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閂規
制
緩
和
と
憲
法
「改
正
」
―
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討
―

土

田

和

博

は
じ
め
に

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
政
治
改
革
、
行
政
改
革
、
規
制
改
革

（規
制
緩
和
）
、
地
方
制
度
改
革
⌒地
方
分
権
）そ
し
て
司
法
改
革
と
、
国
家
と

社
会
の
改
造
計
画
が
進
行
し
、
現
在
は
こ
れ
ら
の

「改
革
」
の
総
仕
上
げ
と
し
て
憲
法
「改
正
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
と
関
連
し
て
、
い
わ
ゆ
る
市
民
主
義
派
研
究
者

（や
擁
憲
派
研
究
者
が
支
配
層
の
打
ち
出
す

「改
革
」
の
方
向
へ

流
れ
、
「改
革
」
構
想
を
―
程
度
の
差
は
あ
れ
―
受
け
容
れ
て
し
ま
う
の
は
何
故
か
、
そ
の
よ
う
な
構
想
を
受
容
し
か
ね
な
い
法
律
学
の
理
論

状
況
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
状
況
を
批
判
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
早
晩
出
て
く
る
可
能
性
の
あ
る
憲
法

「改
正
」

に
対
す
る
民
主
主
義
法
学
の
対
応
の
あ
り
方
に
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
規
制
緩
和
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
に
対
し
て
は
、
様
々
な
接
近
方
法
が
可
能
で
あ
る
が
、

本
稿
は
法
律
学
の
理
論
状
況
と
い
う
視
角
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

規
制
緩
和
と
憲
法
「改
正
」―
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討
―
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法
政
研
究
六
巻
三
ｏ
四
号
公
一〇
〇
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
四

よ
り
具
体
的
に
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
規
制
緩
和
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る

「市
民
」
像
に
つ
い
て
初
め
に
触
れ
て
お

こ
ぅ
。
∪
０の日
ｏ
●
０
バ
一●
”
は
、
新
自
由
主
義
と
新
保
守
主
義
を
区
別
し

つ
つ
、
こ
の
両
者
を
繋
ぐ
も
の
が
競
争
的
個
人
主
義
に
胚
胎
さ
れ
た

健
康
な
成
人
男
性
の
価
値
観
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
的
で
あ
（ａ
に

こ
れ
を
も
参
考
に
し
て
考
え
て
み
る
と
、
日
本
に
お
け
る
新
自

由
主
義
・新
保
守
主
義
的
支
配
戦
略
を
意
識
、
無
意
識
の
う
ち
に
支
え
て
い
る

「
市
民
」
と
は
、
典
型
的
に
は
民
間
大
企
業
の
上
層
、
中
層
の

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
や
中
堅
ク
ラ
ス
以
上
の
商
工
自
営
者
で
あ

っ
て
介
護
さ
れ
る
必
要
の
な
い
者
で
あ
る
。
多
少
理
論
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
、

経
済
社
会
に
お
い
て
合
理
的
な
判
断
能
力
と
十
分
な
情
報
収
集
能
力
を
備
え
、
自
由
と
自
立
に
最
高
の
価
値
を
見
出
す

「強
い
個
人
」
で
あ

っ

な
鶉
釉
純
鮮
憂
常
、り酢
淋
科
討
励
群
要
成
」費
受
烈
副）灘蒔渕】蒔】絲

メ
囃痛囃避新‐こ脚酔】辞」】靡好
酬
耐激翼
轟
幹
蕩≒
賭
れれれにの畠
義
ａ
ｉ
っな
百

開けつをつ中赫刹鰤榔教村廣Ⅷ剛出産畔脚期回̈
［罐り４̈
〔̈
】仲詢け「い軸Ч詢購畔喘靡け労ヵゝ』都「耐聾嘲騨凱神いわ‐こ展

〔いは郵は［貯』“げ「」移ｒ」卸【』鷺剛画麟】は】椰“轟い蹴年け期『［謳］“場経臓』い義』̈
】̈
ビ師南「自‐こに

％
灘
髭
究
祠
崚岬疇梅
冤
ゴ
綺
河
誠
．要
誠
馨
鍵
証
雛
り語
岬晰̈
Ⅳ脚【肺制‐こ孵
賞
か輪

的営為‐こ赫「隋嚇岬」げ蔽】には崚向けにげ何一州̈
卿力ゝ論わな畑悧制螂琳増』珈釧け“型卸一ぁるいは自由を基底とする理論

以
下
、
１
で
支
配
的
戦
略
と
し
て
の
規
制
緩
和
に
対
す
る
Φ”

，
Ｆ
ミ
¨，
●
お
日

と

〓
ｇ
Ｓ
】お
日

（左
派
）
の
対
応
の
相
違
を
確
認
し
、
Ⅱ
に
お



い
て
、
特
に
中一Ｆ
Ｓ
Ｆ
日

の
理
論
あ
る
い
は
よ
り
広
く
自
由
を
そ
の
基
礎
に
お
く
理
論
を
取
上
げ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
自
由
基
底
的
諸
理
論

が
新
自
由
主
義
的
改
革
構
想
か
ら
自
ら
を
区
別
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
示
唆
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
Ⅲ
で
は
、
翻

っ
て
日
本
国
憲
法
改
定
の
動
向
を

一
九
九
〇
年
代
以
降
に
発
表
さ
れ
た

「改
正
」
試
案
に
基
づ
い
て
確
認
し
、
結
語

に
お
い
て
改
憲
の
動
き
を
に
ら
み

つ
つ
、
自
由
基
底
的
理
論
を
含
め
た
民
主
主
義
法
学
の
対
応
の
あ
り
方
を
考
え
た
い
。

Ｉ
　
規
制
緩
和
と

ｍ
ｏ
当
ご
『̈
ｏ
コ
一∽
ヨ
、
Ｆ
一ｇ
扇
一お
ヨ

（
１
）
さ
て
、
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討
に
入
る
前
に
、
理
論
が
前
提
と
し
て
い
る
実
体
の
問
題
に
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
憲
法

「改

正
」
は
、
九
〇
年
代
の

一
連
の
改
革
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
総
仕
上
げ
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
九
〇
年

代
の
改
革
の
総
括
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
点
に
触
れ
る
に
止
め
た
い
。
第

一
に
、
細
川
政
権
下
で
公
表
さ

れ
た
、
い
わ
ゆ
る
平
岩
リ
ポ
ー
ト
、
村
山
政
権
の
下
で
開
始
さ
れ
た
規
制
緩
和
推
進
三
カ
年
計
画
、
橋
本
内
閣
の
六
大
改
革
、
二
〇
〇

一
年
六

月
に
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
最
終
報
告
が
出
た
司
法
改
革
、
小
泉
政
権
の
郵
政
三
事
業
や
特
殊
法
人
の
民
営
化
を
含
め
た
経
済
構
造
改
革
な

ど

一
連
の
政
府
の
改
革
構
想
は
、
資
本
主
義
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
と
財
政
の
危
機
的
状
況
に
基
本
的
に
規
定
さ
れ
た
性
格
を
有
し
て
お
り
、
九
〇

年
代
の
様
々
な
政
策
文
書
の
中
か
ら
析
出
さ
れ
る
二

一
世
紀
の
日
本
の
望
ま
し
い
国
家
と
社
会
の
姿
は

「
小
さ
く
て
強
力
な
政
府
」
と

「自
由

な
競
争
社
会
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
例
え
ば
経
済
戦
略
会
議
が

一
九
九
九
年
二
月
に
答
申
し
た
「
日
本
経
済
再

生

へ
の
戦
略
」
で
は

「
健
全
で
創
造
的
な
競
争
社
会
」
を
経
済
活
力
を
取
り
戻
す
た
め
の
社
会
構
想
と
し
て
示
し
て
お
り
、
ま
た
小
泉
政
権
の

下
で
二
〇
〇

一
年
六
月
に
公
表
さ
れ
た
経
済
財
政
諮
問
会
議
の

「
今
後
の
経
済
財
政
運
営
及
び
経
済
社
会
の
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
」

（
い
わ
ゆ
る
骨
太
の
方
針
）
で
は
、
医
療
、
介
護
、
福
祉
、
教
育
な
ど
従
来
公
的
あ
る
い
は
非
営
利
の
主
体
に
よ

っ
て
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ

て
き
た
領
域
に
も
競
争
原
理
を
導
入
す
る
と
明
言
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
個
性
あ
る
地
方
の
競
争
」
や

「
ニ
ュ
ー
パ
ブ
リ
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

規
制
緩
和
と
憲
法
「改
正
」―
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討
―
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五



五
二
六

法
政
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巻
三
・
四
号
公
一〇
〇
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年
）

と
称
し
て
公
共
性
の
体
現
者
で
あ
る
地
方
自
治
体
あ
る
い
は
行
政
組
織
そ
れ
自
体
に
も
競
争
原
理
を
反
映
し
た
手
法
を
持
ち
込
も
う
と
し
て
い

る
。
こ
う
し
て
、
「
競
争
」
は
経
済
だ
け
で
な
く
、
地
方
制
度
や
行
政
の
指
導
原
理
と
も
な
り
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
以
上
の
点
と
関
連
し
て
、
二
〇
〇

一
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た

「改
革
工
程
表
」
の
中
で

「
規
制
当
局
か
ら
の
独
立
性
、
中
立
性
等

の
観
点
か
ら
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
体
制
に
移
行
す
る
こ
と
」
（
＝
内
閣
府

へ
の
格
上
げ
）
を

「検
討
す
る
」
と
さ
れ
た
公
正
取
引
委
員
会
が
運

用
・執
行
す
る

「
経
済
憲
法
」
と
し
て
の
独
占
禁
止
法
に
つ
い
て

一
言
述
べ
た
い
。　
一
九
四
七
年
に
原
始
独
禁
法
が
制
定
さ
れ
て
以
来
、
反
独

占
立
法
と
し
て
の
独
占
禁
止
法
は
常
に
経
済
政
策
の
中
で
非
主
流
の
地
位
に
置
か
れ
て
き
た
。
独
禁
法
が
財
閥
の
復
活
を
阻
止
し
、
巨
大
企
業

の

「自
由
」
な
経
済
活
動
を
制
約
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
反
独
占
政
策
を
実
施
す
る
も
の
と
し
て
独
禁
法
は
、
戦
後
経
済
界
か
ら

一
貫
し
て

「
目

の
上
の
た
ん
瘤
」
視
さ
れ
て
き
た
訳
で
あ
る
。
従

っ
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
が

「
競
争
環
境
の
積
極
的
な
創

造
や
市
場
監
視
の
機
能
・体
制
」
の
充
実
な
ど
独
禁
法
の
運
用
の
強
化
を
提
言
す
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

は
当
然
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
独
禁
法
の
原
理
的
転
換
、
す
な
わ
ち
非
主
流
の
反
独
占
政
策
な
い
し
反
独
占
立
法
か
ら
主
流
の
競

争
政
策
な
い
し
競
争
法

へ
の
原
理
的
転
換
が
行
わ
れ

つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
と
思
う
。
両
者
は
大
企
業
の
競
争
行
動
に
対
す
る

翻
え（羹
理嘲
鍵
融耐層のる製
試̈
聾
挿
鷲
卿
出調
Ｈ
賭
コ」ヮ鍵
藤
判酬

済
的
放
恣
を
抑
制
す
る
の
が
反
独
占
政
策
な
い
し
独
占
禁
止
政
策
だ
と
す
れ
ば
、
「
企
業

の
自
由
な
活
動
を
尊
重
し
市
場

で
の
自
生
的
秩
序
形

成

に
対
す
る
政
府

の
介
入
を
自
制
す
る
」

の
が
競
争
政
策

で
あ
る
。
戦
後
改
革

の
中

で
制
定
さ
れ
た
原
始
独
禁
法
は
反
独
占
立
法

の
特
色
を
色

濃
く
持

っ
て
い
た
が
、
徐
々
に
そ
の
性
格
を
変
質
さ
せ
、
と
く
に
日
米
構
造
協
議

の
前
後
か
ら
競
争
法

へ
の
傾
斜
が
著
し
く
な

っ
た
よ
う
に
私

（６
）

に
は
思
わ
れ
る
。

（２
）
右
に
述
べ
た
よ
う
な
改
革
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
対
抗
戦
略
を
ど
の
よ
う
に
構
想
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、

日
ｇ
Ｓ
Ｆ
日

と
出
”
澤
ミ
中”
●
お
日
と
の
間
で
相
違
が
あ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
改
革
の
把
握
の
仕
方
、
あ
る
い
は
改
革
を
め
ぐ
る
対
立



構
造
の
把
握
に
関
し
て
い
え
ば
、

出
ｐ
澤
電
】”
●
お
日

は
、
既
に
行
政
官
僚
は
新
自
由
主
義
的
改
革
を
推
進
す
る
改
革
派
に
転
向
し
て
お
り
、

こ
れ
が
財
界
と
結
託
し
て
弱
い
事
業
者
と
弱
い
個
人
に
裸
の
自
由
競
争
を
強
制
し
て
い
る
と
い
う
捉
え
方
が
な
ざ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
守
旧
勢
力
た
る
行
政
官
僚
と
そ
れ
が
保
護
し
て
き
た
非
効
率
的
な
事
業
者
、
弱
い
個
人
が
、
保
護
を
必
要
と
し
な
い
効
率
的
な
事
業

者
、
個
人
の
自
由
を
規
制
・制
限
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
生
じ
る
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
と
過
保
護
な
悪
平
等
と
非
効
率
性
の
打
破
を
効
率
的
な
事

業
者
と
個
人
が
行
い
つ
つ
あ
る
と
捉
え
ば
捉
え
る
ほ
ど
、
中】ｇ
Ｓ
】お
日

の
見
方
に
傾
く
。
両
者
の
捉
え
方
の
違
い
は
、
行
政
官
僚
の
性
格
を
ど

の
よ
う
に
把
握
す
る
か
、
行
政
官
僚
が
ど
の
よ
う
な
主
体
と
結
合
な
い
し
パ
ト
ロ
ネ

ッ
ジ
の
関
係
に
あ
る
と
捉
え
る
か
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ＺＯ
。ま

た
司
法
改
革
を
め
ぐ

っ
て
も
、
】いｇ
Ｓ
中お
日

の
捉
え
方
は
最
高
裁
・法
務
省
の
司
法
官
僚
に
対
し
て
、
経
済
界
と
日
弁
連
が
そ
れ
ぞ
れ
改

革
を
挑
ん
だ
と
い
う
三
面
構
造
の
把
握
が
な
さ
れ
る
傾
き
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
①∞

，
Ｆ
ミ
一，
●
】∽日

の
捉
え
方
で
は
司
法
官
僚
と
経
済
界
の

間
に
は

（あ
る
い
は
こ
れ
に
加
え
て
日
弁
連
の

一
部
の
間
に
も
）
「
せ
め
ぎ
合
い
」
は
存
在
せ
ず
、
基
本
的
な
対
抗
関
係
は
こ
れ
ら
と
民
衆
の

（７
）

間
に
こ
そ
存
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
規
制
緩
和
と
い
う
支
配
的
戦
略
に
対
す
る
対
抗
構
想
に
つ
い
て
も
、
①∞
”
澤
ミ
¨，
●
お
ヨ

と

〓
ｇ
Ｓ
Ｆ
ヨ
左
派
の
間
に
は
若
千
の

相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（右
派
と
の
間
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）
。
ｏ∞
”
中い”弩
中ｐ
●
お
日

の
対
抗
戦
略
は
、　
一
般
に
福
祉
国
家

（８
）

の
ヴ

ァ
ー
ジ

ョ
ン
ア
ッ
プ

（
と
い
も
標
語
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一̈
８
８
Ｆ
日
左
派
の
対
抗
戦
略
は
、
以
下
の
よ
う
な
内
容

の

「
第
二
の
道
」
路
線
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｚ
８
出
ｇ
Ｓ
Ｆ
ヨ

な
い
し

一一ｇ
Ｓ
中お
日
右
派
の
支
配
的
戦
略
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
弱
い
個

人
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の
自
己
決
定
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
労
働
、
土
地
、
金
融
な
ど
の
分
野
を
中
心
に
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ

ト
を
張
る
と
同
時
に
、
非
市
場
的
な
公
共
空
間
を
政
府
と
市
場
の
中
に
埋
め
込
ん
で
い
く
と
い
っ
た
戦
略
が
主
張
さ
れ
（御
″

以
上
は
、
規
制
緩
和
と
い
う
支
配
的
戦
略
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
対
立
構
造
の
捉
え
方
あ
る
い
は
対
抗
戦
略
に
つ
い
て
の
中一ｇ
Ｓ
中中∽日

と

０∞
”
甲

けミ
一”
口
一の日

の
相
違
で
あ
る
が
、
次
に
、
主
と
し
て
一一ｇ
Ｓ
Ｆ
日

の
理
論
あ
る
い
は
、
よ
り
広
く
自
由
を
そ
の
基
礎
に
お
く
諸
理
論
を
検
討
し

規
制
緩
和
と
憲
法
「改
正
」―
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
七
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た

い
。

五
二
八

Ⅱ
　
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討

１
　
市
場
競
争

（１
）
ま
ず
市
場
競
争
に
関
し
て
は
、
井
上
達
夫
氏
と
長
谷
川
晃
氏
の
議
論
を
取
上
げ
た
い
。
井
上
氏
は
、
人
の
自
由
確
保
の
た
め
に
国
家
・

市
場
・共
同
体
と
い
う
秩
序
の
ト
リ
ア
ー
デ
の
均
衡
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
市
場
は
国
家
や
共
同
体
の
秩
序

形
成
原
理
が
肥
大
化
し
、
均
衡
を
喪
失
す
る
こ
と
に
対
す
る
防
禦
装
置
で
あ
り
、
同
様
に
国
家
や
共
同
体
も
他
の
二
者
が
肥
大
化
し
、
バ
ラ
ン

ス
を
失
う
こ
と
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
構
と
し
て
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
（紳
Ⅳ

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
る
と
、
戦
後
日
本
社
会
の
病
理
は
中

間
的
共
同
体
な
い
し
中
間
集
団
の
専
制
・放
縦
、
す
な
わ
ち
、
個
人
が
会
社
か
ら
自
立
し
て
お
ら
ず
集
団
主
義
的
ル
ー
ル
に
従
わ
ぎ
る
を
得
な

い
と
い
う
会
社
主
義
の
問
題
や
非
同
調
的
組
合
員
に
対
す
る
組
合
ぐ
る
み
の
職
場
八
分
な
ど
労
働
組
合
の
問
題
、
さ
ら
に
は
農
協
や
中
小
小
売

商
団
体
の
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
己
利
害
の
主
張
の
問
題
な
ど
、
共
同
主
義
的
専
制
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

日
本
的
な
中
間
団
体
が
個
人
の
権
利
や
自
由
を
侵
害
し
、
同
時
に
国
家
の
公
共
性
を
も
侵
食
し
て
き
た
点
に
戦
後
日
本
の
問
題
性
が
凝
縮
さ
れ

て
い
る
と
み
る
訳
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
間
団
体
の
放
恣
を
許
し
て
き
た
国
家
は
、
井
上
氏
に
よ
れ
ば
、
厳
父
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
隠
喩
で
あ

る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
子
に
厳
格
な
躾
を
せ
ず
尻

（
拭
い
秘
し
続
け
る
慈
母
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
る
マ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、

こ
こ
に
は
公
共
性
も
明
確
な
責
任
主
体
も
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
。

か
よ
う
な

「弱
い
政
府
」
か
ら

「強
い
政
府
」
へ
の
転
換
が

「体
制
改
革
」
と
し
て
の
現
代
日
本
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
に
、
井

上
氏
は
、
そ
の
具
体
的
な
対
策
の

一
つ
と
し
て

「公
正
な
市
場
的
競
争
秩
序
の
確
立
」
を
あ
げ
る
。
以
前
に
、
井
上
氏
は
ｏ日
ｃ
】”
”中Ｏ
口
と
し

て
の
競
争
と
８
日
窮
”〓
ｏ
●
と
し
て
の
競
争
、
あ
る
い
は
達
成
型
競
争
と
探
求
型
競
争
を
区
別
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
所
与
の
単



一
の
目
標
や
範
型
の
達
成
度
を
競
う
の
に
対
し
、
後
者
は
多
様
な
目
標

・
範
型
を
上

（′、昨
猟
索
し
合
う
も
の
で
あ

っ
て
、
異
質
な
人
々
の
自
由
対

等
】
は

‐こ 生
臓
薇
“
議
胸
¨
持

上 ノレ
】
¨
勁
脚

‐こ 社
一
篠
鰤
治
脚
韓
¨
脚
聯
猪
肇
』
』
崚
」
裁
げ

て
我
々
が
受
容
し
う
る
の
は
競
争
条
件
が
公
正
な
場

合
に
限
ら
れ
る
、
そ
し
て
競
争
条
件
が
公
正
で
あ
る
た
め
に
は
、
単
に
参
加
の
機
会
が
万
人
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
個
人
が

統
御
不
能
な
条
件
に
よ

っ
て
結
果
が
決
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
競
争
す
る
に
当
た

っ
て
出
発
点
の
平
等
が
確
保
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
相
続
資
産
の
格
差
是
正
や
能
力
開
発
の
た
め
の
教
育
機
会
の
格
差
是
正
な
ど
、
競
争
資
源
の
格
差
縮
減
が

必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
公
正
な
競
争
秩
序
で
あ
る
た
め
に
は
、
市
場
行
動
が
フ
ェ
ア
プ
レ
イ
の
倫
理
に
適

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
、
①
寄
生
的
な
競
争
行
動
、
す
な
わ
ち
他
人
の
努
力
に
只
乗
り
す
る
フ
リ
ー
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
禁
止
、
②
挑
戦
の
結
果
、
功
成
り

名
を
遂
げ
た
者
が
新
た
な
挑
戦
者
を
妨
害
す
る
こ
と
の
禁
止
、
③
競
争
の
ル
ー
ル
の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
の
防
止
な
ど
を
あ
げ
る
も
の
の
、

そ
れ
以
上
の
介
入
に
は
否
定
的
な
い
し
消
極
的
で
あ
る
。

（２
）

・
こ
硫
一
対
し
て
、
同
じ
く

「
公
正
な
市
場
」
を
問
題
と
す
る
長
谷
川
晃
氏
は
、
井
上
氏
と
は
や
や
異
な

っ
た
視
角
か
ら
市
場
の
馴
致
論

を
展
開
す
る
。
長
谷
川
氏
は

「
公
正
な
市
場
」
の
条
件
を
、
初
期
条
件
、
過
程
条
件
、
結
果
条
件
に
つ
い
て
示
そ
う
と
す
る
が
、
そ
の
条
件
づ

け
Ч
衛
¨
¨
い

わ
「

〔
日
¨
嘲
『
呻
一
障
勲

止
（

っ
は
”
悧
″
む
］
嘲
列
畳
「
』
側
は
翔
呵
“
椰
脚
時
罐
嗣
嘲
型
一
咤
編
射
餞
〔
¨
［
制

益
（罐

嚇
″
〕

象
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
②
取
引
を
行
う
人
々
は
対
等
の
資
格
や
能
力
を
持

っ
た
上
で
、
自
発
的
に
取
引
を
行
え
る
状
態
に
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
。
こ
う
し
た
条
件
が
充
足
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
市
場
に
よ
る
交
換
が
許
さ
れ
る
と
し
て
、
倫
理
と
平
等
か
ら

自
由
の
境
界
づ
け
を
行
お
う
と
す
る
。
こ
う
し
て

「
公
正
な
規
範
枠
」
か
ら
、
主
体
間
の
格
差
の
是
正
、
外
部
不
経
済
の
強
制
的
処
理

（例
え

ば

コ
ス
ト
だ
け
を
考
慮
し
た
公
害
防
止
策
で
は
な
く
、
住
民
の
先
住
性
、
工
場
の
環
境
影
響
力
の
大
き
さ
を
考
慮
し
た
処
理
を
行
う
こ
と
）、

独
占
の
排
除
、　
一
定
財
の
交
換
禁
止
等
が
導
か
れ
る
が
、
こ
れ
を
具
体
化
す
る
の
が

「複
合
的
保
障
」
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
具

規
制
緩
和
と
憲
法
「改
正
」―
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討
―

五
二
九
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体
的
に
は
①
不
正
競
争
や
独
占
を
排
除
す
る
規
制
、
②
産
業
育
成
の
た
め
の
援
助
な
ど
促
進
的
規
制
、
③
賠
償
や
処
罰
、
社
会
保
障
な
ど
の
救

済
的
規
制
が
政
府
に
よ

っ
て
供
給
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
諸
個
人
や
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
・集
団
に
よ

っ
て
も
提
供
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る

の
で
あ
る
。

（３
）
新
自
由
主
義
的
支
配
戦
略
に
抗
し
て
対
抗
理
論
を
構
想
す
る
場
合
、
中
期
的
戦
略
や
長
期
的
戦
略
が
別
に
あ
り
う
る
こ
と
を
承
認
し

つ

つ
、
こ
れ
ら
と
は
区
別
さ
れ
た
短
期
的
対
抗
戦
略
と
し
て
、
市
場

（正
確
に
は
資
本
主
義
）
の
暴
走
に
歯
止
め
を
か
け
る
と
い
う
立
場
に
た

つ

な
ら
ば
、
井
上
氏
の
議
論
よ
り
長
谷
川
氏
の
議
論
の
方
に
共
感
で
き
る
点
が
多
い
。
井
上
氏
の
議
論
は
戦
後
日
本
社
会
の
病
理
の
捉
え
方
が

一

面
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
競
争
資
源
の
格
差
縮
減
を
行

っ
た
上
で
の
自
由
競
争
は
通
時
的
平
等
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は

一
部
の

経
済
学
者
が
競
争
は
長
期
的
均
衡
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
と
径
庭
が
な
く
、
共
時
的
・短
期
的
平
等
が
問
題
と
さ
れ
な
く
て
良
い
理
由
は
な
い

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
長
谷
川
氏
の
見
解
は
相
対
的
に
は
首
肯
で
き
る
点
が
多
い
が
、
し
か
し
、
な
お
次
の
よ
う
な
点

に
不
満
が
残
る
。
長
谷
川
氏
の
狙
い
は
、
問
題
の
性
質
に
応
じ
て
政
府
の
規
模
や
規
制
を
適
正
な
範
囲
と
態
様
に
と
ど
め
、
権
力
的
規
制
を
必

要
最
小
限
化
し
て
、
自
由
と
平
等
の
両
立
を
志
向
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
お
け
る
平
等
を
要
求
す
る
も
の
の
、

同
時
に
そ
の
条
件
が
整

っ
た
な
ら
ば
、
国
家
の
干
渉
や
規
制
は
最
小
限
化
し
て
個
人
の
自
由
や
自
己
決
定
・自
己
責
任
を
重
視
す
る
と
い
う
形

で
、
両
者
の
両
立
を
図
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
本
当
に
自
由
と
平
等
が
両
立
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る

（後
述
）。

２
　
社
会
法
と
個
人
の
自
律
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｊ

（
１
）
次
に
、
社
会
法
と
個
人
の
自
律
性
に
関
し
て
検
討
し
た
い
。
自
律
的
個
人
に
よ
る
自
己
決
定
は
様
々
な
局
面
で
問
題
と
な
る
が
、
規
制

緩
和
と
の
関
係
で
最
も
重
要
な
問
題
は
、
労
働
者
や
消
費
者
が
使
用
者
や
事
業
者
と
契
約
関
係
に
入
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
支
配
的
戦

略
と
し
て
の
規
制
緩
和
は
、
使
用
者
と
対
等
に
交
渉
し
う
る
労
働
者
や
事
業
者
と
対
等
な
情
報
、
交
渉
力
、
経
済
力
な
ど
を
有
す
る
消
費
者
と

い
う
よ
う
に
極
め
て
御
都
合
主
義
的
な
労
働
者
像
や
消
費
者
像
を
前
提
と
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
支
配
的
戦
略
と
し
て
の
規
制
緩
和
論
に



は
、
総
じ
て

「
完
全
な
個
人
」
、
「
強
い
個
人
」
と
い
う
理
論
的
想
定
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
支
配
的
戦
略
と
は
別
に
、
し
か
し
、
そ
の
主
張
の

一
部
が
こ
れ
と
重
な
り
合
う
考
え
方
が
あ
る
。
労
働
組
合
の
御
用
組
合
化
、

集
団
主
義
化
や
社
会
保
障
受
給
者
の
没
主
体
化
、
国
家

へ
の
依
存
と
い
っ
た
事
情
を
背
景
と
し
て
、
労
働
組
合
の
組
織
強
制
や
行
政
官
庁
の
パ

タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
保
護
と
規
制
に
批
判
の
目
が
向
け
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
の

生
存
権
条
項
か
ら
個
人
の
自
由
、
自
律
性
を
排
除
し
、
労
働
者
の
団
結
を
強
化
す
る
こ
と
が
労
働
者
の
自
由
を
実
現
す
る
と
の
論
理
に
よ
っ
て
、

ユ
ニ
オ
ン
シ
ョ
ッ
プ
協
定
な
ど
の
組
織
強
制
を
許
容
し
て
き
た
こ
と
が
労
働
者
個
人
の
自
律
性
を
圧
殺
し
て
き
た
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
社
会
権

に
お
け
る
自
由
権
的
側
面
を
没
却
し
た
こ
と
が
行
政
官
僚
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
独
善
に
彩
ら
れ
た
規
制
を
生
み
出
す
こ
と
に
理
念
的
な
下
支

（・８
）

え
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

（以
下
、
便
宜
上
こ
れ
を
自
由
基
底
的
社
会
権
論
と
い
う
）
。

（
２
）
さ
て
、
支
配
的
戦
略
と
し
て
の
社
会
法
の
規
制
緩
和
を
批
判
す
る
こ
と
は
私
に
と

っ
て
は
当
然
で
あ
る
が
、
問
題
は
自
由
基
底
的
社
会

権
論
に
ど
の
よ
う
に
応
接
す
る
か
で
あ
る
。
故
ｏ本
間
重
紀
氏
は
、
労
働
者
の
自
律
な
い
し
自
己
決
定
が
生
存
権
保
障
の
た
め
の
協
同
・団
結
や

政
府
規
制
と
共
存
じ
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
条
件
を
欠
い
た
単
な
る
自
由
で
は
支
配
的
戦
略
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
と
い
い
、
あ
る
オ
蝋
破
配
・従
属
の
認
識
の
有
無
と

「
自
由
と
共
存
す
る
生
存
・平
等
」
を
容
認
す
る
か
否
か
が
分
水
嶺
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
西
谷
敏
氏
は
、
早
く
か
ら
従
属
の
事
実
と
自
律
の
理
念
と
の
整
合
、
あ
る
い
は
労
働
者
保
護
と
自
己
決
定
と
の
均
衡

を
次
の
よ
う
に
図

っ
て
き
た
。
ま
ず
、
労
働
法
に
お
け
る
人
間
像
と
し
て
、
使
用
者
に
経
済
的
、
人
的
に
従
属
す
る
状
態
に
あ
り
な
が
ら
、
絶

え
ず
そ
の
状
態
を
自
ら
の
主
体
的
努
力
に

（
よ
胸
ｋ
克
服
し
、
可
能
な
限
り
契
約
内
容
に
実
質
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
能
動
的
な
人
間

と
し
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

つ
つ
、
例
え
ば
、
団
結
の
自
由
を
め
ぐ
る
問
題
で
は
、
労
働
者
個
人
の
消
極
的
団
結
の
自
由
、
す
な

わ
ち
団
結
し
な
い
自
由
は
憲
法

一
三
条
に
基
づ
い
て
生
じ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
二
八
条
に
よ
る
積
極
的
団
結
の
自
由
の
方
が
価
値
的

に
優
位
に
置
か
れ
て
い
る
と
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
積
極
的
団
結
権
保
障
の
必
要
性
が
高
く
、
し
か
も
消
極
的
団
結
の
自
由
を
侵
害
す
る
程
度

が
低
け
れ
ば
、
憲
法
二
八
条
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
合
憲
・適
法
と
解
さ
れ
る
と
し
て
、　
一
方
で
は
解
雇
と
結
び

つ
く
組
織
強
制
で
あ
る
ユ
ニ

規
制
緩
和
と
憲
法
「改
正
」―
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
一
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オ
ン
シ
ョ
ッ
プ
協
定
な
ど
の
違
憲
・無
効
は
承
認
し
な
が
ら
、

酬
躍
と
は
結
び

つ
か
な
い
協
約
適
用
差
別
条
項
や
協
約
適
用
排
除
条
項
な
ど
が

日
本
で
締
結
さ
れ
た
な
ら
ば
、
憲
法
違
反
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。

同
様
の
問
題
を
よ
り

一
般
的
に
検
討
し
た
の
が
吉
村
良

一
氏
の
自
己
決
定
論
で
あ
（初
に

す
な
わ
ち

「
弱
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
自
立
と
自

律
の
う
ち
に
自
己
決
定
す
る
こ
と
を
希
求
す
る
個
人
」
を
、
過
剰
介
入
と
過
少
保
護
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
回
避
し
な
が
ら
、
国
家
、
中
間
団
体
、

個
人
の
連
帯
に
よ
っ
て
支
援
し
て
、
自
由
や
自
己
決
定
を
可
能
に
し
よ
う
と
い
う
福
祉
国
家
の
構
想
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
西
谷
氏
や
吉
村
氏
の
見
解
は
、
団
結
擁
護
と
労
働
者
の
自
己
決
定
の
、
あ
る
い
は
生
存
・平
等
と
自
己
決
定
の
優
れ
た
均
衡
の

一
例
と
い
え
よ
う
。

３
　
規
制
緩
和
理
論

最
後
に
、
行
政
規
制
の
撤
廃
・緩
和
に
よ

っ
て
事
業
者
な
ど
の
自
由
の
拡
大
を
図
る
規
制
緩
和

一
般
に
関
す
る
理
論
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
れ
に
関
し
て
最
初
に
指
摘
す
る
べ
き
は
、
な
ぜ
規
制
緩
和
が
望
ま
し
い
の
か
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
そ
れ
が
立
法
論
的
に
肯
定
さ
れ
る
か
に

つ
い
て
理
論
的
根
拠
が
明
確
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
様
々
な
理
論
が
別
の
問
題
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
唯

一
行
わ
れ
て
い
る
そ
れ
ら
し
い
説
明
は
、
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
事
業
者
、
労
働
者
、
消
費
者
が
享
受
す
る
利
益
が
被
る
損
失
を
上
回
り
、

ネ

ッ
ト
ゲ
イ
ン
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
要
す
る
に
規
制
緩
和
は
社
会
全
体
と
し
て
み
れ
ば
不
利
益
を
超
過
す
る
利
益
を
も
た
ら
す
と
い

（２３
）

う

こ
と

で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

き
れ
に
移
一
″
購
は
畔
姜
秘
『
名
醐

‐こ 制
」
け
姉
一
剛
」
は
い
に

‐こ 享
罐
お
当
削
』
は
脚
臓

‐こ 不
制
端
つ
赫
脚
藤
酬
岬
隷
け
』
向
制
諄
綿
緩
卸
嘲
脚

益 っ

と
い
う
ナ
マ
の
利
益
に
還
元
し
、
他
方
、
こ
れ
ま
た
ナ
マ
の
利
益
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
健
康
。安
全
や
経
済
的
弱
者
の
自
助
的
生
存
と
を
加
え

て
、
ト
ー
タ
ル
の
保
障
の
量
と
し
て
最
大
化
を
図
る
と
い
う
功
利
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
な
量
的
最



大
化
こ
そ
、
営
業
の
自
由
の
規
範
内
容
と
し
て
憲
法
が
立
法
者
に
課
し
た
任
務
で
あ
り
、
司
法
審
査
は
最
大
化
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
を
規
制

三
分
論
に
よ
っ
て
追
試
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
規
制
二
分
論
の
把
握
が
正
鵠
を
射
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
右
に
述
べ
た
規
制
緩
和
に
関
す
る
見
解
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
は
、
シ

カ
ゴ
学
派
的

「富
の
最
大
化
原
理
」
と
同
様
の
問
題
性
を
免
れ
て
い
な
い
と
い
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「富
の
最
大
化
原
理
」
は
、

あ
る
規
制
の
緩
和
と
い
う
制
度
の
変
更
が
望
ま
し
い
か
否
か
を
余
剰
分
析
に
よ
っ
て
決
す
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
財
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

規
制
緩
和
と
い
う
制
度
変
更
に
よ
っ
て
売
手
余
剰
と
買
手
余
剰
が
増
減
す
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
両
者
の
総
和
で
あ
る
社
会
的
総
余
剰
が
規
制

制御『̈
州〔蹴酬蜘】残なヵゝ獅けけ陪題ヵゝ巌―こ検つ討」一」「い耐勒け師囃醐馴制嘲「理薇̈
“Ｐ嘲妙け［蹴罐る（まれ汝薇紳一喘嚇

係
で
重
要
な
点
は
、
総
余
剰
が
増
加
し
、
規
制
緩
和
が
望
ま
し
い
と
判
断
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
者
の
余
剰
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
な
く
他
の
者
の

余
剰
を
増
大
さ
せ
る
パ
レ
ー
ト
改
善
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
あ
る
者
の
余
剰
の
増
加
が
他
の
者
の
余
剰
の
減
少
よ
り
も
大
き
い
場
合
も
含
む
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
極
端
な
場
合
に
は
、
少
数
の
寡
占
的
大
企
業
の
独
占
的
財
産
の
増
大
が
零
細
な
サ
ー
ビ
ス
の
買
い
手
の
生
存
権
的
財
産
の

減
少
よ
り
も
大
き
け
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
も
理
論
的
に
は
規
制
緩
和
は
望
ま
し
い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
ぎ
る
を
え
な
い
。
要
す
る
に
経

済
的

「
自
由
」
の
社
会
全
体
で
の
増
減
を
問
題
に
す
る
発
想
は
権
利
論
と
は
異
質
な
考
え
方
で
あ
る
。

Ⅲ
　
あ
り
う
べ
き
新
自
由
主
義
的
憲
法

「
改
正
」

（
１
）
さ
て
日
本
国
憲
法
改
定
の
動
向
に
目
を
転
じ
る
と
、　
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
憲
法

「改
正
」
論
議
に
お
い
て
、
九
条
と
国
際
貢
献
が
最

も
重
大
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
り
わ
け
二
〇
〇

一
年
九
月

一
一
日
以
降
の
情
勢
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
本
稿
の
範
囲
を
超
え
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
後
掲
の
表
に
示
し
た
項
目
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
改
憲
の
方
向
が
予
測
さ
れ

規
制
緩
和
と
憲
法
「改
正
」―
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討
―

五
三
三
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（２６
）

る
か
を
、
九
〇
年
代

に
公
表
さ
れ
た
幾

つ
か
の

「
改
正
」
試
案
か
ら
探

っ
て
み
た
い
。

（
２
）
表

に
み
る
改
憲
試
案

の
中
か
ら

「
規
制
緩
和
」
と
の
関
係

で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
第

一
に
営
業

の
自
由
と
行
政
手
続

の
適
正
化

条
項

の
明
文
化

で
あ
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
読
売
案
と
山
崎
案
が
そ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
が
、
山
崎
案
は
、
自
由
競
争
と
自
己
責
任
を
基

調
と
し
た
活
力
あ
る
経
済
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
、
市
場
原
理
を
機
能
さ
せ
る
規
制
改
革
を
成
功
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
自
由
な

競
争
秩
序
を
守
る
た
め
の
規
制
は
許
さ
れ
る
が
、
競
争
制
限
ｏ参
入
制
限
的
な
規
制
は
認
め
ら
れ
な
い
と

い
う

ル
ー
ル
を
徹
底
す

べ
き
だ
と
い

う
。
そ
の
た
め
に
、
現
行

の
三
二
条
か
ら
営
業

の
自
由
を
独
立
さ
せ
、

こ
れ
に
よ

っ
て
個
人
や
企
業

の
経
済
活
動

の
自
由
を
認
め
る
根
拠
を
憲

法

に
お
い
て
示
す

べ
き
だ
と
す
る
。
た
だ
、

こ
の
よ
う
な
規
制

の
撤
廃
・緩
和
と
企
業

の
営
業

の
自
由

の
保
障
が
憲
法
改
正

に
よ

っ
て
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も

の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点

に
関
連
し
て
、
芹
川
洋

一
氏
は
憲
法
改
正

で
は
な
く
、
「
規
制

彙
評
］摯わ』舞
詭続っをてぃ聾
麹聯
聾
詳
しさ毬
晟
ダ
牌
婢
蝿
獅
輔

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
方
向
が
出
て
く
る
可
能
性
は
相
当
に
高
い
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）
第
二
に
規
制
緩
和
と
の
関
係
で
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
基
本
的
人
権

一
般
の
総
括
的
留
保
規
定
に
よ
る
制
限
で
あ
る
。
小
沢
案

は

一
二
条
の
改
定
に
関
し
て
、
基
本
的
人
権
が

「
す
べ
て
公
共
の
福
祉
及
び
公
共
の
秩
序
に
遵
う
」
と
し
て
、
個
人
の
基
本
的
人
権
の
制
限
の

必
要
性
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
し
、
ま
た
山
崎
案
や
読
売
案
も

「
公
共
の
利
益
」
あ
る
い
は

「公
共
の
福
祉
」
と
の
調
和
、
濫
用
の
禁
止
を
明

記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
民
の
自
由
や
人
権

一
般
を
制
限
す
る
だ
け
で
な
く
、
読
売
案
と
山
崎
案
は
、
国
民
の
憲
法
遵
守
義
務
を
明
記
し
、

さ
ら
に
山
崎
案
は
個
別
的
義
務
と
し
て

「
国
家
の
安
全
に
寄
与
す
る
義
務
」
ま
で
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

国
民
の
自
由
や
人
権
に
対
す
る
右
の
よ
う
な
制
限
と
新
た
な
義
務
が
出
て
く
る
要
因
な
い
し
背
景
と
し
で
は
、
有
事
の
際
に
人
権

（
を
割
Ⅶ
す

る
根
拠
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
渡
辺
治
氏
が
既
存
社
会
統
合
の
解
体

へ
の
対
処
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
。
渡

辺
氏
は
、
規
制
緩
和
の
進
行
や
資
本
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
企
業
社
会
的
統
合
の
弛
緩

・
解
体
と
自
民
党
利
益
政
治
シ
ス
テ
ム
の
破
綻
に
対



応
す
る
た
め
、
下
層
の
大
衆
に
対
し
て
治
安
と
秩
序
を
強
化
し
、
犯
罪
を
抑
止
す
る
と
い
う
新
自
由
主
義
社
会
の
統
合
シ
ス
テ
ム
を
指
摘
す
る

が
、
お
そ
ら
く
、
国
民
の
自
由
の
制
限
と
新
た
な
義
務
の
規
定
は
、
こ
の
よ
う
な
人
権
を
抑
圧
し
て
秩
序
を
維
持
す
る
統
合
シ
ス
テ
ム
に
憲
法

上
の
根
拠
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
４
）
第
二
に
、
社
会
権
に
関
す
る
改
定
で
あ
る
。
具
体
的
な
改
正
の
方
向
は
今

一
つ
明
確
で
な
い
が
、
小
沢
案
で
は
生
存
権
条
項
を
前
文
に

移
し
て
、
抽
象
的
な
理
念
に
祭
り
上
げ
る
こ
と
を
狙

っ
て
い
る
し
、
ま
た
山
崎
案
で
は
少
な
く
と
も
教
育
権
や
労
働
基
本
権
に
関
し
て
は
、
何

ら
か
の
形
で
国
民
の
権
利
保
障
に
お
い
て
比
重
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
山
崎
案
は
労
働
や
教
育
の
分
野
に
お

け
る
規
制
緩
和
を
既
定
事
実
と
し
て
、
国
の
関
与
の
縮
減
を
憲
法
上
も
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
向
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
憲
法
学
の

一
部
は
反
対
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
学
の

一
部
に
は
前
述
し
た
よ

う
に
、
社
会
権
の

「自
由
権
」
的
側
面
を
重
視
す
る
見
解
が
あ
り
、
こ
う
し
た
傾
向
を
重
視
す
れ
ば
、
社
会
権
の
比
重
低
下
は
必
至
に
み
え
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
見
解
も
、
規
制
緩
和
の
中
に
は
、
社
会
福
祉
の
見
直
し
の
よ
う
に
、
本
来
国
家
が
保
障
す
べ
き
も
の
が
、
そ
の
責
任
放
棄

に
よ

っ
て
切
り
捨
て
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
し
て
、
全
面
的
に
緩
和
に
賛
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
な
お
見

通
し
は
不
透
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
１
）
以
上
綾
綾
述
べ
て
き
た
が
、
論
旨
不
明
確
な
内
容
で
終
わ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
最
後
に
幾

つ
か
の
事
柄
を
要
約
す
る
形
で
私
な

り
の
結
論
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
残
さ
れ
た
問
題
を
若
千
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
市
民
主
義
派
研
究
者
や
護
憲
派
研
究
者
が
支
配
層
の
打
ち
出
す
改
革
の
方
向
に
流
れ
、
支
配
的
改
革
構
想
を

一
定
程
度
受
け
容
れ
て

し
ま
う
の
は
何
故
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
者
が
、
日
本
の
国
家
や
社
会
の
現
状
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
関
係

規
制
緩
和
と
憲
法
「改
正
」―
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討
―

五
二
五

結

=
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し
、
あ
る
い
は
改
革
を
め
ぐ
る
対
立
構
造
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
も
関
係
し
て
、
自
由
を
重
要
な
要
素
と
す
る
理
論
を
打
ち
出
す
た
め

に
、
時

に

「
自
由
」

の
復
権
、
拡
大
を
め
ざ
す
新
自
由
主
義
的
戦
略
と
共
鳴
し
て
し
ま
う
こ
と
が

一
つ
の
要
因
と
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
自
由
基
底
的
諸
理
論
が
支
配
的
戦
略

に
流
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
何
が
必
要
か
を

一
般
的
な
形

で
い
え
ば
、
生
存
や
平

等
を
確
保
す
る
た
め
の
団
結
、
協
同
、
連
帯

の
積
極
的
意
義
を
基
本
的

に
承
認
し
、

こ
れ
と
自
由
な
い
し
自
己
決
定
ど
の
共
存
を
図
る
方
策
を

見
出
す
よ
う
模
索
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
新
自
由
主
義
的
な
意
味
で

「自
由
」
な
競
争
社
会
を
目
指
す
改
革
構
想
で
は
不
平
等
と
格
差
が
拡
大

し
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
招
来
す
る
だ
け
で
あ

っ

（
て
お
珊
属
世
界
か
ら
捉
え
返
さ
れ
た
普
遍
的
価
値
と
し
て
の
自
由
や
生
存
を
こ
そ
、
基
底
に
お
い

た
理
論
の
構
築
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）

最
後
に
、
残
さ
れ
た
問
題
を
二
点
だ
け
、
指
摘
錐
て
お
き
た
ぃ
。　
一
つ
は
、
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
「
根
本
規
範
」
が
存
在
す

議
す ヵゝ

″
射
静
は

一 す
「
け
」
″
】
［
［
い
彙
¨
¨
剛
Ⅷ
一
』

ノレ る
が
い

『
力ゝ

直
蒙
綴
『
制
日

開 ‐こ
】

れ っ
庫
（
利
燎
「

あ
（
許

朴
『

口 な
い

ノレ 根
導
醐
鰤
却
嘲
卿

一 を
』

理
と
し
て
平
等
な
自
由
の
リ
ス
ト
を
示
す
が
、
第
二
部
・制
度
論
で
擁
護
し
た
市
場
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
不
可
避
的
に
不
平
等
が
生
じ
る

と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
正
義
の
第
二
原
理
に
よ

っ
て
社
会
的
不
平
等
だ
け
で
な
く
、
自
然
的
不
平
等
を
も
補
整
し
、
除
去
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、

ロ
ー
ル
ズ
の
い
う
第

一
原
理
上
の
基
本
的
人
権
の
リ
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
第
二
原
理
の
う
ち
社
会

的
不
平
等
の
禁
止
と
結
果
と
し
て
生
ず
る
不
平
等
の
社
会
保
障
制
度
な
ど
に
よ
る
是
正
の
シ
ス
テ
ム
を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
自
体
も
根
本
規
範
と
し
て
改
定
が
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

残
さ
れ
た
今

一
つ
の
問
題
は
、
自
由
と
平
等
の
共
生
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
本
間
重
紀
氏
が
晩

】̈」は「あ（ら勧資〕割主マ款』一】い一障帥Ｍピ‐こ注酬れ章赫陣師な印かけ障期剛章つぁ一はだ〔畑嶽̈
悧幾嫌】ｒ一猜臓縁漱

め
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
弊
害
を
完
全
に
は
免
れ
が
た
い
の
に
対
し
、
友
愛
原
理
は
人
種
、
民
族
、
宗
教
、
性
、

エ
コ
ロ
ジ
ー
、
南
北
問
題
な



ど
人
間
的
普
遍
的
要
素
の
平
等
の
問
題
を
、
自
立
と
協
同
の
社
会
の
構
築
と
い
う
方
法
に
よ

っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
両

者

（国
家
に
よ
る
平
等
の
達
成
と
社
会
に
よ
る
友
愛
の
実
現
）
は
共
同
・補
完
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
社
会
の
組
織
原
理
と
し
て
の
友
愛
原
理

は
協
同
所
有
―
協
同
経
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
結
び

つ
き
、
そ
の
具
体
的
な
担
い
手
で
あ
る
協
同
組
合
は
市
場
の
失
敗
の
克
服
の
み
な
ら
ず
、
環
境
、

健
康
安
全
、
福
祉
、
住
民
の
近
隣
的
協
同
な
ど
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
有
力
な
主
体
的
組
織
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い

Ｚり
。

以
上

の
よ
う
な
議
論
は
、
未
だ
漠
然
と
し
た
抽
象
論

の
域
を
出
な
い
が
、

こ
の
よ
う
な
方
向

の
妥
当
性

の
検
討
も
含
め
て
具
体
的
な
思
考
を

重
ね
る
と
い
う
作
業
は
、
将
来

の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。

．
自
由
と
平
等
の
友
愛
原
理
に
よ
る
共
生
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
右
に
述
べ
た
よ
′う
に
、
本
号
が
追
悼
す
る
故
・本
間
重
紀
先
生
が
晩
年
思
考
を
め
ぐ
ら
さ
れ

て
い
た
主
題
で
あ
る
。
新
し
い
論
点
や
知
見
を
付
加
え
る
の
が
後
に
続
く
者
の
論
説
に
要
求
さ
れ
る

「作
法
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
は
本
間

先
生
の
思
考
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
内
心
性
泥
た
る
思
い
が
残
る
。
今
は
他
日
を
期
す
こ
と
で
許
し
を
乞
う
し
か
な
い
。
な
お
、
本

稿
は
民
主
主
義
科
学
者
協
会
・法
律
部
会
の
二
〇
〇

一
年
度
学
術
総
会
‥
ヽ
ニ
シ
ン
ポ
ジ

ュ
ウ
ム

「
現
代
国
家
社
会
改
造
と

『市
民
主
義
ヒ

（
一
一
月

一
七

日
、
於
関
西
大
学
）
の
報
告
原
稿
に
若
千
の
加
筆
修
正
を
行

っ
た
も
の
で
あ
る
。
報
告
に
当

っ
て
、
信
州
大
学
の
愛
敬
浩
二
助
教
授
に
は
参
考
文
献
、
と

り
わ
け
憲
法
学
の
分
野
の
文
献
に
つ
い
て
ご
教
示
頂
い
た

（む
ろ
ん
、
あ
り
う
べ
き
誤
謬
は
筆
者
が
そ
の
責
め
を
負
う
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
）。
記
し
て
感
謝

す
る
次
第
で
あ
る
。

．　
本
稿
は
主
と
し
て
法
哲
学
や
労
働
法
学
等
の
分
野
に
お
け
る
諸
理
論
を
基
礎
理
論
的
視
角
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
経
済
法
学
会
創
立
五
〇
周

年
企
画

『経
済
法
講
座
・第

一
巻
』
（近
刊
予
定
豊
一省
堂
）
で
は

「憲
法
と
経
済
法
―
経
済
法
の
憲
法
学
的
基
礎
構
造
―
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
財
産
権
類

型
論
、
規
制
三
分
論
と
規
制
緩
和
論
な
ど
に
つ
い
て
、
立
法
政
策
論
的
視
角
か
ら
若
干
の
検
討
を
行

っ
た
。
極
め
て
不
十
分
な
内
容
で
は
あ
る
が
、
併
せ

て
ご
参
照
頂
け
れ
ば
誠
に
幸
い
で
あ
る
。

規
制
緩
和
と
憲
法
「改
正
」―
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討
―

五
三
七



基本的人権、司法制度、財政、地方制度を中心にした最近の憲法「改正」試案

読売新聞社案 !

小沢一郎案
2

山崎拓案
3

現 行 12、  13条

12条改正 :第 1文 =現行

どおり。第 2文 =「また、

国民は、常に公共の福祉と

の調和を図り、 これを濫用

してはならない。」

12条 改正 :「 この憲法の

保障する基本的人権は、す

べて公共の福祉及び公共の

秩序に遵 う。」

13条 改正 :「 この憲法が

保障する生命、自由及び幸

福追求に対する国民の権利

については不断の努力によっ

て、これを保持 しなければ

ならない。又、国民はこれ

を濫用 してはならない。」

12条、13条 (22条、29条

も)の 「 公共の福祉」 を

「公共の利益」に改正。

12条改正 :こ の憲法が国

民に保障する自由及び権利

は、国民の不断の努力によっ

て、これを保持 しなければ

ならない。また、国民はこ

れを濫用 してはならず、常

に公共の利益との調和を図

らなければな らない。 13

条 も同様に改正。

営業の自由と行政

統制か らの自由

営業の自由を明記する。財

産権条項の前に置き、経済

活動の自由を構成すること

を明 らかにする。

現行 22条か ら「 営業の自

由」を独立 させ、個人や企

業の経済活動の自由を保障

する根拠を示す。

規制改革 (規制緩和)の実

効性を確保するため「行政

手続は適正でなければなら

ない」との条項を設ける。

社 会 権

字句の修正以外は特になし。 生存権条項は前文に置 く 教育権や労働基本権の保障

については、進学率の著 し

い向上や「完全失業率の比

較的低いレベル」を理由に、

国民の権利保障において比

重を低下させることを示嘱

新 しい人権 と義務

人格権、プライバシー権、

環境権・環境保全義務を導

入。

前文に国民の憲法尊重擁護

義務を明記。

環境権、知る権利などを導

入。

環境権・環境保全義務、 プ

ライバシー権、知る権利、

国家の安全に寄与する義務、

国民の憲法遵守義務など。

司 法 制 度

憲法裁判所の創設 (抽象的

違憲審査、裁判官 9名は参

議院の指名)

憲法裁判所の創設 憲法裁判所の創設

財 政

「国は健全な財政の維持及

び運営に努めなければなら

ない」との条項を設け、内

閣による財政処理の基本原

則を明記する。

「国及び地方自治体は、健

全な財政の維持及び運営に

努めなければならない」と

の条項新設。

地 方 制 度

地方 自治の本 旨に代え、

「 地域住民 と地方公共団体

の自治権」を明記する。

国家が本来果たすべき役割

と地域住民に身近な自治体

による行政の役割分担を図

るため「地方自治は、地方

自治体および住民の自立と

自己責任を原則とする」 と

の条文を設ける。

法
政
研
究
六
巻
三

・
四
号
公
一〇
〇
二
年
）

五
三
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1 読売新聞社編『憲法 -21世紀に向けて』 (1994年 )、 読売新聞 1994年 11月 3日 付け。

2 小沢一郎「 日本国憲法改正試案」文藝春秋 1999年 9月 号 94頁以下。

3 山崎拓『憲法改正一道義国家をめざして』 (2001年 )。



（１
）
市
民
主
義
派
研
究
者
や
護
憲
派
研
究
者
の
結
論
が
、
結
果
に
お
い
て
支
配
層
の
打
ち
出
す
改
革
構
想
の

一
部
と
重
な
り
合
う
こ
と
は
あ
り
え
よ
う
。

支
配
層
の
改
革
構
想
を
、
そ
れ
が

「上
か
ら
の
構
想
」
で
あ
る
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
否
定
す
る
つ
も
り
も
な
け
れ
ば
、
研
究
者
の
真
摯

な
研
究
の
結
果
が
た
ま
た
ま
こ
れ
と

一
致
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
つ
も
り
も
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
者
が
支

配
層
の
打
ち
出
す
改
革
構
想
の
前
提
条
件
や
枠
組
み
を
無
批
判
に
受
け
と
め
た
り
、
思
考
の
過
程
や
論
理
ま
で
も
が
支
配
層
の
そ
れ
と

一
致
し
て
し
ま

う
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
受
容
す
る
態
度
が
何
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
２

）

∪
８

日

ｏ
口
０

∽
・
パ
ｒ

”

『
ざ
ヽ

ン
ｓ
こ

コ
館

辞
Ｔ
知

り
』ヽ
〓
ａ
ｌ

ヽ

一Ｑ
ヽ
お
ヽ
い

ｏ
さ
ヽ

Ｑ
辞
貯
Ｑ
ヨ
∽
お
き

【
『

●
ｏ
∞
『
γ

（３
）
今
井
弘
道
編

『
「市
民
」
の
時
代
』
二
六
三
頁
以
下

（
一
九
九
八
年
）。

（４
）
川
本
隆
史

『現
代
倫
理
学
の
冒
険
』

一
五

一
頁

（
一
九
九
五
年
）。

（５
）
来
生
新

「政
府
と
競
争
秩
序
」
法
律
時
報
二
〇
〇

一
年
七
月
号
二
〇
頁
。

（６
）
以
上
の
よ
う
な
動
き
に
対
応
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は

「
二

一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
競
争
政
策
を
考
え
る
懇
談
会
」
を
設
置
し
、
提
言
書

「
二

一

世
紀
に
お
け
る
競
争
政
策
と
公
正
取
引
委
員
会
の
在
り
方
」
公
一〇
〇

一
年

一
一
月
）
を
公
表
し
た
。
提
言
書
は
競
争
政
策
を

「政
府
施
策
全
般
の
中
で
、

最
も
基
本
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
」
と
捉
え
、
こ
の
よ
う
な
政
策
を
執
行
す
る
公
正
取
引
委
員
会
は

「特
定
の
事
業
を
所
管
す
る
省
庁

の
下
で
は
な
く
、
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
事
務
を
掌
る
内
閣
府
が
ふ
さ
わ
し
く
、
将
来
的
に
内
閣
府
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
」

と
し
て
い
る

（内
閣
府
に
移
行
さ
せ
る
べ
き
と
す
る
理
由
が
前
述
の

「改
革
表
」
の
指
摘
と
は
若
干
異
な
る
こ
と
に
注
意
）。
ま
た
提
言
は
規
制
改
革
と

の
関
連
に
お
い
て
、
「規
制
改
革
と
独
占
禁
止
法
の
執
行
と
は
、
競
争
政
策
の
車
の
両
輪
で
あ
っ
て
、
両
者
は

一
体
的
に
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
」

り
、
「
そ
の
た
め
に
は
、
独
占
禁
止
法
自
体
を
競
争
に
対
す
る
積
極
的
な
意
義
を
込
め
て

『競
争
促
進
法
』
と
し
て
前
向
き
に
位
置
付
け
て
考
え
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
」
と
す
る
。
公
企
業
の
民
営
化
や
規
制
改
革
に
よ
っ
て
登
場
す
る
巨
大
な

「私
企
業
」
（Ｚ
哺
弓
な
ど
）
の
事
業
活
動
に
対
し
て
、
そ
の

自
由
放
任
的
活
動
を
制
約
す
る
方
向
で
独
禁
法
を
運
用
す
る

（例
え
ば
電
気
通
信
の
接
続
問
題
に
つ
き
不
当
な
取
引
拒
絶
な
ど
の
規
制
を
強
化
す
る
方

向
を
指
向
す
る
）
な
ら
ば
別
で
あ
る
が
、
「競
争
促
進
法
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
が

一
人
歩
き
し
て
、
む
し
ろ
巨
大
な
「私
企
業
」
の
自
由
放
任
的
な
事

業
活
動
を
も

「競
争
促
進
」
的
と
し
て
容
認
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
内
在
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（７
）
私
自
身
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
司
法
制
度
改
革
審
議
会
が
ス
タ
ー
ト
し
た
時
点
で
は
、
規
制
緩
和
的
司
法
改
革
、
市
民
的
司
法
改
革
、
司
法
官
僚

規
制
緩
和
と
憲
法
「改
正
」―
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
九



法
政
研
究
六
巻
三

・
四
号
公
一〇
〇
二
年
）

五
四
〇

シ
ス
テ
ム
の
維
持
と
い
う
三
面
構
造
的
把
握
を
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
の
自
民
党
・司
法
制
度
調
査
会
の
報
告
書

「
二

一
世
紀
の
司
法
の
確
か

な

一
歩
」
に
よ
っ
て
、
自
民
党
ｏ経
済
界
と
最
高
裁
・法
務
省
の
妥
協
と

一
致
が
明
ら
か
と
な
り
、
遅
く
と
も
そ
れ
以
降
は
二
面
構
造
的
把
握
が
妥
当
で

あ
る
と
考
え
て
い
る

（拙
稿

「新
自
由
主
義
的
司
法
制
度
改
革
と
憲
法
原
理
」
法
律
時
報
二
〇
〇

一
年
五
月
号

一
五
頁
以
下
）。

（８
）
渡
辺
治
・後
藤
道
夫
編

『講
座
・現
代
日
本
④

現
代
日
本
社
会
の
対
抗
と
構
想
』
三
八
〇
頁
以
下

（
一
九
九
七
年
）、
渡
辺
治

『
「構
造
改
革
」
で
日
本

は
幸
せ
に
な
る
の
か
？
』
八

一
頁
以
下

（二
〇
〇

一
年
）
な
ど
を
参
照
。

（９
）
注
１０
に
掲
げ
た
も
の
の
ほ
か
、
金
子
勝
ほ
か

「グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
対
抗
す
る
戦
略
⌒上
ｘ
下
こ

『世
界
』
二
〇
〇
〇
年
六
月
号
、
七
月
号
、
同

ヨ
小
泉
構
造
改
革
』

へ
の
対
抗
提
案
」
『世
界
』
二
〇
〇

一
年
八
月
号
な
ど
。
ま
た
、
山
口
定

・
神
野
直
彦
編
著

『
二
〇
二
五
年
日
本
の
構
想
』
公
一〇

〇
〇
年
）
所
収
論
文
の

一
部
や
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ

（佐
和
隆
光
訳
）
『
第
二
の
道
』
２

九
九
九
年
）
に
も
同
様
の
発
想
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、

〓
ｇ
Ｓ
一一∽ヨ
右
派
と
左
派
の
対
話
と
し
て
、
金
子
勝
・井
上
達
夫

「市
場
ｏ公
共
性
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
『思
想
』

一
九
九
九
年

一
〇
月
号
が
興
味
深
い
。

（１０
）
よ
り
具
体
的
に
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
「第
二
の
道
」
路
線
は
、
「市
場
で
競
争
す
る
こ
と
」
と

「信
頼
し
協
力
す
る
こ
と
」
と
は
互
い
に
補
い

合
う
関
係
に
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
市
場
経
済
は
信
頼
や
協
力
の
制
度
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
う
ま
く
作
動
す
る
と
認
識
す
る

（金
子
勝

『
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
の
政
治
経
済
学
』
五
七
頁

（
一
九
九
九
年
》
。
こ
こ
で
も

「弱
い
個
人
」
（新
古
典
派
経
済
学
が
想
定
す
る
よ
う
な

「完
全
な
個
人
」
で
は
な
く

「不

完
全
な
個
人
し

が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な

「
不
完
全
な
」
人
間
の
合
理
的
判
断
能
力
は
市
場
の
不
安
定
性
と
不
確
実
性
に
対
し
て
限
界
が

あ
る
か
ら
、
相
互
の
信
頼
に
基
づ
く
協
力
関
係
、
す
な
わ
ち
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
が
必
要
と
な
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
二
つ
の
対
抗
戦
略
が
提
案
さ
れ
る
。　
一
つ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
、
国
民
国
家
、

ロ
ー
カ
ル
の
各
レ
ベ
ル
で
、

人
々
の
手
の
届
く
下
方
に
向
け
て
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
張
り
替
え
る
こ
と
、
と
り
わ
け
通
貨
・金
融
、
労
働
・福
祉
、
土
地
・不
動
産
な
ど
の
本
源
的
生

産
要
素
の
分
野
で
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
張
り
替
え
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
①
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
で
は
、
通
貨
危
機
の
伝
染
に

備
え
て
各
国
の
地
域
通
貨
を
持
ち
合

っ
た
り
、
国
際
的
短
期
資
本
移
動
に
備
え
て
通
貨
安
定
基
金
を
設
け
る
、
②

ロ
ー
カ
ル
な
レ
ベ
ル
で
は
、
介
護
・育

児
な
ど
の
生
活
上
の
リ
ス
ク
の
シ
ェ
ア
を
行
う
地
方
政
府
、
高
齢
化
、
病
気
、
失
業
な
ど
職
場
の
リ
ス
ク
シ
ェ
ア
を
行
う
社
会
保
障
政
府
、
ミ
ニ
マ
ム

を
保
障
す
る
所
得
再
配
分
機
能
を
担
う
中
央
政
府
に
よ
る
社
会
保
障
制
度
改
革
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
切
符
制
度
な
ど
地
域
的
貨
幣
共
同
体
を
構
想
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る

（金
子
勝

『
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
』
六
八
―
八

一
頁

（
一
九
九
九
年
》
。
い
ま

一
つ
の
対
抗
戦
略
は
政
府
と
市
場
の
双
方
向
か
ら
公



共
空
間
を
理
め
込
ん
で
ゆ
く
と
い
う
戦
略
で
、
市
場
に
公
共
空
間
を
埋
め
込
む
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
、
右
述
の
地
域
通
貨
制
の
ほ
か
、
協
同
組

合
、
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
レ
ク
テ
イ
ブ
や
中
小
企
業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
張
り
巡
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
場
と
は
異
な
る
原
理
に
よ
る
社
会
的
交
換
を
市

場
の
中
に
組
み
込
み
な
が
ら
連
結
し
て
ゆ
く
と
い
う
ル
ー
ル
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
の
構
想
で
あ
る

（金
子
勝

『
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
』
八
二
―
九
頁
）。

（１１
）
井
上
達
夫
ほ
か

『新
・哲
学
講
義
⑦
自
由
・権
力
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
三

一
頁
以
下

（
一
九
九
八
年
）。

（‐２
）
井
上
達
夫
・河
合
幹
雄
編

『
体
制
改
革
と
し
て
の
司
法
改
革
』
二
九
〇
頁

（二
〇
〇

一
年
）。

（Ｂ
）
井
上
達
夫
・名
和
田
是
彦
・桂
木
隆
夫

『共
生
へ
の
冒
険
』

一
五
頁
以
下

（
一
九
九
二
年
）。

（‐４
）
井
上
達
夫

「公
正
競
争
と
は
何
か
―
法
哲
学
的
試
論
―
」、
金
子
晃
・根
岸
哲
・佐
藤
徳
太
郎
監
修

『企
業
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
』
三
頁
以
下

（二
〇
〇
〇
年
）。

（‐５
）
長
谷
川
晃

『公
正
の
法
哲
学
』
五
九
頁
以
下

（二
〇
〇

一
年
）。

（
‐６
）
交
換
禁
止
財
に
つ
い
て
は
、
大
庭
健

「共
生
と
排
除
の
装
置
と
し
て
の
市
場
」
、
日
本
法
哲
学
会
編

『市
場
の
法
哲
学
』
二

一
頁
以
下

（法
哲
学
年
報

一
九
九
四
年
）
も
参
照
。

（
‐７
）
自
己
決
定
が
問
題
と
な
る
局
面
の
整
理
と
し
て
は
、
笹
倉
秀
夫

「自
己
決
定
権
と
は
何
か
」
、
松
本
博
之
・西
谷
敏
編

『
現
代
社
会
と
自
己
決
定
権
』

三
頁
以
下
参
照

（
一
九
九
七
年
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
誰
が
、
何
故
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
、
誰
に
対
し
て
、
自
己
決
定
な
い
し
自
己
決
定
権
を
主
張
す

る
の
か
を
分
類
し
て
議
論
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
①
個
人
は
そ
の
私
的
領
域
に
属
す
る
事
柄
に
つ
い
て
社
会
や
国
家
か
ら
ど
こ
ま
で
自

由
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
私
事
に
関
す
る
自
己
決
定
、
②
労
働
者
、
消
費
者
、
患
者
な
ど
が
他
者
と
法
的
関
係
を
取
り
結
ぶ
場
合
に
典
型
的
に
問
題

と
な
る
、
対
等
で
な
い
当
事
者
間
に
お
け
る
自
己
決
定
、
③
人
が
生
活
す
る
空
間
、
す
な
わ
ち
地
域
、
自
治
体
、
国
家
、
国
際
社
会
な
ど
の
秩
序
形
成

に
主
体
的
に
関
与
す
る
と
い
う
場
面
で
問
題
と
な
る
自
己
決
定
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
あ
る
い
は
別
の
視
角
か
ら
、
自
己
決
定
論
が
対
応

し
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
が
、
日
本
の
前
近
代
性
な
の
か
、
近
代
性
な
の
か
、
そ
れ
と
も
現
代
性
な
い
し
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
な
の
か
に
よ
る
区
別
も
あ
り

う

る

。

（‐８
）
西
原
博
史

「
〈社
会
権
〉
の
保
障
と
個
人
の
自
律
」
早
稲
田
社
会
科
学
研
究
五
三
号

一
一
二
頁

（
一
九
九
六
年
）。

（・９
）
本
間
重
紀

『暴
走
す
る
資
本
主
義
』
二
三
八
―
九
頁

（
一
九
九
八
年
）。

（２０
）
西
谷
敏

『労
働
法
に
お
け
る
個
人
と
集
団
』
六
九
頁

（
一
九
九
二
年
）。

規
制
緩
和
と
憲
法
「改
正
」
―
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討
―

五
四

一



五
四
二

法
政
研
究
六
巻
三

・
四
号
公
一〇
〇
二
年
）

（２‐
）
同
書
、　
〓
二
七
―
八
頁
。

（２２
）
吉
村
良

一
「『自
己
決
定
権
』
論
の
現
代
的
意
義
ｏ覚
書
」
立
命
館
法
学

一
九
九
八
年
四
号
。
ま
た
、
同

「総
括

九
〇
年
代
に
お
け
る

『変
容
』
を
ど

う
捉
え
る
か
」
法
の
科
学
三

一
号

（二
〇
〇

一
年
）
も
参
照
。

（２３
）
例
え
ば
、
川
本
明

『規
制
改
革
―
競
争
と
協
調
―
』

一
三
二
頁
以
下

（
一
九
九
八
年
）。

（２４
）
棟
据
快
行

『憲
法
学
再
論
』
三
四
二
―
四
頁

（二
〇
〇

一
年
）。

（２５
）
拙
稿

「市
場
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
現
代
社
会
正
義
論
」
法
の
科
学
一
一六
号
四
二
頁

（
一
九
九
七
年
）、
「規
制
緩
和
と
新
自
由
主
義
的
競
争
論
」
静
岡
大

学
法
制
研
究

一
巻
二
豊
下
四
号

一
三

一
頁
以
下

（
一
九
九
七
年
）。

（２６
）
表
に
掲
げ
た
項
目

（基
本
的
人
権
、
司
法
制
度
、
財
政
、
地
方
制
度
）
は
、
新
自
由
主
義
・新
保
守
主
義
的
な
憲
法
改
定
が
、
企
業
の
経
済
活
動
の
自

由
、
行
政
規
制

へ
の
牽
制
、
基
本
的
人
権
の
制
限
、
司
法
制
度
の
改
革
、
財
政
や
地
方
制
度
の
再
編
成
な
ど
を
表
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
憲
法
調
査
会
も
二
〇
〇
〇
年
か
ら
五
年
か
け
て

「論
憲
」
す
る
こ
と
に
も
み
ら
れ
る
と
お
り
、
明
文
改
憲
が
行

わ
れ
る
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
以
下
の
本
文
で
は
表
に
掲
げ
た
三
つ
の
案
に
基
づ
い
て
、
大
ま
か
な

「改
正
」
の
方
向
に
み
ら
れ
る
特
徴
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
表
に
掲
げ
た
三
つ
の
試
案
の
中
で
は
、
読
売
新
聞
社
の
改
正
試
案
が
、
表
に
掲
げ
た
項
目
に
関
す
る
限
り
、
最
も
復
古
主
義
的
色
彩
の
薄
い

も
の
で
あ
る
。
山
崎
案
や
小
沢
案
は

「新
し
い
人
権
」
の
新
設
な
ど
で
糊
塗
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
復
古
主
義
的
な
色
彩
を
隠
し
き
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
小
沢
案
の
基
本
的
人
権

一
般
の
総
括
的
留
保
規
定
や
山
崎
案
の

「人
権
と
公
共
の
利
益
と
の
調
和
」
条
項
あ
る
い
は

「国
民
の
憲
法
遵
守
義
務
」

な
ど
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
読
売
案
の
ス
マ
ー
ト
さ
は
、
そ
の
よ
う
な
装
い
を
凝
ら
し
て
も
、
九
条
の
改
定
と

「国
際
協
力
」
の
条
項
を
通
し
た
い
と
い
う
鎧
を
覆
う
衣
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（２７
）
芹
川
洋

一
『憲
法
改
革
―
二

一
世
紀
日
本
の
見
取
図
』
六
六
頁
以
下

（二
〇
〇
〇
年
）。

（２８
）
渡
辺
治

「現
代
憲
法
改
正
論
の
構
造
転
換
」
、
杉
原
泰
雄
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編

『
二

一
世
紀
の
立
憲
主
義
』

一
一
六
頁
以
下

（二
〇
〇
〇

年
）、
同

「『司
法
改
革
』
の
本
質
と
背
景
」
法
と
民
主
主
義
二
〇
〇

一
年
七
月
号

一
〇
頁
以
下
。

（２９
）
「結
語
」
で
は
、
Ⅱ
で
一
部
で
は
あ
る
が
概
観
し
た
法
学
理
論
の
動
向
か
ら
考
え
て
、
Ⅲ
で
み
た
憲
法

「改
正
」
の
方
向
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
法



学
理
論
の
反
応
が
予
想
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
法
学
理
論
が
新
自
由
主
義
的
改
憲
に
同
調
し
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
は
何
が
必
要
か
を
論
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
改
憲
の
方
向
が
未
だ
十
分
に
見
極
め
ら
れ
な
い
現
段
階
で
は
、
こ
の
問
題
へ
の
回
答
は
留
保
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

（３０
）
森
英
樹

「転
機
に
立

つ
憲
法
構
造
と
憲
法
学
」
法
律
時
報
二
〇
〇

一
年

一
月
号
七
九
頁
に
お
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
対
応
し
た
経
済
ｏ税
財
政
・

金
融
・企
業
上
雇
用
・福
祉
に
お
け
る
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
構
造
転
換
の
進
行
が

「憲
法
史
が

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
を
か
け
て
築
い
て
き
た
生
活

権
・生
存
権
・教
育
権
・労
働
権
あ
た
り
に
質
的
に
深
刻
な
縮
減
を
も
た
ら
す
と
い
う
憲
法
構
造
の
転
換
」
を
招
い
て
お
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
逆
に
、
「現

行
憲
法
、
近
代
憲
法
が
原
理
と
し
て
措
定
す
る
経
済
・社
会
構
造
と
は
何
か
」
が
問
わ
れ
て
い
る
と
同
様
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
棟
据
快
行

「
日
本
的
秩
序
と

『
見
え
な
い
憲
法
』
の
可
視
化
」
、
紙
谷
雅
子
編

『
日
本
国
憲
法
を
読
み
直
す
』
公
一〇
〇
〇
年
）
六
五
頁
以
下
は
、

こ
の
よ
う
な
憲
法
構
造
の
転
換
を
前
に
し
て
、
「個
人
の
尊
厳
を
中
核
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
か

「
日
本
的
価
値
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
可

視
化
し
た
憲
法
」
か
、
そ
れ
と
も

「議
論
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
憲
法
」
か
と
、
想
定
し
う
る
対
応
シ
ナ
リ
オ
を
提
示
す
る
に
と
ど
ま
る
。

（３‐
）
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ

（矢
島
欽
次
監
訳
）
『正
義
論
』
２

九
七
九
年
）。

（３２
）
本
間
重
紀

『暴
走
す
る
資
本
主
義
』
二
四
八
頁
以
下

（
一
九
九
八
年
）。
同
様
に
、
友
愛
原
理
を
重
視
す
る
の
は
中
西
洋
氏
で
あ
る
。
同
氏
は

「近
未

来
の
人
の
社
会
は
友
愛
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
平
等
と
自
由
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
作
り
出
さ
れ
る
可
能
性
」
が
あ
る
と
し
、
よ
り
具
体
的
な
近
未
来
社
会

設
計
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ツ
プ
に
つ
い
て
当
事
者
の
合
意
が
あ
る
と
い
っ
た
友
愛
精
神
に
基
づ
く

（競
争
）
条
件
を
設
定
し
、
始
点

で
の
実
質
的
平
等
を
確
保
し
た
上
で
、
当
事
者
に
自
由
な
活
動
を
許
す
が
、
そ
の
結
果
生
じ
る
不
平
等
に
つ
い
て
は
格
差
の
是
正
措
置
を
と
っ
た
上
で

ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
戻
す
と
い
う
循
環
的
な
社
会
運
営
シ
ス
テ
ム
を
構
想
す
る

（中
西
洋

『近
未
来
を
設
計
す
る
』
四
九
―
五
〇
頁

（
一
九
九
八
年
と
。

な
お
、
同

『
〈自
由
・平
等
〉
と

〈友
愛
〉
』
（
一
九
九
四
年
）、
石
井
伸
男

「自
由
・平
等
・友
愛
と
協
同
社
会
主
義
」
、
後
藤
道
夫
編

『
ラ
デ
ィ
カ
ル
に

哲
学
す
る
⑤

新
た
な
社
会

へ
の
基
礎
イ
メ
ー
ジ
』

一
三
五
頁
以
下

（
一
九
九
五
年
）
も
参
照
。

規
制
緩
和
と
憲
法
「改
正
」―
自
由
基
底
的
諸
理
論
の
検
討
―

五
四
三


