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は
じ
め
に

　
国
会
改
革
は
新
し
い
問
題
で
は
な
い
。
遠
く
は
帝
国
議
会
の
時

代
に
も
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
の
「
議
会
振
粛
要
綱
」
を
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

め
と
す
る
議
会
改
革
の
試
み
が
存
在
し
た
し
、
戦
後
は
一
九
四
七

（
昭
和
二
二
）
年
の
国
会
法
制
定
の
直
後
か
ら
、
絶
え
間
な
く
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

会
改
革
論
議
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
戦
後
五
〇
年
の

間
、
継
続
的
に
活
発
な
論
議
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
国
会

議
員
の
汚
職
や
国
会
内
で
の
乱
闘
事
件
の
発
生
な
ど
を
き
っ
か
け

と
し
て
改
革
論
議
が
高
ま
り
、
数
年
後
に
は
沈
静
化
す
る
と
い
う

経
過
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
は
日
本
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
諸
外
国
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

議
会
で
も
類
似
の
現
象
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。
行
政
国
家
化
が
進

行
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
議
会
の
機
能
回
復
は
各
国
の
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
、

に
共
通
す
る
「
永
遠
の
課
題
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
不
祥

事
の
発
生
を
き
っ
か
け
と
し
て
繰
り
返
し
議
会
改
革
論
議
が
再
燃

す
る
の
は
む
し
ろ
当
然
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
の
自
民
党
政
権
崩
壊
は
国

会
改
革
論
議
に
も
新
し
い
展
開
を
も
た
ら
し
た
。
従
来
の
国
会
改

革
論
議
は
、
効
率
的
に
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
行
政

（
内
閣
お
よ
び
官
僚
組
織
）
に
対
抗
し
て
、
い
か
に
国
会
の
地
位

を
高
め
る
か
、
ど
の
よ
う
に
国
会
の
独
自
性
を
発
揮
す
る
か
に
焦

点
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
現
在
は
、
逆
に
行
政
の
機

能
不
全
が
指
摘
さ
れ
、
政
策
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
役
割
を

国
会
に
期
待
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う

な
「
国
会
待
望
論
」
は
、
単
に
政
権
交
代
後
の
過
渡
的
現
象
と
し
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て
浮
上
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
す
で
に
多

く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
政
治
・

行
政
シ
ス
テ
ム
全
体
が
転
換
期
を
迎
え
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の

「
追
い
つ
き
追
い
越
せ
」
型
の
目
標
に
代
わ
る
国
家
自
標
を
見
出

せ
ず
に
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
国
会
に
新
た
な
国

家
目
標
構
築
の
期
待
が
か
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
最
近
、
議
員
立
法
に
再
び
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
の
も
、
「
国

会
待
望
論
」
の
ひ
と
つ
の
現
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
官
僚

制
に
新
し
い
理
念
の
創
出
を
期
待
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
議
員
立

法
の
果
た
す
役
割
が
大
き
く
な
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
ま
た
、

一
方
に
は
、
自
民
党
政
権
崩
壊
後
、
現
在
ま
で
の
歴
代
内
閣
が
公

約
と
し
て
い
る
「
地
方
分
権
」
と
「
規
制
緩
和
」
が
、
官
僚
制
の

抵
抗
に
あ
づ
て
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
地

方
分
権
や
規
制
緩
和
は
、
事
柄
の
性
質
上
、
従
来
の
官
僚
制
に
よ

る
政
策
立
案
に
期
待
す
る
の
が
困
難
な
分
野
で
あ
り
、
議
員
立
法

の
手
法
を
活
用
し
て
実
現
を
図
ろ
う
と
い
う
意
見
は
説
得
力
を

（
5
）

持
つ
。

　
し
か
し
、
地
方
分
権
の
よ
う
に
内
閣
の
公
約
と
し
て
掲
げ
ら
れ

て
い
る
重
要
政
策
で
あ
り
、
か
つ
既
存
の
法
体
系
の
全
般
に
わ
た

る
手
直
し
を
要
す
る
改
革
を
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
議
員
提
出

法
案
を
主
体
と
し
て
取
り
組
む
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
議

院
内
閣
制
を
採
用
し
て
い
る
日
本
の
国
会
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ

並
み
に
議
員
立
法
を
主
体
と
す
る
政
策
決
定
が
果
た
し
て
可
能
な

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
本
当
に
望
ま
し
い
こ
と
な
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
疑
問
も
わ
く
。

　
公
約
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
重
要
な
政
策
は
、
内
閣
、
特
に
内
閣

総
理
大
臣
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
具
体
化
し
て
い
く
の
が
本

来
の
姿
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
議
院
内
閣
制
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

く
、
大
統
領
制
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
大
統
領
の
重
要
政
策

に
関
連
す
る
法
案
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
実
質
的
に
は
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

政
府
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
縦
割
り
の
官
僚
組
織
の
抵
抗

を
廃
し
て
政
策
を
実
行
に
移
す
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
た
多
く
の
論

者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
強
化
こ
そ

　
　
　
　
（
7
）

が
重
要
で
あ
る
。
「
官
」
に
対
す
る
「
政
」
の
影
響
力
強
化
に
賛

同
す
る
に
し
て
も
、
こ
の
場
合
の
「
政
」
は
、
国
会
で
あ
る
よ
り

も
ま
ず
内
閣
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
国
会
改
革
が
不
要
だ
と
い
う

の
で
は
な
い
し
、
議
員
立
法
活
用
論
を
全
面
的
に
否
定
す
る
わ
け

で
も
な
い
。
国
会
の
現
状
が
「
討
論
の
場
」
に
値
し
な
い
こ
と
は

周
知
の
事
実
で
あ
り
、
社
会
全
体
の
転
換
期
に
あ
っ
て
、
国
会
の
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機
能
回
復
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ

う
。
問
題
は
、
国
会
改
革
は
何
を
目
的
と
す
る
の
か
、
国
会
が
目

標
と
す
る
理
想
像
と
は
何
・
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
議
院
内
閣
制
下
の
議
会
に
お
い
て
は
、
与
党
と
し
て
活
動
す
る

の
か
、
野
党
と
し
て
活
動
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
会
派
の
一
員

と
し
て
行
動
す
る
の
か
、
議
員
個
人
と
し
て
行
動
す
る
の
か
に
よ

っ
て
、
議
員
の
活
動
の
あ
り
方
に
決
定
的
な
違
い
が
生
じ
る
。
い

い
か
え
れ
ば
、
議
院
内
閣
制
の
も
と
で
は
、
与
党
会
派
に
期
待
さ

れ
る
役
割
と
野
党
会
派
に
期
待
さ
れ
る
役
割
、
そ
し
て
議
員
個
人

に
期
待
さ
れ
る
役
割
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
国
会
改
革
論
議
な
い
し
国
会
活
性
化
論
に
お
い
て
は
、

こ
の
区
別
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
議
員
立
法

活
用
論
を
含
む
従
来
の
国
会
活
性
化
論
で
は
、
国
会
内
で
の
活
動

主
体
に
よ
る
役
割
の
違
い
を
十
分
考
慮
せ
ず
、
一
括
し
て
「
国

会
」
の
活
性
化
を
論
じ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
に
、
議
論
の
混

乱
を
招
い
た
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
本
稿
で
は
、
上
述
の
観
点
か
ら
、
国
会
改
革
論
議
の
再
整
理
を

試
み
、
あ
わ
せ
て
今
後
の
議
員
立
法
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

国
会
改
革
の
目
的

　
ま
ず
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、
国
会
改
革
論
議
の
対
象
と
な
る

国
会
の
活
動
の
範
囲
を
あ
ら
か
じ
め
限
定
し
て
お
き
た
い
。

　
国
会
改
革
論
議
は
、
現
実
の
国
会
が
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い

と
の
認
識
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
い
わ
ぱ
国
会
に
対
す
る
批
判
的

評
価
を
暗
黙
の
前
提
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
、
主
と
し

て
政
治
学
者
の
間
で
、
日
本
の
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
国
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

果
た
し
て
い
る
役
割
を
再
評
価
す
る
見
解
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
見
解
は
、
与
党
内
部
の
政
策
決
定
過
程
や
与
野
党
間
の
裏

面
交
渉
な
ど
国
会
外
の
立
法
過
程
を
も
視
野
に
入
れ
た
う
え
で
、

国
会
議
員
の
（
そ
し
て
議
員
の
集
合
体
で
あ
る
国
会
の
）
機
能
を

高
く
評
価
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
議
院
の
内
部
で
の
議
員
の
公
的
活
動

（
討
論
、
質
問
、
投
票
、
法
案
提
出
な
ど
）
に
限
定
し
て
、
国
会

の
活
性
化
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
は
、
国
会
の
特
性
に

つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
認
識
に
も
と
づ
く
。

　
国
会
を
他
の
政
府
機
関
と
異
な
る
存
在
に
し
て
い
る
の
は
、
①

国
民
の
直
接
選
挙
に
よ
う
て
選
出
さ
れ
た
議
員
を
メ
ン
バ
ー
と
す

る
こ
と
と
、
②
公
開
の
討
論
の
場
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
現
実
の
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国
会
は
、
②
の
側
面
が
欠
落
し
て
い
る
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、

き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
り
、
国
会
議
員
が
行
使
し
て
い
る
事
実
上

の
影
響
力
を
知
る
た
め
に
は
、
裏
面
活
動
の
実
態
の
研
究
が
不
可

欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
に
現
れ
な
い
議
員
活
動
の
影
響
力
を

「
国
会
」
の
影
響
力
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
国
会

機
能
の
う
ち
②
の
側
面
の
軽
視
に
つ
な
が
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で

い
る
と
は
い
え
ま
い
か
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
公
開
の
討
論
の
場

と
い
う
国
会
の
特
色
を
重
視
し
、
あ
え
て
対
象
を
議
院
内
の
公
的

活
動
に
限
定
し
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
で
は
、
国
会
改
革
は
何
を
目
的
と
す
る
の
か
。
国
会
の
あ
る
べ

き
姿
と
は
何
な
の
か
。
国
会
改
革
の
処
方
菱
は
す
で
に
出
尽
く
し

た
感
が
あ
る
が
、
個
々
の
提
案
が
ど
の
よ
う
な
国
会
像
を
目
標
と

し
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
議
院
内
閣
制
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
に
、
国
会
改

革
の
目
的
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
ま
で
の
改
革
論
議
を
整
理
し
て

お
く
。

　
か
つ
て
、
自
民
党
長
期
政
権
下
に
お
い
て
実
現
を
み
た
国
会
改

革
の
ほ
と
ん
ど
は
、
当
然
な
が
ら
与
党
側
か
ら
の
提
案
に
基
づ
く

も
の
で
あ
り
、
自
曲
討
議
制
の
廃
止
や
発
議
の
人
数
要
件
強
化
な

ど
の
よ
う
に
、
国
会
審
議
の
効
率
化
な
い
し
は
政
府
優
位
の
国
会

運
営
の
確
保
を
目
的
と
す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
た
。
も
と

よ
り
審
議
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
し
、
帝
国
議
会

時
代
と
は
異
な
り
現
在
の
政
府
は
国
会
自
身
が
選
出
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
審
議
に
お
け
る
政
府
の
指
導
力
確
保
を
直
ち
に
反
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

主
的
と
み
な
す
の
は
誤
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
単
に
法
案
を
迅
速

に
可
決
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
な
ら
、
国
会
の
存
在
意
義
が
問
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
国
会
改
革
の
目
的
と
し
て
は
、
効
率
的
で
か
つ

内
容
の
充
実
し
た
審
議
の
実
現
を
め
ざ
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
ま
た
同
時
に
、
各
政
党
あ
る
い
は
各
議
員
は
そ
れ
ぞ
れ
有
権
者

の
異
な
る
意
見
を
代
表
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
十
分
な
発

言
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
議
会
内

の
民
主
化
が
国
会
改
革
の
第
二
の
目
的
と
な
る
。
た
だ
し
、
小
会

派
や
議
員
個
人
の
発
言
の
機
会
を
増
や
す
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ

て
、
国
会
審
議
全
体
の
効
率
化
を
害
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
つ

ま
り
、
国
会
改
革
は
、
効
率
化
と
民
主
化
と
い
う
必
ず
し
も
両
立

し
が
た
い
二
つ
の
目
的
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
議
員
活
動
の
公
開
の
問
題
も
重
要
で
あ
る
。
「
公
開

の
討
論
の
場
」
と
い
う
議
会
の
性
格
を
考
え
れ
ば
当
然
で
は
あ
る

が
、
国
会
議
員
の
活
動
内
容
を
国
民
に
公
開
し
、
国
民
の
批
判
を

仰
ぐ
こ
と
は
、
国
会
改
革
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
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日
本
で
は
こ
れ
ま
で
国
会
の
公
開
性
の
問
題
に
十
分
な
注
意
が
払

わ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
、
効
率
化
、
民
主

化
と
並
ぶ
第
三
の
目
的
と
し
て
公
開
化
を
あ
げ
て
お
く
。

　
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
の
リ
ー
ゼ
ル
バ
ッ
ク
は
、
ア
メ
リ
カ
連
邦

議
会
に
お
け
る
議
会
改
革
の
目
標
と
し
て
責
任
遂
行
能
力
（
冨
叩

○
昌
色
巨
耳
）
、
応
答
性
（
亮
名
o
冨
～
彗
①
鶉
）
、
説
明
義
務
（
曽
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

8
冒
冨
σ
彗
ξ
）
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
ほ

ぼ
効
率
化
、
民
主
化
、
公
開
化
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。
リ

ー
ゼ
ル
バ
ッ
ク
の
議
論
を
参
考
に
、
．
国
会
改
革
論
議
を
整
理
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ば
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

ω
責
任
遂
行
能
力
－
審
議
の
効
率
と
充
実

　
従
来
の
効
率
性
向
上
論
で
は
、
行
政
府
か
ら
見
た
効
率
、
；
冒

で
い
え
ば
政
府
提
出
法
案
を
い
か
に
迅
速
に
可
決
す
る
か
と
い
う

側
面
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
い
う
責
任
遂
行
能
カ

は
単
に
能
率
的
に
審
議
を
進
め
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
審
議

の
内
容
を
充
実
さ
せ
、
国
会
と
し
て
の
職
務
を
果
た
す
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

　
具
体
的
に
は
、
審
議
時
間
の
確
保
（
通
年
会
期
制
の
採
用
、
予

算
委
員
会
の
総
括
質
疑
に
全
閣
僚
を
く
ぎ
づ
け
に
す
る
慣
行
の
廃

止
、
委
員
会
定
例
日
の
弾
力
化
な
ど
）
、
審
議
の
改
善
（
議
員
同

士
の
討
論
を
活
発
化
す
る
た
め
の
質
疑
の
あ
り
方
の
検
討
な
ど
）
、

行
政
統
制
機
能
の
強
化
（
国
政
調
査
権
の
再
検
討
）
の
ほ
か
、
議

員
活
動
の
支
援
体
制
の
強
化
（
補
佐
機
構
の
充
実
、
議
員
秘
蕃
制

度
の
強
化
、
諸
手
当
の
増
額
な
ど
）
の
問
題
も
こ
こ
に
含
め
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ω
応
答
性
の
向
上
－
民
主
化

　
応
答
性
と
は
、
有
権
者
が
一
票
を
投
じ
て
国
会
に
送
り
出
し
た

代
表
で
あ
る
議
員
が
有
権
者
の
意
思
を
十
分
に
反
映
し
て
活
動
し

て
い
る
か
ど
う
か
、
ま
た
有
権
者
と
議
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

冒
ン
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
概
念
で
あ
る
。

そ
の
前
提
と
し
て
は
有
権
者
の
意
思
を
的
確
に
反
映
す
る
選
挙
制

度
が
重
要
で
あ
る
が
、
国
会
内
で
は
、
特
に
少
数
会
派
や
議
員
個

人
の
活
動
の
自
由
の
保
障
が
課
題
と
な
る
。
議
員
の
法
案
提
出
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜆
）

の
保
障
や
質
問
制
度
の
改
善
は
、
応
答
性
の
向
上
に
役
立
つ
と
考

え
ら
れ
る
。
自
由
討
議
制
の
復
活
も
、
よ
り
国
民
の
関
心
に
直
結

し
た
か
た
ち
で
討
論
を
活
発
化
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
り
得
る
か

も
し
れ
な
い
。

㈹
説
明
義
務
－
国
会
情
報
の
公
開

　
国
民
代
表
機
関
で
あ
る
国
会
の
性
格
上
、
国
会
審
議
に
関
す
る

情
報
（
国
会
が
入
手
し
た
行
政
情
報
を
含
む
）
は
、
最
大
限
公
開
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さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
会
情
報
セ
ン
タ
ー
の
設
置
は
、
国

会
情
報
の
公
開
を
促
進
す
る
効
果
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
国

会
議
員
が
有
権
者
に
対
し
て
自
ら
の
行
動
を
説
明
す
る
と
い
う
観

点
か
ら
は
、
個
々
の
議
員
の
活
動
状
況
の
公
表
や
政
治
資
金
収
支

の
透
明
化
な
ど
が
重
要
で
あ
る
。

二
　
議
院
内
閣
制
下
の
国
会
改
革

1
　
議
員
活
動
の
日
米
比
較

　
議
会
改
革
の
目
的
と
さ
れ
る
事
項
に
は
、
国
会
で
あ
れ
外
国
の

議
会
で
あ
れ
、
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ

カ
連
邦
議
会
に
お
け
る
議
会
改
革
論
議
を
参
考
に
し
て
、
国
会
改

革
の
目
的
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
目
目
頭
で

述
べ
た
よ
う
に
、
大
統
領
制
を
と
る
ア
メ
リ
カ
と
議
院
内
閣
制
の

日
本
と
で
は
、
議
会
内
で
の
議
員
の
活
動
様
式
に
か
な
り
の
違
い

が
存
在
す
る
。

　
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
は
、
バ
ラ
バ
ラ
な
議
員
の
集
合
体
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
大
統
領
制
の
も
と
で
は
、
与
党
と

野
党
と
い
う
区
別
は
概
念
と
し
て
存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
大

統
領
と
同
じ
政
党
に
属
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
大
統
領
の

立
法
計
画
に
沿
っ
て
提
出
さ
れ
た
法
案
（
形
式
的
に
は
議
員
提
出

　
　
　
　
　
　
　
’

で
あ
る
が
）
に
対
す
る
議
員
の
反
応
は
当
然
変
化
す
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
の
議
院
に
お
け
る
多
数
派
昌
g
o
葦
＜
に
属
し
て
い
る

か
、
少
数
派
巨
旨
『
一
ξ
に
属
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
院

内
の
議
員
活
動
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
違
い
は
あ
く
ま
で
相
対
的
な
も
の
で
、
議
員
の
活

動
の
基
本
は
ま
ず
議
員
自
身
の
信
条
で
あ
り
、
選
挙
民
と
の
関
係

に
あ
る
。
政
党
組
織
が
弱
く
、
候
補
者
は
予
備
選
挙
の
プ
ロ
セ
ス

を
通
じ
て
自
カ
で
選
挙
戦
を
戦
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
も
、
議
員

の
独
立
性
を
一
層
高
め
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

　
日
本
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
党
議
拘
束
は
、
連
邦
議
会
に
は
存
在

し
な
い
。
以
前
に
く
ら
べ
る
と
、
党
派
所
属
が
議
員
の
投
票
行
動

を
決
定
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
事
実
、
下
院
で

は
党
派
投
票
（
霊
『
q
⊂
邑
q
く
o
8
ω
）
の
比
率
は
増
加
の
傾
向

に
あ
る
（
表
1
）
。
し
か
し
、
党
派
投
票
の
定
義
そ
の
も
の
が

「
民
主
党
議
員
の
過
半
数
が
共
和
党
議
員
の
過
半
数
と
異
な
る
表

決
を
し
た
投
票
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

党
派
投
票
の
増
加
は
議
員
に
対
す
る
拘
束
の
結
果
で
は
な
く
、
他

の
要
因
（
お
そ
ら
く
は
大
統
領
や
党
派
幹
部
の
指
導
力
、
あ
る
い

は
法
案
の
内
容
な
ど
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
党
派
の
リ
ー
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛆
〕

1
が
持
つ
力
は
説
得
力
だ
け
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
連
邦
議
会
で
は
、
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同
じ
政
党
に
属
す
る
議
員
全
員
が
一
致
し
て
投
票
を
行
う
機
会
は

議
長
選
挙
等
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
議
員
の
院
内
の
立
法
活
動
を

研
究
す
る
う
え
で
、
必
ず
し
も
所
属
政
党
や
会
派
内
で
の
ポ
ジ
シ

ョ
ン
な
ど
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
連
邦
議
会
の
改
革
を
考
え

る
際
に
も
、
議
会
を
様
々
な
考
え
方
を
持
つ
議
員
の
集
合
体
と
み

な
し
て
、
対
行
政
府
関
係
や
審
議
の
改
善
を
論
じ
れ
ぱ
足
り
る
こ

と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
国
会
の
場
合
に
は
、
議
員
の
所
属
会
派
に
対
す
る

~~I 7/ ') ;!7i~~~~~~A}-~5,~~ *~ 
~;~?~i~~f~~~(,)~~~!~ (~~~}~~) 

~F T~~ ~~~~ ~# T~~ JiE~~ 

1953 

1954 
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38 

41 

44 

59 
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38 

27 

47 

30 

53 

36 

44 

48 

37 

62 

41 

47 

36 

42 

50 

35 

32 

36 

35 

42 

36 

1973 

1974 

1975 

1976 
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1978 
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1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

42 

29 

48 

36 

42 

33 

47 

38 

37 

36 

56 

47 

61 

57 

64 

47 

55 

49 

55 

64 

40 

44 

48 

37 

42 

45 

47 

46 

48 

43 

44 

40 

50 

52 

41 

42 

35 

54 

49 

53 
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~L~~ ;~ ~; ~~~ L) 7t:~~~~ ~~-;~L~~i~~~ 

~~~~~ = 
(tLI~f) Vltal Statistics on Con-
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考
慮
を
抜
き
に
し
て
、
抽
象
的
存
在
と
し
て
の
議
員
の
活
動
を
考

え
よ
う
と
し
て
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
日
本
の
よ
う
な
議
院
内

閣
制
の
国
で
は
、
議
員
の
活
動
は
当
然
会
派
中
心
に
な
る
（
さ
も

な
け
れ
ば
議
院
内
閣
制
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
）
。
と
り
わ

け
日
本
で
は
、
議
院
内
閣
制
を
と
る
諸
外
国
と
比
較
し
て
も
党
議

拘
束
が
強
い
た
め
に
、
議
員
が
所
属
会
派
を
離
れ
て
独
自
に
行
動

し
得
る
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
議
員
の
所
属
会
派
が
与

党
の
立
場
に
あ
る
の
か
、
野
党
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
も
、
議
員
の

活
動
は
決
定
的
な
影
響
を
被
る
。
つ
ま
り
、
議
員
が
与
党
会
派
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
員
と
し
て
行
動
す
る
場

合
と
野
党
会
派
の
一
員
と

し
て
行
動
す
る
場
合
、
あ

る
い
は
会
派
を
離
れ
て
行

動
す
る
場
合
と
で
は
、
期

待
さ
れ
る
役
割
が
自
ず
と

異
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
議
院
内

閣
制
の
下
で
の
議
員
活
動

の
活
性
化
方
策
（
す
な
わ

ち
国
会
改
革
の
具
体
策
）
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を
考
察
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
議
員
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
行

動
し
て
い
る
の
か
を
考
慮
し
な
け
れ
ぱ
、
実
効
性
の
あ
る
提
案
を

行
う
こ
と
は
難
し
い
。
た
と
え
ぱ
、
政
府
に
対
す
る
監
督
権
の
行

使
は
主
と
し
て
野
党
会
派
の
任
務
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と

を
無
視
し
て
、
野
党
に
も
与
党
に
も
平
等
に
政
府
に
対
す
る
質
疑

時
間
を
割
り
当
て
る
こ
と
が
本
当
に
国
会
改
革
の
目
的
に
か
な
う

の
か
ど
う
か
。

　
そ
こ
で
次
節
で
は
、
国
会
改
革
論
議
を
、
行
為
主
体
別
（
す
な

わ
ち
、
行
為
主
体
が
与
党
に
属
し
て
い
る
か
、
野
党
に
属
し
て
い

る
か
、
あ
る
い
は
、
会
派
と
し
て
の
行
動
な
の
か
個
人
と
し
て
の

行
動
な
の
か
）
に
再
検
討
し
て
み
た
い
。

2
　
行
為
主
体
別
に
見
た
議
員
活
動
の
活
性
化

　
議
員
の
院
内
活
動
は
、
活
動
主
体
に
よ
っ
て
、
図
ー
の
よ
う
に

四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω
野
党
会
派

　
ま
ず
、
野
党
会
派
に
よ
る
活
動
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
与
党
よ

り
先
に
野
党
を
検
討
す
る
の
は
、
議
院
内
閣
制
下
の
議
会
に
お
い

て
は
野
党
会
派
の
活
動
が
中
心
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
議
院
内
閣
制
の
も
と
で
の
与
党
の
最
大
の
役
割
は
、
内
閣

与党党野

1図

）2（）1（

）4（）3（

派会

議員個人

提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。

晶
」
で
あ
う
て
議
会
の
審
議
過
程
に
お
い
て
修
正
を
加
え
る
余
地

が
な
い
と
い
う
現
象
は
、
実
は
日
本
の
国
会
の
特
色
で
あ
り
、
議

院
内
閣
制
を
と
る
国
の
議
会
で
も
法
案
の
修
正
が
盛
ん
に
行
わ
れ

る
の
が
む
し
ろ
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
与
党

の
賛
成
が
得
ら
れ
る
修
正
で
な
け
れ
ば
採
択
さ
れ
る
余
地
は
な
く
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
外
国
の
議
会
で
活
発
に
行
わ
れ
る
法
案
修
正

は
ほ
と
ん
ど
が
与
党
の
提
案
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
野
党
に
よ

る
対
案
の
提
出
は
、
法
案
の
修
正
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
よ
り
、

国
民
に
選
択
肢
を
提
示
し
、
次
回
の
選
挙
に
備
え
る
と
い
う
意
味

合
い
が
強
い
と
い
え
よ
う
。

を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
る
（
よ
り
正
確
に
い

え
ぱ
、
内
閣
創
出
の
母
体
と
な
っ
た
会
派
が

与
党
会
派
に
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
）
。

そ
こ
で
、
内
閣
に
対
抗
す
る
勢
力
と
し
て
の

国
会
の
任
務
に
関
し
て
は
、
逆
に
野
党
会
派

が
主
導
権
を
握
る
こ
と
に
な
る
。

　
立
法
過
程
に
お
け
る
野
党
の
最
大
の
役
割

は
、
政
府
提
出
法
案
の
問
題
点
を
明
ら
か
に

し
、
対
案
を
提
出
し
て
、
国
民
に
選
沢
肢
を

　
　
政
府
提
出
法
案
は
ほ
と
ん
ど
「
完
成
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と
す
れ
ぱ
、
野
党
会
派
に
よ
る
提
案
の
内
容
に
つ
い
て
十
分
に

国
民
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
活
発
な
討
論
を
実
施
す

る
こ
と
が
先
決
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
日
本
の
国
会
の

審
議
時
間
は
あ
ま
り
に
短
い
。
こ
の
点
の
改
善
は
、
国
会
改
革
の

最
大
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
限
ら
れ
た
審
議
時
間
の
中
で

も
実
質
的
な
討
論
を
行
う
た
め
の
工
夫
、
た
と
え
ば
、
修
正
案
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

提
出
時
期
の
変
更
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
ど
ん
な
に
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
国
民
の

目
に
ふ
れ
な
け
れ
ぱ
意
味
が
な
い
の
で
、
審
議
の
テ
レ
ビ
中
継
や

議
事
録
の
配
布
の
ほ
か
、
国
民
に
ア
ピ
i
ル
す
る
よ
う
な
討
論
方

法
の
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
野
党
会
派
の
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
使
命
は
、
行
政
府
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
。
国
会
が
行
政
府
に
対
し
て
持
つ
最
大
の
武
器

と
も
い
え
る
国
政
調
査
権
の
問
題
に
つ
い
て
こ
こ
で
立
ち
入
る
余

裕
は
な
い
が
、
調
査
権
の
発
動
を
現
在
の
よ
う
に
議
院
の
議
決

（
す
な
わ
ち
多
数
を
占
め
る
与
党
の
意
向
）
に
委
ね
る
の
で
は
な

く
、
野
党
会
派
の
主
導
に
よ
る
調
査
権
の
行
使
の
可
能
性
を
考
慮

　
　
　
　
　
（
帖
）

す
る
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
野
党
会
派
の
代
表
者
に
よ
る
質
間
お

よ
ぴ
そ
れ
に
と
も
な
う
政
府
と
野
党
と
の
間
の
討
論
を
活
性
化
す

る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

⑫
与
党
会
派

　
国
会
に
お
け
る
与
党
会
派
の
活
動
の
活
性
化
を
考
え
る
う
え
で

見
逃
せ
な
い
ポ
イ
ン
ト
は
、
政
府
（
内
閣
）
と
与
党
会
派
と
の
関

係
の
あ
り
方
で
あ
る
。

　
日
本
で
は
、
「
政
府
与
党
」
と
い
う
表
現
が
端
的
に
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
政
府
（
内
閣
）
と
国
会
に
お
け
る
与
党
会
派
と
は
完

全
に
一
体
の
も
の
と
み
な
さ
れ
、
政
府
提
出
法
案
の
審
議
に
際
し

て
は
、
与
党
会
派
は
原
案
ど
お
り
の
可
決
を
目
標
と
し
て
行
動
す

る
。
む
し
ろ
、
与
党
会
派
は
、
な
る
べ
く
審
議
を
活
性
化
さ
せ
な

い
よ
う
に
行
動
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
政

府
と
与
党
会
派
と
の
関
係
は
、
か
な
り
特
殊
日
本
的
な
現
象
な
の

　
（
1
6
）

で
あ
る
。

　
本
来
、
少
数
の
閣
僚
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
内
閣
と
与
党
議
員

の
総
体
で
あ
る
与
党
会
派
と
が
一
体
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
一
体

と
見
え
る
の
は
、
法
案
の
与
党
審
査
と
い
う
形
で
事
前
に
綿
密
な

協
議
が
行
わ
れ
、
国
会
に
法
案
が
提
出
さ
れ
た
時
点
で
は
意
見
の

相
違
が
解
消
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
国
会
の
現
状
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
論
者
の
見
方

に
よ
る
が
、
現
状
を
変
更
し
な
い
限
り
、
院
内
に
お
け
る
与
党
会

派
の
活
性
化
を
期
待
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
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在
の
シ
ス
テ
ム
に
は
、
法
案
を
め
ぐ
る
政
府
と
与
党
と
の
折
衝
の

内
容
が
国
民
に
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
重
大
な
欠
点
が
あ
る
。
筆
者

は
、
政
策
決
定
過
程
の
透
明
性
を
高
め
る
た
め
に
、
与
党
会
派
は

あ
る
程
度
政
府
と
距
離
を
置
い
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
が
、
そ
れ

に
は
、
逆
説
的
で
あ
る
が
政
府
に
国
会
審
議
へ
の
介
入
手
段
を
与

え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
最
終
的
な
局
面
で
は
政
府

の
介
入
に
よ
う
て
法
案
の
可
決
を
促
す
こ
と
が
可
能
と
な
れ
ば
、

与
党
会
派
の
独
自
の
行
動
を
許
容
す
ぢ
余
地
が
生
ま
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

　
も
し
、
与
党
会
派
が
政
府
と
距
離
を
置
く
こ
と
に
成
功
し
た
な

ら
ぱ
、
修
正
案
の
提
出
は
与
党
会
派
の
大
き
な
役
割
と
な
ろ
う
。

実
際
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
議
会
で
は
法
案
修
正
が
活
発
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

る
が
、
修
正
案
の
大
部
分
は
与
党
起
源
と
い
っ
て
よ
い
。
法
案
を

与
党
が
修
正
す
る
と
い
う
と
奇
異
な
感
じ
を
受
け
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
国
会
で
も
、
実
は
与
党
会
派
に
よ
る
政
府
法
案
の
修
正
は

き
わ
め
て
活
発
で
、
た
だ
そ
れ
が
事
前
に
国
会
外
で
行
わ
れ
て
い

る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
成
立
し
た
法
律
の
旋
行
状
況
に
つ
い
て
国
会
が
事
後
に

追
跡
調
査
を
行
う
こ
と
は
、
国
会
に
よ
る
行
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
一
環
と
し
て
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
場
合
は
法
律

制
定
に
関
与
し
た
与
党
会
派
が
主
導
的
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

㈹
野
党
議
員

　
議
院
内
閣
制
下
の
国
会
が
会
派
中
心
に
運
営
さ
れ
る
の
は
あ
る

意
味
で
必
然
的
で
あ
る
が
、
無
砺
属
の
議
員
で
あ
っ
て
も
有
権
者

の
一
部
分
を
代
表
し
て
い
る
以
上
、
国
会
内
で
自
由
に
意
見
を
表

明
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
応
答
性
の
確

保
）
。
同
様
の
こ
と
は
、
会
派
に
所
属
す
る
ヒ
ラ
議
員
（
陣
笠
議

員
）
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

　
議
員
個
人
の
活
動
を
活
性
化
す
る
方
策
と
し
て
は
、
ま
ず
質
問

制
度
の
活
用
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
会
の
現
状
で
は
、
ヒ

ラ
議
員
の
質
疑
の
機
会
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
本
会
議
の
時
間
の

一
部
を
政
府
に
対
す
る
議
員
の
口
頭
質
問
に
あ
て
る
こ
と
も
考
え

　
（
㎎
）

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
形
骸
化
し
て
い
る
本
会
議
審
議
の
活
性

化
に
も
役
立
と
う
。
ま
た
、
議
員
の
斬
新
な
ア
イ
デ
ィ
ア
に
基
づ

く
法
案
の
提
出
は
、
個
々
の
議
員
の
活
動
を
有
権
者
に
わ
か
り
や

す
い
も
の
に
す
る
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
議
員
個
人
の
政
策
ス
タ
ッ
フ
（
議
員
秘
書
）
の
充
実
や

諸
手
当
の
増
額
は
、
議
員
の
活
動
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
意
味
を

（
肥
）

持
つ
。
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ω
与
党
議
員

　
与
党
会
派
に
属
す
る
ヒ
ラ
議
員
に
つ
い
て
は
、
前
項
で
述
べ
た

野
党
議
員
と
同
様
の
活
性
化
方
策
が
あ
て
は
ま
る
が
、
そ
れ
以
外

に
政
府
へ
の
参
画
を
拡
大
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
議
院
内
の
活
動
に
お
い
て
は
ど
う
し
て
も
与
党
よ
り
野
党
が
主

と
な
る
の
で
、
多
数
を
占
め
る
与
党
議
員
の
活
動
の
余
地
は
あ
ま

り
大
き
く
な
い
。
し
か
し
、
与
党
議
員
を
単
な
る
員
数
合
わ
せ
に

し
か
使
わ
な
い
の
は
人
材
の
無
駄
で
あ
る
し
、
議
院
内
で
の
活
躍

の
道
を
閉
ざ
さ
れ
た
議
員
が
裏
の
影
響
力
行
使
に
重
点
を
置
く
弊

害
も
な
し
と
し
な
い
。
そ
こ
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
例
に
な
ら
っ
て
、

与
党
議
員
の
半
数
程
度
に
内
閣
の
ポ
ス
ト
を
与
え
る
と
い
う
構
想

　
　
　
（
2
0
）

が
登
場
す
る
。
た
だ
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
院
内
閣
制
は
内
閣
が
議

会
の
外
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
議
会
与
党
の
幹
都
（
フ
ロ
ン

ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
）
イ
コ
ー
ル
閣
僚
で
あ
る
と
い
う
特
色
を
持
つ

の
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
難
し
い
。

イ
ギ
リ
ス
の
制
度
は
議
院
内
閣
制
の
母
国
と
は
い
い
な
が
ら
、
議

院
内
閣
制
を
と
る
諸
国
の
議
会
の
な
か
で
か
な
り
特
殊
で
あ
り
、

国
会
の
問
題
を
考
え
る
に
は
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
な
ど
と
の
比
較

の
方
が
有
益
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
た
と
え
ぱ
フ
ラ
ン
ス
で
議

会
外
の
機
関
へ
の
議
員
参
加
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

な
ど
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

三
　
議
員
立
法
の
活
性
化

1
　
議
員
立
法
の
現
状
と
国
際
比
較

　
第
一
回
国
会
か
ら
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
の
第
一
一
八
回
国

会
ま
で
の
統
計
で
は
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
法
案
総
数
一
〇
、
二

四
六
件
の
う
ち
内
閣
提
出
法
案
（
閣
法
）
が
六
、
九
二
五
件
（
六

七
・
六
％
）
の
多
数
を
占
め
、
衆
議
院
議
員
提
出
法
案
（
衆
法
）

は
二
、
四
六
〇
件
、
参
議
院
議
員
提
出
法
案
（
参
法
）
は
八
六
一

件
で
あ
っ
た
。
成
立
件
数
で
は
さ
ら
に
閣
法
の
比
率
が
高
ま
り
、

七
、
○
〇
四
件
の
う
ち
五
、
九
七
五
件
（
八
五
・
三
％
）
を
占
め

る
。
成
立
率
は
閣
法
の
八
六
・
三
％
に
対
し
、
議
員
提
出
法
案
は

　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

三
一
・
○
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
現
在
で
も
ほ
と
ん
ど
変
化

が
な
く
、
第
二
一
九
回
国
会
（
一
九
九
四
年
一
月
三
一
日
召
集
）

に
お
け
る
閣
法
の
提
出
件
数
七
五
に
対
し
、
衆
法
二
二
、
参
法
五

で
あ
り
、
成
立
件
数
は
閣
法
六
九
、
衆
法
一
〇
、
参
法
三
で
あ

つ
逗
。

　
デ

　
議
員
立
法
を
国
会
の
立
法
の
主
流
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
議
論
は
、
戦
後
ま
も
な
い
時
期
か
ら
存
在
し
た
。
一
九
四
九

（
昭
和
二
四
）
年
に
は
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
を
視
察
し
て
帰
国
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表2　イギリス議会における法案提出及ぴ成立件数

提出法案件数※ 成立法案件数
会　期

政府提出1議員提出1 合　計 政府提出1議員提出1 合 計

1984－85 56

3酬1
936λ・％1 149 547λO％1 211＆0％「 75

1985－86 513舳1 1146■1％1 165 49・αO％1 213α0％1 70

1986－87 39315％1 856＆5％1 124 367α6％1 152舳1 51

1987－88 492臥2％1 1197㏄8％1 168 497臥0％1 　132m％1 52

1988－89 372ひ7％1 1427臥3％1 179 378ひ・％1 　91臥6％1 46

1989－gO 361Z2％1 1267τ8％1 162 347酬1 　11244％1 45

1990－91 523ひ1％1 1216蝪1 173 497m％1 202舳1 69

1991－92 383舳1 596ひ8％1 97 3371■％1 132＆3％1 46

1992－93 522舳1 1687a4％1 220 52・a5％1 　162舳1 68

1993－94 251τ6％1 1178Z4％1 142 256m％1 　163舳1 41

　　　（資料）House　of　Commons　Papers

　　　　※　ただし，下院に送付されずに終わった上院議員提出法案は

　　　　　　含まれていない．公法案（publicbill）のみ．

つ　外は視しのの　なも法さ形がこりの豪し
菱塞苫麓と亡嚢蟹芸｛睾績芸芒溝雲竃葵窪ξ
観のあし・・がぶ後とあ墳措依し受す以及渡
的議ろ（て議ア国らもいつな置頼たける外び米
に員う筆い貝メ会　　’うた手が立法てこのそ議
と立。な立リの議主経た続と法案’と法の員ら法　い法力内員と緯めをら）の第に律他団
えの　とのと外立しが’要れに提一改案のLよ現　す比ので法てあましたよ出Oめ（は法が
う状　る率制繰をアるも’。りを回る響党律’
とを　批が度り盛メ。な実し議議国Lをに衆す国　判低上返んリ　く質か員員会よ通基議
る際　はいのさに力　使のし立にでうじく院
の比　　’か違れすと　わ伴’法依は要て内に
で較　やらいてべの　れわこを頼’望議閣対
あに　や国をきし比　ななの増す政し員提し
れよ　的会無たと較　　くい方加る府たよ出て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140
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嚢3　フランス議会における法案提出及ぴ成立件数

提出法案件数琴 成立法案件数
会期 政府提出1議員提出1 合　計 政府提出1議員提出1 合 計

1982 1264Z9％1 1685τ1％1 294 104肌4％1 11a6％1 115

1983 1095生5％1 914酬1 200 1168酬1 19141％1 135

1984 1145Z5％1 103475％1 217 1129L1％1 11＆9％1 123

1985 1124洲1 1445a3％1 256 1229τ6％1
3
Z
4
％
1

125

1986 681酬1 362842％1 430 528舳1 　81a3％1 60

1987 93249％1 280751％1 373 90・14％1 362＆6％1 126

1988 611舳1 3678舳1 428 47940％1 3
舳
1

50

1989 883㏄8％1 198692％1 286 858＆3％1 171舳1 102

1990 1O031脇1 2136＆1％1 313 958Z6％1 201τ3％1 115

1991 983舳1 188657％1 286 80851％1 14149％1 94

1992 953Z4％1 1986τ6％j 293 919a8％1
6
a
2
％
1

97

1993 951舳1 509843％1 604 697τ5％1 202Z5％1 89

1994 1142Z4％1 394・7石％1 508 1217τ1％1 362Z9％1 157

（資料）

　　※

Bu11etin　de　l’Assemb1色e　nationale．Statistiques

その年に下院に提出された法案のみの件数．フランス議会は法

案の会期不継続の原則をとっていないため，このほかに前年か

らの継続法案も審議される．また，下院への送付にいたらなか

った上院議員提出法案もこの表には含まれていない．
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表4　ドイッ連邦議会における法案提出及び成立件数

擬出法案件数 成 立 法 案 件 数

議会期
政府提出1嚢瞭 連邦参議 政府提出1嚢麓1灘奮議1 共同提

院提出 案（1）

3 3946酬1 207342％1 5 3488Z1％1 741酬1
2
α
5
％
1

O
1957－53 O．8％

4 3685蜥1 2453刷1 8 　　　≡3267a5％1 　　　≡972酬1 3
α
・
％
1

O
1961－65 1．3％

5 4156＆5％1 225344％1 14 37280■％1 801τ4％1
9
z
o
％
1

O
1965－69 2．1％

6 3516舳1 171313％1 24 2597τ3％1 581τ3％1 13舳1 5
1969－72 44％ 1．5％

7 4616＆8％1 1362α3％1 73 4278Z8％1 621ZO％1 17舳1 1O

1972－76 1O．9％ 1．9％

8 3226舳1 1112λ9％1 52 28881刈 391m％1 1542％1 12

1976－80 1O．7％ 3．4％

9 146603％1 58240％1 38 104748％1 16115％1 8
酬
「

11

1980－83 15．7％ 7．9％

10 2805＆6％1 1833舳1 59 237741％1 421＆1％1 321αO％1 9
1983－87 11，3％ 2．8％

11 321醐％1 2273＆2％1 47 267724％1 681＆4％1 1541％1 19

1987－90 7．9％ 5．1％

12 3454＆3％1 2353Z9％1 135 2056舳1 672舳1 18酬1 30

1990一（2 18．9％ 9．4％

（資料）

注（1）

　（2）

Statistisches　Jahrbuch1994

提出後，共同提案に変更されて成立にいたったもの．

1993年末までの数字．

法でちいで提なめラ
案は入。見出つてン
提会る本る法ておス
出派余稿限案いりで
に中裕でりはる’は
も心はは日比。日’
会のなそ本較た本議
派運いれと的だと員
結営がぞそ少しの提
成が’れれな’際出
に確ドのほくドだ法
必立イ立ど’イつ案
要しツ法の件ツたが
とて連手違数で相多
さお邦続いのは違数
れり議には比議点を
る　会立な率員に占

件日る提優≒のツ
数本こ出位　でに
だとと法にいあお
けのは案あずるけ
を違日がるれ。る
見い本議。もま議
るは以員成圧ず員
と提上提立倒成立
’出で出率的立法

イ　件

ギ数
リ　に

ス　あ

お　る
よ　。

び提
フ　出

あ法のに法の
る案比政案件
と　を較府の数
い凌で提件を
え駕　も　出数示
よ　し　’法を　し
う　て政案見た
。い府がるも

2
｛
4
は

イ

ギ

リ

ス

フ

ラ

ン

ス

ド

イ

制ば
の
国　ア
と　メ

比　リ

較力
し　で

た　は

方な
が　く

有　’

益同
で　じ

あ議
る院
。内
表閣
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（143）国会改革と議院内閣制

人
数
の
署
名
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
提
出
件
数
を
抑
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ

ス
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
議
員
が
単
独
で
法
案
を
提
出
で
き
る
の
で

提
出
件
数
は
多
い
が
、
必
ず
し
も
成
立
に
は
む
す
び
つ
い
て
い
な

い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
の
議
員
立
法
は
、
他
の
議
院
内
閣
制

の
国
々
と
の
比
較
に
お
い
て
、
成
立
件
数
の
面
で
は
低
調
と
は
い

え
ず
、
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
提
出
件
数
の
少
な
さ
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。

2
　
議
員
立
法
の
手
続

　
国
会
に
お
け
る
議
員
提
出
法
案
件
数
の
少
な
さ
に
は
、
制
度
的

な
原
因
が
あ
る
。

　
第
一
に
、
国
会
法
そ
の
も
の
が
、
議
員
の
法
案
提
出
権
を
著
し

く
狭
め
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
現
行
国
会
法
第
五
六
条
は
、

議
案
の
発
議
要
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
「
議
員
が
議
案
を
発
議
す
る
に
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
は
議
員

二
〇
人
以
上
、
参
議
院
に
お
い
て
は
議
員
一
〇
人
以
上
の
賛
成
を

必
要
と
す
る
。
但
し
、
予
算
を
伴
う
法
律
案
を
発
議
す
る
に
は
、

衆
議
院
に
お
い
て
は
議
員
五
〇
人
以
上
、
参
議
院
に
お
い
て
は
議

員
二
〇
人
以
上
の
賛
成
を
要
す
る
。
」

　
こ
こ
で
い
う
賛
成
者
の
人
数
に
は
発
議
者
は
含
ま
れ
な
い
と
解

釈
さ
れ
て
い
る
の
で
、
た
と
え
ぱ
衆
議
院
で
の
法
案
提
出
に
は
発

議
者
一
名
プ
ラ
ス
ニ
O
名
の
合
意
が
必
要
と
な
る
。
修
正
案
の
提

出
に
つ
い
て
も
、
国
会
法
第
五
七
条
に
よ
り
同
様
の
要
件
が
規
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
議
員
の
個
人
的
な
発
想
に
基
づ
く
法

案
の
提
出
が
困
難
で
あ
る
の
は
も
と
よ
り
、
所
属
議
員
数
二
〇
名

以
下
の
小
会
派
が
法
案
を
提
出
す
る
こ
と
す
ら
難
し
い
状
況
で
あ

る
。　

制
定
当
時
の
国
会
法
で
は
、
こ
の
よ
う
な
人
数
要
件
は
存
在
せ

ず
、
議
員
は
単
独
で
法
案
を
提
出
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
の
国
会
法
第
五
次
改
正

で
、
議
員
の
法
案
提
出
手
続
が
改
め
ら
れ
、
現
行
の
要
件
が
課
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
の
ね
ら
い
は
、
選
挙
区
受
け
を
ね

ら
っ
た
議
員
提
出
法
案
（
い
わ
ゆ
る
お
土
産
法
案
）
の
提
出
を
抑

制
す
る
こ
と
に
あ
る
と
説
明
さ
れ
た
。

　
議
員
の
法
案
提
出
を
阻
む
の
は
国
会
法
だ
け
で
は
な
い
。
次
の

よ
う
な
憤
行
上
の
問
題
点
も
存
在
す
る
。

　
ま
ず
、
法
案
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
議
員
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
体

制
は
十
分
と
は
い
え
ず
、
行
政
側
か
ら
の
関
連
資
料
の
入
手
も
難
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（
η
）

し
い
。
し
か
も
、
議
員
個
人
が
法
案
を
提
出
す
る
に
は
、
所
属
会

派
の
了
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
が
な
か
な
か
容
易
で
は

　
　
　
（
蝸
）

な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
最
大
の
難
関
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
の
が
、

法
制
局
で
あ
る
。
衆
議
院
と
参
議
院
に
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
て
い

る
法
制
局
は
、
国
会
法
第
＝
二
一
条
に
も
と
づ
き
、
「
議
員
の
法

制
に
関
す
る
立
案
に
資
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
機
関
で

あ
る
が
、
実
際
に
は
憲
法
や
他
の
法
律
と
の
整
合
性
の
見
地
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

法
案
の
内
容
を
厳
し
ペ
チ
ェ
ッ
ク
し
「
立
法
の
た
め
の
関
所
」
に

な
う
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

3
　
提
案
主
体
別
に
見
た
議
員
立
法
の
機
能
と
そ
の
活
性
化

　
議
員
立
法
の
機
能
は
、
提
案
の
主
体
に
よ
っ
て
異
な
る
。

ω
野
党
会
派

　
ま
ず
、
野
党
会
派
が
提
出
す
る
法
案
の
場
合
は
、
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
、
政
府
法
案
に
対
す
る
対
案
と
し
て
の
機
能
が
最
も
重

要
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
社
会
福
祉
や
労
働
の
分
野
で
は
、
野
党

に
よ
る
先
駆
的
な
法
案
の
提
出
を
き
っ
か
け
と
し
て
政
府
部
内
で

の
検
討
が
進
み
、
や
が
て
政
府
法
案
の
提
出
、
可
決
に
い
た
る
ケ

ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
の
育
児
休
業

法
は
、
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

　
野
党
会
派
に
よ
る
議
員
立
法
の
活
性
化
の
た
め
に
は
、
人
数
要

件
を
緩
和
し
て
小
会
派
に
も
法
案
提
出
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
と

と
も
に
、
審
議
を
改
善
し
て
、
法
案
提
出
の
ア
ピ
ー
ル
効
果
を
高

め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

②
与
党
会
派

　
与
党
会
派
と
政
府
が
ほ
と
ん
ど
一
体
と
み
な
さ
れ
て
い
る
現
状

に
お
い
て
、
与
党
会
派
が
法
案
を
提
出
す
る
の
は
、
何
ら
か
の
事

情
に
よ
り
、
政
府
提
出
法
案
と
す
る
よ
り
も
国
会
か
ら
発
議
す
る

こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
国
会
の
運
営

に
か
か
わ
る
法
案
の
ほ
か
、
地
域
振
興
に
関
す
る
法
案
や
特
定
の

業
界
に
関
す
る
法
案
（
い
わ
ゆ
る
「
業
法
」
や
「
士
法
」
）
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎝
）

与
党
提
出
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
政
府
提
出
と
す
る
に
は
行
政

部
内
で
の
調
整
に
時
問
を
と
ら
れ
る
た
め
、
議
員
立
法
の
形
式
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

借
り
て
提
出
さ
れ
る
法
案
も
あ
る
。
ま
た
、
情
報
公
開
法
案
の
よ

う
に
行
政
統
制
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
た
法
案
を
与
党
会
派
提
出

と
す
る
方
法
も
あ
ろ
う
。

　
与
党
会
派
と
政
府
と
の
関
係
が
変
化
す
れ
ば
、
与
党
会
派
に
よ

る
修
正
案
の
提
出
が
増
加
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も

議
員
立
法
の
活
性
化
の
範
醸
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
こ
で
、
与
野
党
の
賛
成
を
得
て
提
出
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
超
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党
派
」
の
法
案
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
超
党
派
の
法
案
は
委

員
会
提
出
法
案
の
形
式
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
委
員
会
提
出
法
案

は
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
の
国
会
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た

も
の
で
、
委
員
会
が
各
党
の
合
意
の
う
え
法
案
を
作
成
し
、
委
員

長
の
名
で
提
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
最
近
は
委
員
会
法
案
の
起
草

の
た
め
に
小
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
法
案
作
成
の

経
緯
を
知
る
す
ぺ
は
な
い
。
議
員
立
法
は
、
国
民
代
表
で
あ
る
議

員
が
作
成
し
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
府
提
出
法
案
以
上

に
立
案
過
程
の
公
開
性
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
委
員
会

提
出
法
案
の
取
扱
い
に
は
改
善
の
余
地
が
あ
る
。

㈹
議
員

　
議
員
個
人
の
発
想
に
基
づ
く
法
案
の
提
出
は
、
人
数
要
件
が
存

在
す
る
た
め
に
賛
成
者
の
獲
得
か
ら
は
じ
め
る
必
要
が
あ
り
、
現

実
に
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
会
派
や
議
院
法

制
局
も
、
提
出
を
抑
止
す
る
方
向
で
働
く
こ
と
が
多
い
。
ま
し
て
、

成
立
に
こ
ぎ
つ
け
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
．
い
っ
て
、
議
員
個
人
の
法
案
提
出
権
を
奪

っ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
は
も
ち
ろ
ん
、
イ
ギ
リ
ス

や
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
成
立
率
の
低
さ
に
も
関
わ
ら
ず
、
毎
年
多
く

の
法
案
が
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
成
立
に
む
す
び

つ
か
な
く
て
も
、
法
案
提
出
は
議
員
の
考
え
方
や
活
動
の
実
績
を

選
挙
民
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
重
要
な
機
会
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
か
に

は
議
員
の
斬
新
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
多
く
の
同
僚
の
賛
同
を
得
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

成
立
に
い
た
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
法
案
提
出
権
は
議
員
の
最
も
基
本
的
な
権
利
で
あ
り
、
そ
れ
を

阻
害
す
る
よ
う
な
法
規
定
や
慣
行
は
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。
選
挙

区
へ
の
露
骨
な
利
益
誘
導
を
目
的
と
し
た
法
案
が
提
出
さ
れ
る
可

能
性
も
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
成
立
さ
せ
な
け
れ
ぱ
す
む
こ
と

で
あ
り
、
提
出
自
体
を
禁
じ
る
い
わ
れ
は
な
い
。
法
案
の
内
容
の

妥
当
性
は
有
権
者
が
判
断
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
会
派
や
議
院
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拐
）

機
関
が
判
断
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
。
ま
た
、
法
案
は
完
壁
で
あ

る
必
要
は
な
く
、
審
議
過
程
で
修
正
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
議

員
の
立
法
活
動
を
穣
極
的
に
支
援
す
る
た
め
に
は
、
国
会
法
を
改

正
し
人
数
要
件
を
撤
廃
す
る
だ
け
で
な
く
、
諸
外
国
の
例
を
参
考

に
議
員
提
出
法
案
を
優
先
的
に
審
議
す
る
時
間
を
設
け
る
な
ど
の

工
夫
が
あ
っ
て
も
よ
い
。

む
す
ぴ
に
か
え
て
1
党
議
拘
束
の
緩
和
1

　
国
会
改
革
論
議
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ

た
問
題
は
そ
の
ほ
ん
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
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の
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
最
後
に
党
議
拘
東

の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
党
議
拘
束
の
緩
和
は
国
会
改
革
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
論
じ
ら

れ
て
き
た
が
、
厳
密
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
会
派
の
内
部
問
題
で
あ
っ

て
、
国
会
法
そ
の
他
の
手
続
の
改
善
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
、
党
議
拘
束
の
有
無
が
国
会
審
議
の
実
質
に

重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
っ
た
議

員
立
法
の
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
議
員
個
人
の
法
案
提
出
を
活

発
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
党
議
拘
東
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

　
党
議
拘
束
の
撤
廃
、
な
い
し
大
幅
な
緩
和
を
主
張
す
る
議
論
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弘
）

あ
る
が
、
そ
れ
で
は
議
院
内
閣
制
の
維
持
は
難
し
い
。
し
か
し
、

議
員
を
会
派
の
持
ち
駒
と
し
て
し
か
扱
わ
な
い
過
度
の
党
議
拘
束

は
、
国
会
の
活
力
を
殺
ぐ
こ
と
に
な
る
。

　
問
題
は
、
議
員
の
活
動
を
会
派
と
し
て
ど
こ
ま
で
拘
東
す
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
質
問
や
法
案
の
提
出
に
つ
い
て
は
、

そ
の
内
容
が
党
の
綱
領
な
ど
に
真
っ
向
か
ら
反
す
る
も
の
で
な
い

限
り
、
会
派
が
議
員
の
自
由
を
束
縛
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
ま
た
、
重
要
法
案
の
審
議
の
場
合
で
も
、
最
終
的
な

表
決
ま
で
の
討
論
の
段
階
で
は
、
あ
る
程
度
議
員
の
自
由
な
発
言

を
認
め
る
余
地
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
議
員
が
自
分

自
身
の
意
見
を
述
べ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
討
論
は
成
立
し
な
い
。

　
党
議
の
決
定
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
、
い
い
か
え
れ
ぱ
党
内
民
主

主
義
の
問
題
も
重
要
で
あ
る
。
党
議
自
体
が
、
国
会
議
員
や
場
合

に
よ
っ
て
は
一
般
党
員
の
参
加
に
よ
る
決
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
拘
束
力
に
関
す
る
評
価
は
異
な
っ

て
く
る
。

　
国
会
を
実
際
に
動
か
し
て
い
る
の
は
政
党
で
あ
り
、
政
党
内
部

の
意
思
決
定
の
あ
り
方
が
、
国
会
審
議
の
内
容
を
も
規
定
す
る
。

国
民
の
多
様
な
意
見
を
代
表
す
る
複
数
の
政
党
が
存
在
し
、
政
党

内
部
で
、
ま
た
政
党
間
で
活
発
な
議
論
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
ら

な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
改
革
を
実
施
し
よ
う
と
、
国
会
の
活
性

化
は
望
み
薄
と
い
え
よ
う
。

（
1
）
議
会
振
粛
要
綱
に
つ
い
て
は
、
大
曲
薫
「
昭
和
初
期
に
お
け
る

　
議
会
改
革
の
試
み
1
議
会
振
粛
要
綱
を
中
心
に
1
」
（
『
レ
フ
ァ
レ
ン

　
ス
』
四
七
八
号
　
一
九
九
〇
年
二
月
）
に
く
わ
し
い
。

（
2
）
　
国
会
改
革
の
経
緯
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
論
考
と
し
て
、
衆
議

院
・
参
議
院
編
佐
藤
功
著
『
議
会
制
度
百
年
史
議
会
制
度
史
概

　
観
』
（
一
九
九
〇
年
）
が
あ
る
。

（
3
）
　
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
の
場
合
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
に
起
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因
す
る
政
治
不
信
の
高
ま
り
の
中
、
一
九
七
四
年
の
選
挙
で
大
亙
の

　
新
人
議
員
が
当
選
を
果
た
し
、
七
〇
年
代
後
半
の
議
会
改
革
に
結
ぴ

　
つ
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
で
は
現
職
議
員
の
再
選

　
率
が
高
く
、
通
常
八
－
九
割
に
達
す
る
が
、
一
九
七
四
年
の
下
院
の

　
再
選
率
は
七
八
・
九
％
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
（
ミ
ミ
ω
§
室
｛
8
§

　
O
o
S
的
ミ
｝
眈
』
b
竈
1
b
冷
O
O
自
㏄
『
血
ω
9
0
コ
巴
〇
一
』
｝
『
F
①
ユ
｝
’
－
㊤
o
戸
P
蜆
o
o
）

（
4
）
冒
2
9
ζ
彗
9
寄
暑
o
『
↓
ぎ
旨
o
旨
暮
二
自
ま
8
9
o
ゴ
昌

　
宇
彗
o
巴
窒
α
窒
8
冨
葦
自
一
－
o
コ
自
印
豪
后
9
卜
昌
完
さ
ミ
罵
包
篶
、
§
e
－

　
s
ミ
㌧
ミ
膏
§
§
§
｛
さ
～
～
竃
雨
§
ミ
“
雨
s
ミ
ざ
§
貧
；
旨
o
’
↓

（
5
）
　
五
十
嵐
敬
喜
・
小
川
明
雄
『
議
会
　
官
僚
支
配
を
超
え
て
』

　
（
岩
波
新
書
　
一
九
九
五
年
）
二
二
｛
一
六
頁
を
参
照
。

（
6
）
　
「
議
会
は
、
公
共
政
策
の
責
任
あ
る
主
導
者
で
は
な
か
っ
た
。

　
む
し
ろ
、
議
会
は
、
通
常
行
政
府
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
る
政
策
を
、

　
時
間
を
か
け
て
形
成
し
、
そ
れ
に
正
統
性
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
。
」

　
（
幕
『
ξ
之
．
雲
①
窒
；
彗
戸
o
o
s
寒
畠
｛
§
ミ
完
さ
§
－
§
軸
9
§
即

　
｛
曽
崎
き
巨
雨
§
O
o
曽
的
ミ
｝
夕
O
O
、
『
①
ω
閉
一
－
o
㊤
中
O
1
ω
M
）

（
7
）
　
官
僚
組
織
の
反
対
に
よ
っ
て
法
案
の
作
成
が
進
展
し
な
い
場
合

　
に
議
員
立
法
で
代
用
し
よ
う
と
す
る
手
法
は
、
法
律
制
定
後
の
施
行

　
段
階
で
問
題
を
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
か
り
に
官
僚
の
サ
ボ
タ
ー

　
ジ
ュ
に
よ
っ
て
法
案
の
作
成
が
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
法
棒
は
で
き

　
て
も
そ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
の
施
行
令
が
遅
滞
な
く
制
定
さ
れ

　
る
保
障
は
な
い
・
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
で
は
施
行
令
制
定
の

　
遅
延
が
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
は
少
な
か
っ
た
が
、
国
に
よ
っ
て
は
か

　
な
り
大
き
な
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
に
つ
い
て
以

下
を
参
照
。

　
　
；
8
一
〇
〇
〇
罵
ヨ
p
■
①
竃
一
ま
旦
窪
忌
昌
g
ω
α
．
著
昌
8
ゴ
昌

　
ま
閉
一
〇
尿
寝
二
〇
窓
暮
g
彗
一
斗
匝
q
9
9
巴
旨
Ω
o
…
而
；
o
昌
彗
F

　
圧
o
o
ミ
き
ざ
、
ミ
膏
§
§
ぎ
｝
ミ
s
“
§
ぎ
ミ
｛
§
一
「
団
旦
o
ε
昌
①
目
訂
－

　
巨
o
目
｛
冨
月
巴
器
し
㊤
湯

　
　
拙
稿
「
海
外
法
律
情
報
－
フ
ラ
ン
ス
ー
施
行
さ
れ
な
い
法
律
」

　
（
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
〇
六
三
号
）
。

（
8
）
　
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
以
下
の
文
献
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

　
よ
う
。

　
猪
口
孝
・
岩
井
奉
信
『
族
議
員
の
研
究
」
日
本
経
済
新
聞
社
　
一
九

　
八
七
年

　
岩
井
奉
信
『
立
法
過
程
』
（
現
代
政
治
学
叢
書
一
二
）
東
京
大
学
出

　
版
会
　
一
九
八
八
年

（
9
）
　
国
会
に
お
け
る
政
府
の
指
導
力
は
、
諸
外
国
の
議
会
と
比
較
す

　
る
と
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
政
府
と
議
会
が
相
互
に
独
立
し
て
い
る
ア
メ
リ

　
カ
の
場
合
を
除
き
、
多
く
の
国
の
議
会
で
は
議
事
日
程
の
決
定
な
ど

　
の
議
会
運
営
に
つ
い
て
政
府
の
介
入
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し

　
て
、
戦
後
の
国
会
で
は
、
政
府
は
議
会
運
営
に
介
入
す
る
手
段
を
ま

　
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
失
ウ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
「
改
革
は
、
立
法
府
の
政
策
決
定
を
向
上
さ
せ
（
責
任
遂
行
能

　
力
冨
名
o
易
一
彗
q
）
、
市
民
が
議
会
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る

機
会
を
増
大
さ
せ
（
応
答
性
冨
名
o
竃
～
昌
窃
ω
）
、
あ
る
い
は
議
会

　
の
活
動
を
公
の
監
視
（
君
；
o
窒
昌
己
ξ
）
に
対
し
て
開
か
れ
た

　
も
の
に
す
る
（
説
明
義
務
9
8
…
訂
巨
＝
q
）
で
あ
ろ
う
。
」

　
（
5
『
ξ
之
．
2
露
o
；
彗
7
ε
．
；
ー
も
．
曽
）
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（
1
1
）
　
以
下
に
掲
げ
た
拙
稿
で
は
、
議
員
活
動
の
自
由
化
、
国
会
憎
報

　
の
公
開
化
、
議
員
待
遇
の
改
善
の
三
点
に
つ
き
国
会
改
革
を
論
じ
て

　
い
る
の
で
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　
「
議
会
－
討
論
政
治
の
確
立
」
（
ニ
ュ
ー
・
グ
ラ
ン
ド
・
デ
ザ
イ
ン
研

究
会
編
『
政
治
改
革
宣
言
－
近
未
来
政
治
シ
ス
テ
ム
』
亜
紀
書
房

　
一
九
九
三
年
　
一
一
五
壬
二
二
九
頁
）

（
1
2
）
　
国
会
に
お
け
る
質
問
が
低
調
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

　
「
討
論
の
場
と
し
て
の
議
会
　
口
頭
質
問
の
盛
衰
を
め
ぐ
っ
て
－
」

　
（
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
四
七
八
号
　
一
九
九
〇
年
一
〇
月
）
参
照

（
1
3
）
　
「
任
命
権
限
寝
冒
o
冨
鷺
も
、
規
律
に
服
さ
せ
る
力
も
な
い
。

大
統
領
が
閣
僚
を
首
に
す
る
よ
う
に
、
上
院
議
員
を
首
に
す
る
権
限

　
も
な
い
。
（
中
略
）
リ
ー
ダ
ー
が
持
ウ
て
い
る
唯
一
の
力
は
説
得
力

　
だ
け
だ
。
」
（
－
着
O
雪
』
争
鶉
昌
の
発
言
（
；
8
年
）
。
霊
き
昌
凹

　
；
目
＝
ξ
の
引
用
に
よ
る
。
雪
目
巨
ξ
一
隻
き
§
q
§
匡
o
ぎ
§
鷺

ざ
o
§
的
§
隻
ム
；
＆
－
＝
彗
o
冊
『
印
カ
o
ミ
L
竃
o
．
p
屋
心
）

（
1
4
）
　
修
正
案
の
提
出
は
、
む
し
ろ
審
議
の
早
い
段
階
で
行
う
ぺ
き
だ

　
と
す
る
提
案
も
あ
る
。
（
小
島
和
夫
「
立
法
過
程
の
現
状
と
所
見
」

中
村
睦
男
編
『
議
員
立
法
の
研
究
』
（
信
山
社
　
一
九
九
三
年
）
五

　
一
八
頁
）

（
1
5
）
　
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
議
会
で
は
、
議
会
内
の
少
数
派
で
あ
る

　
野
党
の
要
求
に
基
づ
い
て
調
査
権
を
行
使
す
る
道
が
開
か
れ
て
い
る
。

　
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
孝
忠
延
夫
『
国
政
調
査
権

　
の
研
究
』
（
法
律
文
化
社
　
一
九
九
〇
年
）
に
く
わ
し
い
。

（
1
6
）
　
政
府
と
与
党
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
成
田
憲
彦
『
議
会
に
お

　
け
る
会
派
と
そ
の
役
割
」
（
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
四
五
一
号
　
一
九
八

八
年
八
月
）
が
く
わ
し
い
。

（
1
7
）
　
一
九
九
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
議
会
下
院
の
例
で
は
、
修
正
案
提
出

件
数
＝
一
、
四
九
九
件
の
う
ち
、
社
会
党
、
共
産
党
な
ど
の
野
覚
議

員
お
よ
ぴ
無
所
属
議
員
の
提
出
に
よ
る
も
の
が
六
、
三
四
四
件
で
過

半
数
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
採
択
件
数
で
は
、
二
、
三
六
四
件

　
の
う
ち
野
党
お
よ
ぴ
無
所
属
議
員
が
提
出
し
た
も
の
は
一
〇
三
件
に

過
ぎ
ず
、
与
党
議
員
に
よ
る
も
の
が
五
九
二
件
で
あ
っ
た
ほ
か
、
委

員
会
提
出
の
も
の
が
一
、
一
九
五
件
、
政
府
自
身
の
提
出
に
よ
る
も

　
の
が
四
七
四
件
で
あ
っ
た
。
（
＞
ω
窒
昌
9
需
昌
饒
o
畠
亘
b
§
“
婁

｝
§
宣
尽
§
窒
§
§
ミ
ミ
明
－
b
凄
二
〇
竃
）

（
1
8
）
　
諸
外
国
の
議
会
で
は
、
様
々
な
形
式
で
口
頭
質
問
の
機
会
を
設

　
け
て
い
る
。
（
前
掲
拙
稿
「
討
論
の
場
と
し
て
の
議
会
」
参
照
）

（
1
9
）
　
も
っ
と
も
、
議
院
内
閣
制
の
も
と
で
、
議
員
の
個
人
ス
タ
ッ
フ

　
を
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
並
み
に
充
実
さ
せ
る
ぺ
き
か
ど
う
か
は
別
な

問
題
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
下
院
議
員
は
秘
書
雇
用
手
当
の
範
囲
内

　
で
最
大
二
二
名
の
秘
書
を
雇
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
上
院

　
議
員
に
つ
い
て
は
、
選
出
州
の
人
口
規
模
に
よ
っ
て
異
な
る
秘
書
雇

．
用
手
当
の
範
囲
内
で
あ
れ
ぱ
、
秘
書
の
人
数
制
限
は
な
い
。
（
ミ
ミ

　
吻
§
“
済
ざ
o
o
o
曽
O
o
暑
的
ミ
吻
｝
－
§
－
違
一
〇
〇
目
胴
『
o
ω
9
o
目
巴
〇
一
』
団
『
け
o
ユ
ぎ

　
冨
漫
ら
．
蟹
）

（
2
0
）
小
沢
一
郎
氏
の
構
想
は
、
与
党
の
中
堅
部
分
と
内
閣
と
の
一
体

化
を
図
る
た
め
、
「
省
庁
．
こ
と
に
二
｛
三
人
の
政
務
次
官
と
四
｛
六

人
の
政
務
審
議
官
ポ
ス
ト
を
つ
く
り
、
与
党
議
員
を
割
り
振
る
の
が

　
よ
い
。
そ
の
結
果
、
閣
僚
を
含
め
て
与
党
議
員
の
う
ち
百
五
十
｛
百

　
六
十
人
程
度
が
政
府
に
入
る
。
政
府
ポ
ス
ト
を
与
え
ら
れ
た
与
党
議
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員
は
、
各
省
庁
の
局
．
こ
と
の
分
担
な
り
、
テ
ー
マ
，
こ
と
の
分
担
な
り

　
を
決
め
て
政
策
を
勉
強
し
、
政
策
立
案
に
参
画
す
る
」
と
い
う
も
の

　
で
あ
る
。
（
『
日
本
改
造
計
画
』
講
談
社
　
一
九
九
三
年
　
六
〇
頁
）

（
刎
）
　
O
自
｝
O
凹
『
o
回
ω
閉
O
自
目
P
－
與
H
心
色
ω
一
団
自
o
o
μ
o
－
、
蛯
碗
ω
①
目
－
σ
示
①
目
與
一
－

　
一
〇
目
巴
o
～
－
．
凹
一
U
吐
ω
ω
①
冒
①
鼻
o
o
ω
o
目
『
o
－
〇
一
完
き
、
一
畠
o
o
仁
一
p
o
＝

（
2
2
）
　
衆
議
院
・
参
議
院
編
『
議
会
制
度
百
年
史
　
資
料
編
』
一
九
九

　
〇
年

（
2
3
）
　
成
立
件
数
に
は
継
続
法
案
を
含
む
。
第
一
二
九
回
国
会
に
限
っ

　
て
は
議
員
提
出
法
案
の
成
立
率
が
向
上
し
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
一

　
般
的
傾
向
を
読
み
と
る
の
は
今
の
と
こ
ろ
困
難
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

　
第
一
二
八
回
国
会
で
は
衆
法
お
よ
び
参
法
の
提
出
件
数
一
七
に
対
し

　
て
成
立
は
七
件
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
（
衆
議
院
常
任
委
員
会
調
査
室

　
『
衆
議
院
の
動
き
』
第
二
号
（
平
成
六
年
版
）
三
四
七
頁
）

（
2
4
）
　
「
国
会
に
お
け
る
実
現
希
望
事
項
」
（
一
九
四
九
年
四
月
二
四
日

　
『
第
七
回
国
会
衆
議
院
公
報
』
第
一
〇
六
号
）

（
2
5
）
　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
す
ら
、
重
要
法
案

　
は
政
府
が
作
成
し
、
委
員
長
な
ど
に
提
出
を
依
頼
す
る
場
合
が
多
い
。

　
こ
れ
は
、
日
本
式
に
い
え
ぱ
「
依
頼
立
法
」
で
あ
ろ
う
。

（
2
6
）
　
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
員
立
法
の
手
続

　
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
「
英
・
仏
・
西
独
議
会
に
お
け

　
る
議
員
立
法
」
（
『
議
会
政
治
研
究
』
二
一
号
　
一
九
八
九
年
二
一

　
月
）
を
参
照
。

（
2
7
）
　
小
島
和
夫
　
前
掲
論
文
　
五
ニ
ハ
頁
参
照
。

（
2
8
）
　
「
議
員
立
法
だ
け
で
な
く
、
議
員
固
有
の
権
利
で
あ
る
質
問
に

　
つ
い
て
も
、
内
閣
に
対
し
、
書
面
に
よ
る
質
問
を
す
る
こ
と
は
、
国

会
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
所
属
の
部
会
長
、
政
審
会
長
、
国
対

委
員
長
の
許
可
な
し
で
は
そ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
ま
さ
に
自
巳
規
制
、
お
せ
っ
か
い
の
シ
ス
テ
ム
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ

　
て
い
る
。
」
（
渋
谷
修
『
議
会
の
時
代
』
三
省
堂
　
一
九
九
四
年
　
六

十
頁
）

（
2
9
）
　
同
書
　
五
八
頁

（
3
0
）
法
案
の
内
容
に
よ
る
議
員
立
法
の
類
型
化
に
つ
い
て
は
、
す
で

　
に
多
く
の
業
績
が
存
在
す
る
。
主
な
も
の
と
し
て
、
小
島
和
夫
「
議

員
立
法
の
概
観
」
（
『
北
大
法
学
論
集
』
三
三
巻
五
号
　
一
九
八
三

年
）
、
田
島
信
威
「
議
員
立
法
の
実
態
と
機
能
」
（
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』

八
〇
五
号
　
一
九
八
四
年
一
月
）
な
ど
。

（
3
1
）
　
「
選
挙
公
約
の
よ
う
な
政
府
の
重
要
政
策
は
政
府
提
出
法
律
と

　
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
が
、
余
り
政
党
色
の
な
い
も
の
で
、
し
か

　
も
具
体
的
事
件
を
契
機
と
し
て
阜
急
に
そ
の
対
応
策
が
迫
ら
れ
て
い

　
る
が
、
政
府
提
出
法
律
案
の
手
続
で
は
審
議
会
へ
の
諮
問
、
行
政
部

　
内
で
の
調
整
等
に
よ
っ
て
時
間
が
か
か
り
、
急
場
に
間
に
合
わ
な
い

　
と
い
ウ
た
場
合
に
、
小
回
り
が
き
く
議
員
立
法
に
よ
り
そ
の
解
決
を

　
図
ろ
う
と
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
今
ま
で
に
も
こ
う
い
う
議
員
立
法

　
が
相
当
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
」
（
上
田
章
「
委
員
会

審
議
の
活
性
化
と
議
員
立
法
」
『
議
員
立
法
の
研
究
』
五
三
四
頁
）

（
3
2
）
　
サ
ッ
チ
ャ
ー
前
首
相
が
新
人
議
員
時
代
に
新
聞
記
者
の
地
方
議

会
傍
聴
権
に
関
す
る
法
案
を
提
出
し
、
成
立
さ
せ
た
例
に
つ
い
て
は
、

前
田
英
昭
「
議
員
立
法
と
国
会
改
革
」
（
『
議
員
立
法
の
研
究
』
五
六

　
六
頁
以
下
）
を
参
照
。

（
3
3
）
法
制
局
は
と
り
わ
け
法
案
が
憲
法
に
低
触
し
な
い
か
ど
う
か
に
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つ
い
て
、
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
あ
る
法
律
が
憲

法
に
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
司

法
（
裁
判
所
）
の
権
限
で
か
る
。
一
見
明
ら
か
に
憲
法
に
反
す
る
場

合
は
と
も
か
く
、
見
解
の
相
違
が
あ
り
得
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
法
制

局
が
事
前
に
憲
法
違
反
を
理
由
に
法
案
の
作
成
を
拒
む
と
す
れ
ぱ
、

問
題
で
あ
る
。

（
3
4
）
　
党
議
拘
東
の
存
在
し
な
い
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
に
お
い
て
は
、

　
選
挙
民
へ
の
配
慮
を
優
先
す
る
議
員
を
説
得
し
て
重
要
施
策
に
関
連

　
す
る
法
案
を
通
過
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
議
院
内
閣
制
を

　
う
ら
や
む
声
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
（
聖
鶉
①
亭
害
p
o
戸
o
F
一
p
－
↓
蜆
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聖
学
院
大
学
助
教
授
）
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