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変
わ

i立

は
じ
め1

一一

0
・
一
五
年
九
月
一
九
日
未
明
、
安
全
保
障
関
連
法
案
は
、
参
議
院

本
会
議
に
お
い
て
可
決
成
立
L
、
本
年
三
月
二
九
日
興
行
さ
れ
た
P

し

が

L
1
こ
れ
で
す
べ
て
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
国
会
霊
繭
を
通

じ
で
明
ら
か
に
。
さ
れ
た
法
案
の
問
題
点
は
全
〈
解
消
さ
れ
な
・
い
ま
ま
残

さ
れ
て
い
る
。
器
棚
論
は
ま
だ
尽
く
さ
れ
て
い
な
ト
。
議
論
の
ス
テ
ー
ジ

が
変
わ
る
だ
け
で
あ
る
。

今
般
の
安
保
法
制
を
め
ぐ
る
国
会
霊
融
の
過
程
で
、
安
倍
晋
一
↓
一
首
相

は
、
「
国
際
情
勢
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
従
来
の
憲
法
解
釈
に
聞
執
す
る
の

は
政
治
家
と
し
て
の
責
任
の
放
棄
で
あ
る
い
と
の
発
言
を
行
っ
た
(
二

O
一
五
年
六
月
末
日
衆
議
院
予
算
委
塁
嚢
中
霊
感
。

ムヨa

の
さ
か
・
ヤ
士
じ
学
資
院
大
学
法
科
大

野
坂
泰
司
揺
封
印
。
(
許
証
料
開
制

世
界
粛
法
集
b

(

共
著
、
三
省
堂
)
な
ど
.

世界 SEKA/2016.

で)

か

た
の

の
変
化
一
Y

こ
れ
は
、
国
際
譲
刀
を
直
視
す
る
限
り
従
来
の
憲
法
解
釈
を
維
持
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
宏
変
更
す
る
と
と
が
責
任
あ

る
政
治
家
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
た
も
の

で
あ
ろ
号
。
ま
さ
に
こ

O
一
四
年
七
月
一
日
の
関
議
決
定
一
(
以
下
召
・

一
閣
議
決
定
」
と
い
う
)
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
憲
法

九
条
の
下
で
集
団
的
自
衛
権
的
行
使
は
許
さ
れ
な
・
い
と
い
う
、
歴
代
内

閣
が
長
年
に
わ
た
り
維
持
し
て
き
た
憲
法
解
釈
を
変
更
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
日
本
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
が
根
本
的
に
変
容
じ
た
今
日
、

国
民
を
守
る
た
防
に
、
コ
」
れ
ま
で
の
憲
法
解
釈
の
ま
ま
で
は
必
ず
L

も
十
分
な
対
応
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
」
が
ら
、
適
切
な
解
釈
を

検
討
し
た
結
果
、
従
来
禁
止
さ
れ
て
き
た
集
団
的
戸
衛
権
の
行
使
も
、
わ

が
国
が
執
り
う
る
自
衛
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
「
憲
法
上
許
容
さ
れ
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使
の
あ
り
方
を
規
制
す
る
要
件
で
あ
り
、
こ
れ
を
満
た
さ
な
い
自
衛
権

の
行
使
は
や
は
り
許
さ
れ
な
い
と
と
と
な
る
。

国
際
法
上
、
関
家
は
個
別
的
自
衛
権
と
己
も
に
集
団
的
芦
衛
権
を
有

す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
歴
代
政
府
が
戸
衛
隊
に
よ
る
武
力
の
行
使
を

個
別
的
戸
衛
権
の
行
使
と
し
て
の
み
容
認
さ
れ
る
も
の
と
解
し
て
い
た

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
憲
法
制
定
当
時
論
議
さ
れ
た
戸
衛
権
は
、
も
ち
ろ

ん
自
国
防
衛
の
た
め
の
個
別
的
自
衛
様
で
あ
る
。
敗
戦
後
完
全
に
武
装

解
除
さ
れ
て
行
使
す
べ
き
武
力
を
持
た
ず
、
し
か
も
「
戦
力
」
の
不
保
持

を
事
つ
九
条
を
塞
献
し
て
い
る
時
に
、
他
国
防
措
の
た
め
に
わ
が
国
が

武
力
を
行
使
す
る
集
団
的
戸
衛
権
が
話
題
に
上
る
は
、
ず
も
な
い
。
戦
争

放
棄
を
宣
言
し
た
憲
法
九
条
の
下
で
個
別
的
自
衛
権
の
行
使
の
あ
り
方

を
模
索
し
て
い
た
政
府
が
最
終
的
に
到
達
し
た
の
が
上
記
の
見
解
で
あ

り
、
そ
れ
は
憲
法
九
条
の
枠
内
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
条
が
許
容
す
る

ぎ
り
ぎ
り
の
線
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
憲
法
九
条
の
下
で
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
論
理
必
然
の
帰
結
で
あ
る
。

由
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
に
係
る
「
新
解
釈
」
の
成
否

。
と
こ
ろ
が
、
安
倍
内
閣
は
、
市
・
一
閣
議
決
定
に
よ
り
、
憲
法
九
条

の
下
で
も
集
団
的
自
橋
権
の
行
使
は
容
認
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
打
ち

出
し
、
あ
っ
さ
り
と
従
来
の
政
府
解
釈
を
変
更
し
て
し
ま
っ
た
。
と
の

憲
法
解
釈
の
変
更
に
対
し
て
は
既
に
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
お
む

た
だ
、
こ
と
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
一
般
論
と
し
て
言
え
ば
、
政
府

が
従
来
の
政
府
の
憲
法
解
釈
を
変
更
す
る
こ
と
自
体
は
許
さ
れ
な
い
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
解
釈
変
更
(
塞
更

後
の
新
た
な
解
釈
)
が
当
該
条
項
の
解
釈
と
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か

199-~霊法は変わったのか

力
行
使
が
許
さ
れ
る
の
は
、
わ
が
国
に
対
す
る
急
追
小
正
の
侵
害
に
対

処
す
る
受
日
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
つ
で
、
他
国
に
加
え
ら
れ
た
武
力
攻
B

撃
を
阻
止
す
る
ζ
と
を
内
容
と
す
色
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
憲
法
上

許
さ
れ
な
い
。

安
倍
内
閣
は
、

ζ
の
七
二
年
見
解
の
①
と
②
を
「
基
本
の
論
理
」
と

称
し
、
そ
れ
を
、
「
か
が
閣
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
が
根
本
的
に
ー

変
容
し
た
」
今
日
の
事
態
に
「
あ
て
は
め
る
」
と
、

3

七
二
年
当
時
の
上

記
①
と
は
異
な
る
結
前

l
す
な
わ
ち
、
同
盟
国
等
に
対
す
る
外
国
の

武
力
攻
撃
を
阻
止
す
る
た
め
の
集
団
的
戸
衛
権
の
行
使
も
憲
法
上
許
さ

れ
る
ー
ー
が
導
か
れ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
じ
、
と
れ
は
無
理
筋
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
七
一
一
年
見
解
の
①
②
に
い
う
「
皐
術
の
霊
墜
と
は
個
別

的
自
帯
権
の
行
使
を
指
し
て
い
る
。
康
代
政
府
は
、
憲
法
九
条
を
、
国

際
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
武
力
を
行
使
し
な
い
と
い
う
原
則
を
定
め

た
も
の
と
提
え
つ
つ
、
自
国
防
衛
の
た
め
の
個
別
的
向
戸
高
権
の
行
使
と

し
て
の
武
力
行
使
、
だ
け
は
例
外
マ
あ
る
と
い
う
解
釈
論
を
展
開
し
て
き
・
。

た
。
①
②
の
「
自
衛
の
惜
盟
邑
じ
の
中
に
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
も
含
ま

そ
L

e

t

t

S

1

1

1

1

1

1

1

1

l

'

れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
牽
強
付
会
の
誹
り
を
免
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
横
畠
内
開
法
制
局
長
官
は
、
国
会
筆
献
の
中
で
、
七
一
一
年
の
「
政
府

見
解
そ
の
も
の
の
組
立
て
か
ら
、
-
そ
の
よ
う
な
解
釈
、
理
解
、
が
で
き

る
」
(
二
O
一
五
年
三
月
二
四
日
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
)
と
強
弁
し
て
い
る
。

し
か
し
、
七
二
年
見
解
の
当
の
作
成
者
、
が
正
反
対
の
こ
と
を
証
言
し
て

川
計
刻
刻
弘
、
d
M剖
割
引

A
引
寸
間
割
引

の
も
の
の
組
立
て
」
に
着
目
し
て
独
自
の
主
張
を
繰
り
広
げ
る
よ
う
な

ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
制
憲
者
の
意
図
刊
当
該
条
項
の
趣
旨
・
目
的
陪

反
す
る
と
と
な
く
、
そ
の
枠
内
で
、
本
来
の
意
味
(
原
意
)
を
具
体
化

し
、
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
一
点
に
尽
き
る
。
と
の
よ
う

な
観
点
か
ら
見
る
と
き
、
今
回
の
安
倍
内
閣
に
よ
る
憲
法
九
条
解
釈
の

変
更
が
解
釈
と
し
て
許
さ
れ
る
限
度
を
超
え
た
不
当
な
も
の
で
あ
る
と

と
は
明
白
で
あ
る
。

安
倍
内
閣
は
九
条
解
釈
の
翠
史
に
あ
た
っ
て
、
開
条
が
本
来
ど
う
い

う
規
範
的
意
味
を
有
す
る
条
項
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
趣
旨
・
目
的
は
何

か
を
一
切
問
う
て
い
な
い
。
た
だ
単
に
、
'
一
九
七
二
年
の
政
府
見
解
と

一
九
五
九
年
の
砂
川
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
援
用
す
る
の
み
で
あ

る
。
は
た
し
て
、
と
の
よ
う
な
政
府
見
解
や
最
高
裁
判
決
は
今
田
の
九

条
解
釈
の
変
更
を
正
当
化
す
る
根
拠
た
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
七
二
年
見
解
は
、
ぞ
れ
ま
で
の
政
府
見
解
を
踏
襲
し
、
そ
の

上
に
立
っ
て
、
憲
法
上
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
が
許
さ
れ
な
い
所
以
を

説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
憲
法
は
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
措
置
を
執
る

ζ

と
を
禁
じ
て
い
な
い
。
①
し
か
し
、
平
和
主
義
を
基
本
原
則
と
す
る

憲
法
が
と
の
白
梅
の
措
置
を
無
制
限
に
認
め
て
い
る
と
は
解
さ
れ
ず
、

そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
外
国
の
武
力
攻
撃
に
よ
っ
て
国
民
の
生
命
、
自
由

及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
と
い
う
急
迫
不
正
の
事

態
に
対
処
し
、
国
民
の
こ
れ
ら
の
権
利
を
守
る
た
め
の
や
む
を
え
な
い

措
置
と
し
て
は
じ
め
て
容
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
輩
也
は

こ
の
事
態
を
排
除
す
る
た
め
執
ら
れ
る
べ
き
必
要
最
小
限
度
の
範
囲
に

と
ど
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
@
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
憲
法
の
下
で
武

こ
と
は
、
重
要
な
憲
法
解
釈
を
示
し
た
政
府
見
解
の
読
み
方
と
し
て
到

底
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
(
と
と
で
も
文
言
自
体
で
は
な
く
文
言
宏
用
い
た

者
の
意
図
が
蓑
婆
で
あ
る
と
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
)
。

第
二
に
、
仮
に
七
二
年
見
解
①
②
の
「
自
衛
の
措
置
」
に
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
が
含
ま
れ
る
と
す
る
と
、
「
必
要
最
小
限
度
の
範
囲
」
で

あ
れ
ば
集
団
的
戸
衛
権
の
行
使
も
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
七
二
年
当
時
も
そ
れ
以
降
も
政
府
は
そ
の

よ
う
な
と
と
を
容
認
し
て
い
な
い
。
「
自
衛
の
措
置
」
が
「
必
要
最
小

限
度
の
範
囲
」
に
と
ど
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
個
別
的
自
衛

権
の
行
使
に
関
し
て
の
み
説
か
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
集
団
的
自
衛

権
の
行
使
は
そ
れ
自
体
が
「
必
要
最
小
限
度
の
範
囲
」
を
超
え
る
と
考

え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
ご
九
八
一
年
五
月
二
九
日
第
九
四
国
会
政
府
等
弁

包
百
)
。
之
の
点
か
ら
も
、
七
二
年
の
「
政
府
見
解
そ
の
も
の
の
組
立

て
い
を
根
拠
に
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
正
当
化
す
る
と
と
は
許
さ
れ

な
い
と
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
一

次
に
、
砂
川
事
件
判
決
(
最
高
裁
一
九
五
九
年
一
一
一
月
一
六
日
大
法
廷
判

決
)
で
あ
。
る
。
安
倍
内
閣
は
、
.
こ
の
判
決
で
最
高
裁
が
「
わ
が
国
が
、

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
措
置
を
と
り
う
る
こ
と
は
、
国
家
闇
有
の
権
能
の
行
使
と
し
て

当
然
の
こ
と
」
と
述
べ
た
点
を
捉
え
て
、
そ
と
で
い
う
「
必
要
な
自
衛
。

の
措
置
」
に
は
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
が
含
ま
れ
る
と
主
張
す
る
。
し

か
し
、
と
の
よ
う
な
主
張
に
は
全
く
根
拠
が
な
い
。

砂
川
事
件
で
は
旧
日
米
安
保
条
約
に
基
づ
い
て
日
本
に
駐
留
す
る
米

軍
が
憲
法
九
条
ニ
項
で
そ
の
保
持
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
戦
力
に
該
当
す
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し
な
が
ら
も
そ
の
議
事
録
は
残
し
て
い
な
い
と
い
う
。
朝
日
-
新
聞
二

O

月
六
日
付
朝
刊
委
照
。

7
・
u

)

そ
の
意
味
で
、
藤
間
寄
靖
'
「
覚
、
ぇ
書
キ
可
l
&車
問
的
自
徳
権
の
行
使
容
認
を

巡
る
違
憲
論
議
に
つ
い
て
」
自
治
研
究
九
二
巻
二
号
(
一
一

O
二
ハ
年
)
二
ハ
頁
以

。
下
が
、
安
倍
内
閣
に
よ
る
憲
法
解
釈
の
変
更
の
意
味
を
ま
ず
理
論
的
に
正
確
に
捉

え
た
上
で
検
討
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
と
説
く
こ
と
に
同
調
す
る
。
た
だ
し
、
同

論
文
の
よ
う
に
、
。
今
回
の
憲
法
解
釈
の
変
更
の
意
味
を
つ
理
論
的
に
は
問
解
釈
の

否
定
で
は
な
く
一
部
修
正
」
と
捉
え
て
よ
い
が
区
、
っ
か
伶
疑
問
で
あ
る
。
や
は
り

今
回
の
憲
法
解
釈
の
変
更
の
本
質
は
「
旧
解
釈
営
新
一
解
釈
で
蜜
ぎ
換
え
る
」
ど
と

ろ
に
あ
り
、
そ
の
新
解
釈
を
正
当
化
す
る
た
め
に
旧
解
釈
の
義
本
的
枠
組
み
を
利

用
し
て
い
る
に
す
、
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
4
v
e
代
表
的
な
見
解
と
し
七
、
伊
藤
正
日
吋
憲
法
〔
第
三
版
〕
』
〔
弘
文
堂
J

一九

九
五
年
)
八
八
j
八
九
頁
参
一
照
。

1

、

-

(
5
)
藤
田
・
前
出

(
3
)
は
つ
一
議
論
の
出
発
点
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法

解
釈
論
上
の
『
公
理
ど
を
一
一
…
つ
挙
げ
て
い
る
。
筆
者
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
特
に

異
論
は
な
く
、
以
下
の
日
立
珊
も
そ
れ
宏
踏
ま
え
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
お
そ

ら
く
憲
法
解
釈
方
法
論
に
つ
い
て
怯
立
場
を
具
に
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。

(
6
)
以
す
の
私
見
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
野
坂
泰
司
「
憲
法
解
釈
の
理
論

ー
ど
課
題
」
公
法
研
究
六
六
号
(
一
一

O
O四
年
)
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

人

(
7
)
賓
識
の
全
容
に
つ
い
て
は
、
清
水
伸
編
可
明
治
条
日
本
国
憲
法
審
議
録
〔
増
訂

版
〕
(
二
)
』
h

原
音
官
房
、
一
九
七
六
年
)
四
1
一
二
三
頁
参
一
照
。

〔8
)
-
E暴
和
之
「
立
憲
主
義
は
政
府
、
に
よ
る
憲
法
解
釈
変
更
を
禁
止
す
る
」
奥
平

康
弘
村
山
白
二
郎
編
『
集
図
的
自
衛
権
の
何
が
問
題
か
』
(
岩
波
書
底
、
…
…

o
一

間
年
)
・
一
九
二
頁
も
、
手
ん
条
に
問
問
ず
る
創
意
者
の
解
釈
と
し
て
、
①
直
衛
権
を

放
棄
し
た
も
の
で
は
な
い
と
と
、
②
自
橋
権
の
発
動
と
し
で
の
戦
争
と
宗
戦
権
は

放
棄
し
た
こ
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
二
点
は
ル
i
ル
と
し
て
被
定
じ
た
と
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

(
9
)
政
府
の
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
は
、
阪
回
雅
裕
編
『
政
府
の
憲
法
解
釈
』
(
宥

悲
富
、
二

O
二
ニ
年
)
の
解
説
が
夜
益
「
だ
あ
る
臥

六
年
四

e

(

叩
)
も
ち
ろ
ん
、
戦
力
に
至
ら
ざ
る
実
カ
と
は
何
か
、
ま
た
、
そ
の
限
界
如
何
が

問
題
と
な
る
。
理
論
一
上
は
「
戦
力
い
ど
「
実
力
」
・
そ
区
別
じ
う
る
と
し
て
も
、
爽

際
上
そ
の
区
別
は
微
妙
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
自
衛
隊
を
「
戦
ぎ
で

は
な
く
、
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
門
実
力
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
ヒ

が
自
衛
隊
の
活
動
を
不
用
意
に
拡
大
し
な
い
よ
う
抑
制
す
る
効
果
を
も
っ
た
と
と

は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
奥
平
H
山
口
縞
・
前
山
円
注

(
B
V
、
長
谷
部
恭
男
日
杉
田
敦
編
『
安
保
法
制

の
何
が
筒
題
か
』
(
者
波
誉
底
、
二

O
一
五
年
)
、
長
谷
部
恭
男
編
『
検
証
・
安
保

法
案
』
(
有
斐
閣
、
一
一

O
一
五
年
)
、
木
村
草
太
『
集
団
的
自
衛
権
は
な
ぜ
違
憲
な

の
か
』
(
晶
文
在
、
一
一

O
一
五
年
)
霊
堂
訟
が
い
。

(
四
)
と
の
点
応
つ
い
ず
い
、
は
、
小
胆
洋
之
『
私
た
ち
の
平
和
憲
法
と
解
釈
改
憲
の
か

伝
く
り
』
(
八
月
書
館
九
一
一

00
一
五
年
)
三
一

i
凶
凶
頁
が
詳
し
い
。

(
日
)
「
と
の
と
と
自
体
で
我
が
国
が
集
団
的
戸
衛
権
を
行
使
し
て
米
国
を
防
慰
す

る
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
た
も
の
だ
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
」
二
O
O一
二
年
六
月

二
日
参
議
院
武
力
攻
撃
事
態
対
処
特
別
委
員
会
、
泉
信
也
外
務
省
条
約
局
長
答
弁
。

(
U
)

一
九
六
O
年
六
月
に
発
効
し
た
改
定
後
の
新
安
保
条
約
も
、
憲
法
九
条
の
下

マ
わ
が
国
は
個
別
的
戸
衛
権
の
粁
使
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
ど
い
う
憲
法
解
釈
を

前
提
と
す
る
が
故
に
、
「
共
通
の
危
険
L

に
対
す
る
臼
米
河
国
の
共
同
対
処
宏

「
日
本
国
の
施
政
の
下
に
あ
る
領
域
に
お
け
る
」
武
力
攻
撃
の
場
合
に
限
定
し
て

い
る
(
同
条
約
五
条
参
照
)
。

(
お
)
清
水
繍
・
前
山

w
a
(
7
)
四
八
一

5
五
十
四
五
寅
一
委
照
。

(
初
)
も
ち
ろ
ん
、
凋
銚
婚
を
合
法
的
な
婚
姻
の
一
形
態
と
し
て
承
認
す
る
場
合
、

そ
の
趣
旨
を
よ
り
明
般
に
す
る
た
め
に
憲
法
の
規
定
を
改
正
す
る
と
い
う
こ
と
は

選
択
肢
の
一
っ
と
也
で
あ
り
う
る
。
ー
し
か
し
、
現
行
の
二
四
条
の
芸
ま
で
も
解
釈

上
回
極
婚
を
容
認
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

(
口
)
ご
の
点
に
つ
い
て
は
、
阪
国
・
前
山
戸
注

(
9
)
八
九
j
一
O
四
頁
参
照
。

(
四
)
柳
深
協
二
話
相
安
保
法
制
は
日
本
を
ど
こ
に
導
く
か
』
(
か
も
が
わ
出
版
、

二
O
一
五
年
)
=
一
七
5
一
ニ
八
頁
参
問
問
。

KONNO MOMOKO
ハイライト表示




