分
の
論
点
に
つ
き
意
見
表
明
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
後
に
、
憲
法
裁
判
所
に
つ
い
て
も
意

見
表
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

緊
急
事
態
条
項
に
つ
い
て
は
、
三
月
九
日
に
自
民
党
新

藤
筆
頭
か
ら
示
さ
れ
た
論
点
整
理
と
残
さ
れ
た
論
点
に
つ

き
、
論
点
も
整
理
さ
れ
、
五
会
派
の
意
見
も
出
そ
ろ
い
、

日
本
維
新
の
会
、
国
民
民
主
党
、
有
志
の
会
か
ら
は
共
同

の
条
文
案
も
示
さ
れ
る
な
ど
、
議
論
が
進
捗
を
し
て
お
り

ま
す
。
ま
ず
、
三
会
派
に
よ
る
条
文
作
成
ま
で
の
御
努
力

に
深
く
敬
意
を
表
し
ま
す
。

さ
て
、
残
さ
れ
た
論
点
の
う
ち
、
五
会
派
に
よ
る
結
論

が
共
通
し
て
い
な
い
論
点
が
、
緊
急
事
態
認
定
に
対
す
る

国
会
の
関
与
に
つ
い
て
、
過
半
数
で
足
り
る
と
す
る
か
特

別
多
数
を
要
す
る
か
と
い
う
議
決
要
件
の
論
点
、
裁
判
所

の
関
与
が
必
要
か
と
い
う
論
点
、
緊
急
政
令
、
緊
急
財
政

処
分
と
い
う
論
点
で
す
。

こ
の
点
、
裁
判
所
の
関
与
が
必
要
か
と
い
う
論
点
に
つ

い
て
は
、
必
要
と
す
る
三
会
派
に
つ
い
て
は
、
憲
法
裁
判

所
か
最
高
裁
判
所
か
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も

事
後
統
制
と
す
る
こ
と
で
共
通
で
す
。

ま
ず
、
憲
法
裁
判
所
の
採
用
に
つ
い
て
は
弊
職
も
研
究

を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
極
め
て
大
き

な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
時
間
を
要
し
て
お
り
ま
す
。
我
が
党

の
北
側
幹
事
か
ら
先
週
意
見
表
明
が
ご
ざ
い
ま
し
た
と
こ

ろ
の
、
少
な
く
と
も
緊
急
事
態
に
お
け
る
議
員
任
期
延
長

の
課
題
と
は
切
り
離
し
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
意
見

に
私
も
同
意
を
い
た
し
ま
す
。

憲
法
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
進
捗
に
照
ら
し
、

適
切
な
時
期
に
、
複
数
回
に
わ
た
り
、
集
中
し
て
議
論
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
御
対
応
を
望
み

た
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
御
判
断
は
、
森
会
長
の

下
、
幹
事
会
に
御
一
任
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

そ
の
上
で
、
裁
判
所
に
よ
る
事
後
統
制
を
図
る
上
で
、

同
じ
く
、
先
週
北
側
幹
事
か
ら
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
、

客
観
訴
訟
を
提
起
で
き
る
よ
う
な
法
整
備
を
検
討
す
る
こ

と
も
傾
聴
に
値
す
る
と
存
じ
ま
す
の
で
、
申
し
述
べ
て
お

き
ま
す
。

緊
急
事
態
認
定
に
対
し
て
、
憲
法
保
障
を
実
現
す
る
と

い
う
観
点
か
ら
は
、
裁
判
所
の
関
与
を
必
要
と
す
る
三
会

派
と
も
軌
を
一
に
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
論
点
は
、
既
に
十
分
議
論
が
尽
く
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。
具
体
的
な
文
言
の

検
討
を
行
う
べ
き
段
階
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
既
に
、
自
民
党
、
日
本
維
新
の
会
・
国
民
民
主

党
・
有
志
の
会
の
三
会
派
か
ら
は
具
体
的
な
文
言
も
示
さ

れ
て
お
り
ま
す
し
、
我
が
党
も
、
北
側
幹
事
の
発
言
、
意

見
表
明
の
中
で
具
体
的
な
文
言
を
提
示
し
て
い
る
部
分
も

ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
旨
、
御
提
案
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ

ま
す
の
で
、
森
会
長
に
お
取
り
計
ら
い
の
ほ
ど
、
お
願
い

し
た
く
存
じ
ま
す
。

以
上
で
私
の
発
言
を
終
わ
り
ま
す
。

○
森
会
長

御
提
案
の
件
に
つ
い
て
は
、
幹
事
会
等
で
協

議
を
い
た
し
ま
す
。

○
熊
田
委
員

自
由
民
主
党
の
熊
田
裕
通
で
す
。

発
言
の
機
会
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
は
、
憲
法
改
正
議
論
の
本
丸
で
あ
る
九
条
、
特
に
自

衛
隊
明
記
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
抱
い
て
き
た
思
い
を
述

べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
憲
法
は
国
民
の
も
の
で
あ
り
ま

す
。
憲
法
は
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
、
自
分
た
ち
が
、

自
分
た
ち
が
生
き
る
社
会
を
運
営
す
る
仕
組
み
を
定
め
、

こ
れ
に
よ
っ
て
自
由
と
権
利
を
守
り
、
そ
し
て
自
分
た
ち

が
目
指
す
社
会
の
在
り
方
、
理
想
の
姿
を
示
す
と
い
う
重

要
な
役
割
が
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
は
、
国
民
一
人
一
人

に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
条
文
に
つ
い
て
、
こ
の
よ

う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
誰
も
が
同
じ
こ
と
を
思

い
浮
か
べ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ

り
ま
す
。
果
た
し
て
、
現
行
憲
法
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

私
の
事
務
所
で
は
、
県
会
議
員
時
代
か
ら
、
毎
年
、
学

生
の
イ
ン
タ
ー
ン
を
受
け
入
れ
、
政
治
の
最
前
線
を
経
験

し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
参
加
す
る
イ
ン
タ
ー
ン
の

学
生
と
は
様
々
な
議
論
を
い
た
し
ま
す
。
特
に
、
最
近
で

は
、
安
全
保
障
関
連
や
憲
法
に
つ
い
て
の
お
話
も
し
ま

す
。
そ
の
多
く
の
学
生
が
、
九
条
が
あ
る
の
に
、
ど
う
し

て
自
衛
隊
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
抱
い
て
お
り
ま

す
。
こ
の
疑
問
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
築
き
上
げ
ら
れ
て
き

た
政
府
解
釈
を
基
に
説
明
を
す
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か

難
し
い
作
業
で
す
。

こ
の
政
府
解
釈
と
は
、
九
条
は
そ
の
文
言
か
ら
す
る

と
、
武
力
の
行
使
を
一
切
禁
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

が
、
前
文
の
平
和
的
生
存
権
や
十
三
条
の
幸
福
追
求
権
を

踏
ま
え
て
憲
法
全
体
を
整
合
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
自
国
の

平
和
と
安
全
を
維
持
し
、
そ
の
存
立
を
全
う
す
る
た
め
に

必
要
な
自
衛
の
た
め
の
措
置
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
到

底
解
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
九
条
の

平
和
主
義
の
下
で
は
、
自
衛
の
措
置
が
無
制
限
に
認
め
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
必
要
最
小
限
度
の
範
囲
に
と
ど
ま

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
九
条
二
項
は
戦
力
の
保

持
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
こ
の
自
衛
の
措
置
を
裏
づ
け
る

必
要
最
小
限
度
の
実
力
の
保
持
ま
で
も
禁
止
す
る
趣
旨
で

は
な
く
、
必
要
最
小
限
度
の
実
力
組
織
と
し
て
自
衛
隊
の

保
持
は
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
説
明
の
際
に
は
も
っ
と
分
か
り
や
す
い
表

現
を
使
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
政
治
に
関
心
を
持
ち
、

そ
れ
な
り
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
学
生
の

イ
ン
タ
ー
ン
で
さ
え
、
難
し
い
と
一
言
、
言
葉
を
失
い
ま

す
。
私
も
そ
の
姿
を
見
て
、
言
葉
を
失
い
ま
す
。

多
く
の
国
民
の
皆
様
に
と
っ
て
も
、
自
衛
隊
と
九
条
の

関
係
が
分
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で

し
ょ
う
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、
憲
法
は
国
民
の
も
の
で

す
。
そ
も
そ
も
、
条
文
を
読
む
だ
け
で
は
理
解
が
で
き

ず
、
説
明
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

国
民
全
て
が
憲
法
、
法
律
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
社
会
の
あ
り
よ
う
を
示
す
憲
法
が
国
民
に
と
っ
て
分

か
り
に
く
い
も
の
で
あ
っ
て
は
、
政
治
の
主
役
で
あ
る
は

ず
の
国
民
を
政
治
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
い
ま
す
。
分
か
り

に
く
い
か
ら
人
々
が
政
治
か
ら
遠
ざ
か
り
、
遠
ざ
か
る
か

ら
人
々
に
よ
り
分
か
り
に
く
く
な
る
、
こ
の
悪
循
環
を
断

ち
切
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

で
は
、
九
条
と
自
衛
隊
の
関
係
に
つ
い
て
、
分
か
り
に

く
さ
を
ど
う
解
消
す
る
か
、
そ
れ
が
自
衛
隊
の
明
記
だ
と

思
い
ま
す
。
分
か
り
に
く
い
解
釈
を
な
く
し
て
も
、
憲
法

を
読
む
だ
け
で
、
疑
問
を
抱
か
ず
に
自
衛
隊
が
あ
る
こ
と

を
理
解
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
改
正
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

本
日
は
、
憲
法
は
国
民
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
も
の

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
憲
法
改
正
議
論
に
は
こ
の
視
点

を
欠
か
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
皆
様
と
共
有
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
く
、
意
見
を
申
し
述
べ
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
本
審
査
会
が
安
定
的
に
開
催
さ
れ
、
国
民

の
た
め
の
憲
法
改
正
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
を
期

待
い
た
し
ま
し
て
、
私
の
発
言
と
い
た
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
大
島
委
員

憲
法
審
査
会
委
員
の
大
島
で
す
。

憲
法
審
査
会
で
の
皆
様
の
御
発
言
に
、
心
よ
り
敬
意
を

表
し
ま
す
。

憲
法
改
正
と
党
議
拘
束
の
関
係
に
つ
い
て
、
私
の
意
見

を
述
べ
ま
す
。
私
の
考
え
に
基
づ
く
発
言
で
あ
り
、
会
派

を
代
表
し
て
の
意
見
で
な
い
こ
と
は
御
理
解
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

ふ
だ
ん
、
私
た
ち
国
会
議
員
は
、
政
党
政
治
の
下
、
政

党
会
派
単
位
で
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
法
案
の
採
決
に
当

た
っ
て
は
党
議
拘
束
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
ふ
だ
ん
の
政
治
活
動
の
あ
り
よ
う
は
、
憲
法
改
正
議

論
に
は
完
全
に
は
な
じ
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま

す
。そ

も
そ
も
憲
法
と
は
、
い
か
な
る
政
党
が
政
権
に
就
い
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た
と
し
て
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
共
通
の
ル
ー
ル
を

定
め
た
国
家
の
基
本
で
す
。
つ
ま
り
、
立
法
政
策
や
行
政

統
制
を
め
ぐ
る
日
々
の
政
治
を
行
う
た
め
の
土
台
を
形
作

る
の
が
憲
法
で
す
か
ら
、
そ
の
改
正
議
論
は
与
野
党
対
決

型
の
通
常
の
議
論
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
憲
法
改
正
議
論
は
、
党
派
性
を
重
ん
じ

な
が
ら
も
、
与
野
党
の
枠
を
超
え
た
個
々
の
議
員
の
識
見

の
積
み
重
ね
に
よ
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

こ
の
点
、
我
々
に
は
、
か
つ
て
、
党
議
拘
束
を
外
し
て

採
決
に
臨
ん
だ
経
験
が
あ
り
ま
す
。
二
〇
〇
九
年
の
臓
器

移
植
法
の
制
定
、
採
決
の
際
、
死
生
観
に
関
わ
る
問
題
は

政
党
政
治
で
は
国
民
意
識
を
酌
み
取
り
に
く
い
と
し
て
、

多
く
の
政
党
で
党
議
拘
束
が
外
さ
れ
ま
し
た
。
我
々
国
会

議
員
は
、
法
案
へ
の
賛
否
を
ふ
だ
ん
か
ら
よ
く
考
え
て
決

め
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
は
、
党
議
拘
束
が
外
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
特
に
よ
く
考
え
た
こ
と
、
そ
し
て
大
い
に

悩
ん
だ
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
個
々
の
議

員
の
識
見
が
発
露
さ
れ
た
瞬
間
で
し
た
。

臓
器
移
植
の
在
り
方
は
個
人
の
倫
理
観
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
ま
た
、
憲
法
改
正
は
選
挙
で
争
わ

れ
に
く
い
国
の
あ
り
よ
う
を
問
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
い
ず
れ
も
個
々
の
議
員
の
識
見
に
よ
る
べ
き
だ
と
い

う
点
で
共
通
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
憲
法
学
に
お
い
て
も
、
議
員
と
国
民
の
近
接
性

が
民
主
主
義
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
り
、

我
々
国
会
議
員
は
、
選
挙
区
の
人
々
と
の
結
び
つ
き
を
強

く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

憲
法
改
正
議
論
に
当
た
っ
て
は
、
選
挙
で
自
分
に
投
票
し

て
い
た
だ
い
た
人
も
、
そ
う
で
な
い
人
も
、
今
を
生
き
る

世
代
も
、
将
来
生
ま
れ
て
く
る
世
代
も
含
め
、
国
民
の
も

ろ
も
ろ
の
各
層
全
体
を
代
表
す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
し
た
上
で
、
個
々
の
議
員
が
日
本
の
あ
り
よ
う
を
よ
く

考
え
、
よ
く
悩
む
こ
と
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
も
、
憲
法
改
正
原
案
の
採
決
に
は
党
議
拘

束
を
外
す
べ
き
と
の
意
見
を
述
べ
て
、
私
の
意
見
と
い
た

し
ま
す
。

私
の
考
え
に
基
づ
く
意
見
で
あ
り
、
会
派
を
代
表
し
て

の
意
見
で
は
な
い
こ
と
は
御
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。

○
森
会
長

予
定
し
た
時
間
が
経
過
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
討
議
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
た
だ
い
ま
与
野
党

の
筆
頭
間
で
協
議
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
幹
事
会
等
に
お
い
て
対
応

を
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

こ
れ
に
て
討
議
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

次
回
は
、
公
報
を
も
っ
て
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
と
し
、

本
日
は
、
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
一
時
三
十
六
分
散
会

憲
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