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は
じ
め
に

　

安
倍
晋
三
首
相
に
よ
る
き
わ
め
て
異
例
の
人
事
に
よ

り
、
二
〇
一
三
年
八
月
八
日
に
小
松
一
郎
駐
仏
大
使
が

第
六
五
代
内
閣
法
制
局
長
官
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
人

事
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
不
可
と
し
て
き
た
政

府
の
憲
法
解
釈
を
変
更
す
る
の
が
狙
い
だ
と
言
わ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
就
任
直
後
か
ら
一
一
月
末

日
に
至
る
ま
で
の
小
松
長
官
の
公
式
発
言
を
追
跡
し
、

小
松
の
本
心
と
苦
悩
に
迫
り
た
い
。

　

１　

就
任
直
後
の
各
社
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　

八
月
八
日
午
前
、
小
松
は
首
相
官
邸
で
記
者
団
の
取

材
を
受
け
て
い
る
。
集
団
的
自
衛
権
行
使
を
め
ぐ
る
憲

法
解
釈
変
更
に
対
し
て
は「
内
閣
全
体
で
決
め
る
話
だ
」

と
答
え
た
。
菅
義
偉
官
房
長
官
も
小
松
就
任
を
発
表
し

た
同
日
午
前
の
記
者
会
見
で
同
様
の
こ
と
を
問
わ
れ
、

「
あ
く
ま
で
も
内
閣
の
責
任
に
お
い
て
行
う
」
と
応
じ

て
い
る
。（
共
同
通
信
・
八
月
八
日
付
配
信
記
事
）

　

も
ち
ろ
ん
、
内
閣
法
制
局
は
内
閣
に
直
属
す
る
機
関

で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
当
然
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
内
閣
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
内

閣
法
制
局
が
最
終
決
定
権
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
こ
と
を
印
象
づ
け
よ
う
と
い
う
意
図
が
読
み
取
れ
る
。

　

そ
の
後
一
六
日
か
ら
月
末
ま
で
、
小
松
は
マ
ス
コ
ミ

九
社
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
た
。
ほ
ぼ
同
じ
発
言
内

容
で
、
次
の
四
点
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
た
。

　

①
法
治
国
家
で
あ
る
か
ら
、
法
的
安
定
性
・
整
合
性

が
重
要
で
あ
る
。

　

②
そ
れ
ゆ
え
、
憲
法
解
釈
変
更
に
つ
い
て
は
十
分
に

熟
慮
し
て
、
最
終
的
に
は
内
閣
全
体
と
し
て
結
論
を
出

す
べ
き
だ
。

　

③
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
内
閣
法
制
局
と
し
て
積

極
的
に
関
与
し
て
い
く
。

　

④
し
か
し
、
内
閣
法
制
局
が
憲
法
解
釈
の
最
終
的
決

定
権
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
の
他
、
各
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
の
興
味
深
い
発
言
を

拾
っ
て
お
く
。

◦
「
集
団
的
自
衛
権
を
認
め
る
べ
き
か
は
、
私
個
人
の

考
え
を
述
べ
る
べ
き
で
は
な
い
。
多
く
の
先
輩
方
が
過

去
の
議
論
の
積
み
重
ね
を
無
視
で
き
な
い
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
る
」。「
日
本
経
済
新
聞
」
八
月
一
七
日
。

◦
「
国
会
答
弁
と
か
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
は

閣
議
決
定
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
内
閣
法
制
局
の
意
見

を
歴
代
内
閣
が
適
切
だ
と
判
断
し
て
、
内
閣
の
結
論
と

し
た
」。「
東
京
新
聞
」
八
月
二
四
日
。

◦
「
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
が
私
を
「
行
使
容
認
派
」
だ
と

評
価
し
て
い
る
が
、
ど
う
い
う
根
拠
か
よ
く
分
か
ら
な

い
。
個
人
的
意
見
は
誰
に
で
も
あ
る
が
、
内
閣
法
制
局

長
官
に
任
命
さ
れ
た
か
ら
に
は
そ
の
職
責
を
果
た
す
」。

「
朝
日
新
聞
」
八
月
二
七
日
。

◦
「
─
─
憲
法
解
釈
を
検
討
す
る
際
国
際
情
勢
の
変
化

や
日
本
を
取
り
巻
く
安
保
環
境
も
考
慮
す
る
か
。

　

◆
そ
れ
は
一
つ
の
要
素
だ
」。「
毎
日
新
聞
」
八
月

三
一
日
。

　

首
相
や
政
権
と
い
う
外
か
ら
の
圧
力
と
内
閣
法
制
局

や
そ
の
「
多
く
の
先
輩
方
」
と
い
う
内
か
ら
の
圧
力
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
小
松
の
微
妙
な
立
場
が
、
ほ
の
み
え

る
よ
う
で
あ
る
。「
内
閣
法
制
局
長
官
の
職
責
」
と
は

そ
の
両
者
が
納
得
す
る
「
解
」
を
み
つ
け
る
こ
と
だ
が
、

容
易
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
、「
日
本
を
取

小
松
一
郎
内
閣
法
制
局
長
官
の
発
言
を
追
跡
す
る

西川伸一
Nishikawa Shin-ichi  



37Plan B

り
巻
く
安
保
環
境
」
の
厳
し
さ
を
理
由
に
、「
内
閣
全

体
」
が
最
終
判
断
す
る
と
い
う
突
破
口
が
用
意
さ
れ
て

い
る
。
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
楽
観
的
で
あ
る
。

　

２　

堂
々
た
る
国
会
デ
ビ
ュ
ー

　

九
月
以
降
、
小
松
の
発
言
や
動
静
は
新
聞
紙
上
で
伝

え
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
一
〇
月
一
五
日
に
臨
時
国

会
が
召
集
さ
れ
る
と
、
小
松
の
国
会
答
弁
に
注
目
が
集

ま
る
こ
と
に
な
る
。
小
松
が
は
じ
め
て
答
弁
に
立
っ
た

の
は
、
一
〇
月
二
三
日
の
参
院
予
算
委
員
会
で
あ
る
。

民
主
党
の
大
塚
耕
平
議
員
が
歴
代
首
相
の
自
衛
権
に
関

す
る
答
弁
な
ど
に
つ
い
て
、小
松
の
知
識
を
確
認
し
た
。

質
問
が
事
前
に
通
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
小

松
は
無
難
な
国
会
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
。
本
来
な
ら

ば
、
こ
の
日
は
こ
れ
で
小
松
の
出
番
は
終
わ
る
は
ず
た

っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
大
塚
が
集
団
的
自
衛
権
に
関
し

て
、
こ
れ
は
自
然
権
か
と
安
倍
首
相
に
質
し
た
。
安
倍

は
「
本
来
、
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
は
言
わ

ば
自
衛
権
〔
自
然
権
の
誤
植
か
〕
と
し
て
あ
る
わ
け
で

あ
り
ま
し
て
、
そ
し
て
、
そ
の
中
に
お
い
て
、
国
連
に

お
い
て
も
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
国
連
に

加
盟
し
て
い
る
国
に
は
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
で

あ
り
ま
す
」
と
答
え
た
。
こ
こ
で
や
め
て
お
け
ば
よ
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
安
倍
は
本
音
を
抑
え
き
れ
ず
、
保

守
派
が
よ
く
主
張
す
る
い
わ
ゆ
る
「
保
有
と
行
使
の
分

離
」
論
を
展
開
し
て
し
ま
う
。「
集
団
的
自
衛
権
に
つ

い
て
は
国
際
法
上
認
め
ら
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
日

本
は
権
利
が
あ
る
こ
と
は
、
国
際
法
上
認
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
上
に
お
い
て
行

使
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。（
発
言
す
る

者
あ
り
）」

　

日
本
は
集
団
的
自
衛
権
を
国
際
法
上
保
有
し
て
い
る

が
、
憲
法
上
行
使
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
確
立
し
た

政
府
見
解
で
あ
る
。
保
守
派
は
こ
れ
を
「
保
有
と
行
使

の
分
離
」
だ
と
指
摘
し
、
行
使
で
き
な
い
権
利
な
ど
論

理
矛
盾
だ
と
政
府
見
解
を
批
判
す
る
。

　

安
倍
の
「
余
計
な
」
答
弁
に
委
員
会
室
は
騒
然
と
な

り
、
委
員
長
は
静
粛
を
呼
び
か
け
る
。
そ
こ
で
小
松
が

手
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
す
か
さ
ず
大
塚
が
「
長
官
が

手
を
挙
げ
て
お
ら
れ
た
の
で
、
是
非
長
官
の
コ
メ
ン
ト

も
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
水
を
向
け
る
。
そ
こ
で
小

松
は
国
連
憲
章
五
一
条
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
て
理

路
整
然
と
答
弁
し
た
。
大
塚
が
「
長
官
、
お
詳
し
そ
う

な
の
で
」
と
受
け
た
の
は
ご
愛
敬
で
あ
る
。
通
告
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
質
問
に
見
事
に
答
え
、
首
相
に
助
け
船

を
出
し
た
。
国
際
法
に
つ
い
て
著
書
の
あ
る
小
松
の
面

目
躍
如
で
あ
る
。
政
権
内
で
の
小
松
の
株
は
上
が
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。
終
了
後
、
谷
垣
禎
一
法
相
が
「
堂
々
た

る
答
弁
で
し
た
ね
」
と
ね
ぎ
ら
っ
た
と
い
う
。（「
朝
日

新
聞
」
一
〇
月
二
四
日
付
）

　

３  

憲
法
解
釈
変
更
に
関
す
る
答
弁
を
め
ぐ
っ
て

　

小
松
の
答
弁
第
二
ラ
ウ
ン
ド
は
、
一
〇
月
三
一
日
の

衆
院
安
全
保
障
委
員
会
と
一
一
月
一
日
の
衆
院
国
家
安

全
保
障
に
関
す
る
特
別
委
員
会
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
、

日
本
維
新
の
会
の
山
田
宏
議
員
が
「
こ
れ
ま
で
の
憲
法

解
釈
を
法
制
局
が
変
え
た
と
い
う
よ
う
な
事
例
は
、
こ

れ
ま
で
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
問
う
た
こ
と
に
対
す

る
答
弁
か
ら
、
予
期
せ
ぬ
波
紋
を
よ
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
小
松
は
「
一
般
的
に
、
行
政
府
の
憲
法
解
釈
を

変
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る
例
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
ま

す
の
は
、
こ
れ
は
憲
法
何
条
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
、
文

民
の
解
釈
で
ご
ざ
い
ま
す
。
／
当
初
、
自
衛
官
は
文
民

で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
昭
和

何
年
か
は
ち
ょ
っ
と
失
念
い
た
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

シ
ビ
リ
ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
観
点
か
ら
、
現
職
の
自

衛
官
は
文
民
で
は
な
い
、
そ
う
い
う
、
政
府
の
解
釈
が

変
わ
っ
た
、
あ
る
意
味
で
は
変
わ
っ
た
と
い
う
例
が
あ

る
よ
う
に
記
憶
し
て
ご
ざ
い
ま
す
」
と
応
じ
た
。

　

こ
の
質
問
も
事
前
通
告
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
通
告
し
て
あ
れ
ば
、「
憲
法
六
六
条
二
項
」
と
正

確
に
答
え
る
だ
ろ
う
し
、
解
釈
を
変
更
し
た
昭
和
三
六

年
〔
一
九
六
一
年
〕
を
「
失
念
し
た
」
と
は
言
わ
な
い

だ
ろ
う
。
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と
ま
れ
山
田
は
、「
と
い
う
こ
と
は
、内
閣
法
制
局
も
、

こ
れ
ま
で
墨
守
し
て
き
た
憲
法
解
釈
を
時
代
の
状
況
に

よ
っ
て
は
変
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。
そ
れ
は
当
然
で
す
け
れ
ど
も
。
と
い
う
こ
と
で

よ
ろ
し
い
で
す
ね
」
と
た
た
み
か
け
た
。

　

そ
こ
で
小
松
は
、「
時
間
が
な
い
と
こ
ろ
で
大
変
恐

縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
重
要
な
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す

の
で
」「
従
来
、
質
問
主
意
書
等
で
答
弁
を
し
て
ご
ざ

い
ま
し
て
、
余
り
長
々
と
読
ま
な
い
よ
う
に
い
た
し

ま
す
け
れ
ど
も
」
と
断
り
を
二
回
入
れ
て
、「
政
府
の

憲
法
解
釈
変
更
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」

（
二
〇
〇
四
年
六
月
一
八
日
）
を
読
み
上
げ
る
。
こ
の

機
会
を
と
ら
え
て
、
ど
う
し
て
も
周
知
し
て
お
き
た
い

と
い
う
内
閣
法
制
局
全
体
の
意
志
を
感
じ
る
。

　
「
憲
法
を
初
め
と
す
る
法
令
の
解
釈
は
、
当
該
法
令

の
規
定
の
文
言
、
趣
旨
等
に
即
し
つ
つ
、
立
法
者
の
意

図
や
立
案
の
背
景
と
な
る
社
会
情
勢
等
を
考
慮
し
、
ま

た
、
議
論
の
積
み
重
ね
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
全

体
の
整
合
性
を
保
つ
こ
と
に
も
留
意
し
て
、
論
理
的
に

確
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
政
府
に
よ
る
憲
法
の

解
釈
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ

論
理
的
な
追
求
の
結
果
と
し
て
示
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
っ
て
、
諸
情
勢
の
変
化
と
そ
れ
か
ら
生
ず
る
新
た
な

要
請
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、

な
お
、
前
記
の
よ
う
な
考
え
方
を
離
れ
て
政
府
が
自
由

に
憲
法
の
解
釈
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
性

質
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
仮
に
、
政
府
に

お
い
て
、
憲
法
解
釈
を
便
宜
的
、
意
図
的
に
変
更
す
る

よ
う
な
こ
と
を
す
る
と
す
れ
ば
、
政
府
の
憲
法
解
釈
ひ

い
て
は
憲
法
規
範
そ
の
も
の
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が

損
な
わ
れ
か
ね
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
／
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
前
提
に
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
従
前
の
解
釈
を

変
更
す
る
こ
と
が
至
当
で
あ
る
と
の
結
論
が
得
ら
れ
た

場
合
に
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
お
よ
そ
許
さ
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
そ
の
当
否
に
つ
い
て
は
個
別
的
、
具
体
的

に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」。

　

翌
日
、
こ
の
小
松
答
弁
を
朝
日
新
聞
、
産
経
新
聞
、

そ
し
て
共
同
通
信
が
伝
え
た
。
朝
日
は
「
憲
法
解
釈
の

変
更
『
自
由
で
は
な
い
』」
と
見
出
し
を
打
っ
た
。
四

面
一
八
九
字
と
い
う
小
さ
な
扱
い
で
あ
る
。
一
方
、
産

経
は
一
面
ト
ッ
プ
に
「
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
に
布

石
」
と
四
段
抜
き
の
大
見
出
し
を
掲
げ
、「
小
松
長
官

『
憲
法
解
釈
変
更
の
前
例
あ
り
』」
で
五
九
四
字
、「
周

到
に
環
境
整
備
、
道
な
お
険
し
く
」
で
六
七
一
字
を
使

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
集
団
的
自
衛
権
を
め
ぐ
る
過

去
の
内
閣
法
制
局
答
弁
」
と
し
て
山
本
庸
幸
、
阪
田
雅

裕
、
角
田
礼
次
郎
各
長
官
の
答
弁
も
掲
げ
て
い
る
。
共

同
通
信
は
「
憲
法
解
釈
見
直
し
に
含
み　

小
松
長
官
、

答
弁
重
ね
る
」
と
打
ち
六
三
七
字
で
、
一
〇
月
三
一
日

と
一
一
月
一
日
の
答
弁
を
伝
え
た
。

　

産
経
は
「
内
閣
法
制
局
は
、
こ
れ
ま
で
憲
法
解
釈
の

変
更
自
体
に
極
め
て
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
き
た
が
、

小
松
氏
は
時
代
の
変
遷
で
憲
法
解
釈
が
変
わ
っ
て
き
た

事
実
を
指
摘
し
た
」
と
ま
で
書
い
た
。
南
野
森し
げ
る・

九
州

大
学
法
学
部
准
教
授
が
ウ
ェ
ブ
上
の
「
南
野
的
憲
政
論

評
室
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
書
き
ぶ
り
で
は

時
代
の
変
遷
で
憲
法
解
釈
は
変
わ
る
も
の
で
、
ま
だ
い

く
つ
も
解
釈
変
更
が
あ
っ
た
よ
う
な
誤
解
を
与
え
る
。

　

そ
れ
を
気
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
一
月
六
日
の
衆

院
外
務
委
員
会
で
、
小
松
は
「
後
日
の
報
道
で
、
二
つ

の
新
聞
に
お
い
て
、
全
く
同
じ
答
弁
に
つ
い
て
反
対
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
で
報
道
さ
れ
て
お
り
ま
す
」と
切
り
出
し
、

上
記
の
政
府
答
弁
書
を
再
び
読
み
上
げ
て
い
る
。
同
時

に
そ
れ
は
、
小
松
が
こ
の
答
弁
書
に
縛
ら
れ
る
こ
と
を

自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る
機
会
に
な
っ
た
は
ず
だ
。

　

４  

安
倍
の
「
量
的
概
念
」
答
弁
を
め
ぐ
っ
て

　
「
読
売
新
聞
」
一
二
月
一
日
付
は
、
一
一
月
一
三
日

の
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談
会

（
安
保
法
制
懇
）
に
提
示
さ
れ
た
礒
崎
陽
輔
首
相
補
佐

官
作
成
の
憲
法
解
釈
見
直
し
案
を
報
じ
た
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
従
来
自
衛
権
行
使
の
前
提
だ
っ
た
「
我
が
国
に

対
す
る
武
力
攻
撃
の
発
生
」
を
、「
我
が
国
ま
た
は
我
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が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
国
」
と
改
め
、「
必
要
最

小
限
度
の
措
置
」
と
し
て
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
認

め
る
と
い
う
。

　

こ
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
九
八
一
年
五
月

二
九
日
の
政
府
答
弁
書
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
憲
法
九

条
の
下
に
お
い
て
許
容
さ
れ
て
い
る
自
衛
権
の
行
使

は
、
わ
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
必
要
最
小
限
度
に
と
ど

ま
る
べ
き
も
の
と
解
し
て
お
り
、
集
団
的
自
衛
権
を
行

使
す
る
こ
と
は
、そ
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、

憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。」

　

こ
れ
だ
け
を
読
む
と
、
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
は
「
必
要
最
小
限
度
」
で
あ
る
か
ど
う
か

の
量
的
相
違
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
さ
ら
に

言
え
ば
、「
必
要
最
小
限
度
」
で
あ
れ
ば
集
団
的
自
衛

権
の
行
使
も
可
能
で
は
な
い
か
と
の
解
釈
も
生
み
出
し

か
ね
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発

生
し
て
い
る
こ
と
が
自
衛
権
発
動
の
第
一
の
前
提
で
あ

り
、
し
か
も
憲
法
九
条
が
あ
る
以
上
、
そ
の
発
動
に
は

「
必
要
最
小
限
度
」
と
い
う
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
と
い

う
の
が
真
意
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
他
国
に
対
す
る
武
力

攻
撃
に
は
自
衛
権
を
行
使
で
き
る
余
地
な
ど
な
い
。

　

従
っ
て
、
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

は
「
数
量
的
概
念
」
に
基
づ
い
て
区
別
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
安
倍
に
も
当
時
の
秋
山
収
内
閣
法
制
局
長
官

が
そ
う
答
弁
し
て
い
る
（
二
〇
〇
四
年
一
月
二
六
日
・

衆
院
予
算
委
員
会
）。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
安
倍
は
第
一
次
内
閣
時
代
に
、

必
要
最
小
限
度
を
「
量
的
な
概
念
」
だ
と
述
べ
た

（
二
〇
〇
七
年
五
月
一
四
日
・
衆
院
イ
ラ
ク
復
興
支
援

特
別
委
員
会
）。
先
の
政
府
答
弁
書
を
確
信
犯
的
に

誤
解
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
を

二
〇
一
三
年
一
一
月
二
五
日
の
参
院
決
算
委
員
会
で
、

民
主
党
の
小
西
博
之
議
員
が
小
松
に
質
し
た
。

　
「
必
要
最
小
限
の
限
度
、
こ
れ
は
量
的
な
概
念
だ
と

い
う
ふ
う
に
〔
第
一
次
内
閣
時
代
に
〕
総
理
と
し
て
答

弁
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
間
違
い
だ
と

い
う
ふ
う
な
認
識
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。」

　

小
松
は
、
答
え
る
立
場
に
な
い
と
逃
げ
た
。
た
だ
量

的
概
念
と
「
誤
解
」
し
な
け
れ
ば
、
集
団
的
自
衛
権
の

行
使
は
導
き
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
依
拠
し
た
解
釈
見

直
し
案
は
、当
然
小
松
の
耳
に
入
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

自
衛
権
発
動
の
要
件
に
「
我
が
国
と
密
接
な
関
係
に

あ
る
国
」
を
加
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
最
小
限
と
い

う
「
量
的
な
概
念
」
に
と
ど
ま
る
修
正
で
は
な
く
、
質

的
大
転
換
で
あ
る
。

　

む
す
び
に
か
え
て

　

小
松
の
本
心
は
明
ら
か
に
政
権
の
望
む
よ
う
に
解
釈

を
変
更
し
た
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
れ
を
胸
に
秘
め
首
相
の
支
持
を
バ
ッ
ク
に
内
閣
法

制
局
に
乗
り
込
ん
だ
が
、
実
は
小
松
は
局
内
で
は
孤
独

で
あ
る
。
長
官
に
付
く
長
官
秘
書
官
は
長
官
同
様
に
特

別
職
公
務
員
で
あ
る
が
、
長
官
意
中
の
人
物
を
起
用
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
上
、
内
閣
法
制
局
生
え
抜

き
の
ノ
ン
キ
ャ
リ
職
員
の
出
世
ポ
ス
ト
に
な
っ
て
い

る
。
小
松
は
局
内
に
心
を
許
せ
る
相
談
相
手
が
一
人
も

い
な
い
状
況
で
ト
ッ
プ
に
収
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
読
売
新
聞
」
一
一
月
八
日
付
は
、
複
数
の
政
府
筋
か

ら
の
情
報
と
し
て
、
政
府
は
憲
法
解
釈
見
直
し
を
来
年

夏
に
先
送
り
す
る
方
針
に
転
じ
た
と
報
じ
た
。
公
明
党

お
よ
び
内
閣
法
制
局
と
の
調
整
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と

が
そ
の
理
由
と
い
う
。
小
松
も
局
内
幹
部
を
説
得
で
き

ず
苦
慮
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
上
述

の
と
お
り
、
国
会
答
弁
を
通
じ
て
こ
れ
ま
で
の
政
府
見

解
を
確
認
さ
せ
ら
れ
、
選
択
肢
は
限
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
小
松
は
実
感
し
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
あ
る
記
者

か
ら
漏
れ
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
小
松
は
長
官
に
就
任

し
て
よ
う
や
く
職
責
の
重
大
さ
に
気
づ
い
た
ら
し
い
。

　

そ
れ
で
も
、
安
倍
政
権
が
解
釈
変
更
を
あ
き
ら
め
た

わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
安
保
法
制
懇
の
見
直
し
案
で

理
論
武
装
し
て
攻
勢
を
強
め
て
い
く
だ
ろ
う
。
集
団
的

自
衛
権
の
行
使
を
可
能
に
す
る
こ
と
は
、
憲
法
九
条
の

死
文
化
を
意
味
す
る
。
私
た
ち
は
そ
の
阻
止
の
一
点
で

内
閣
法
制
局
を
支
持
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
に
し
か
わ
・
し
ん
い
ち
／
明
治
大
学
教
授
）

■■西川伸一　小松一郎内閣法制局長官の発言を追跡する


