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紹

介

と

批

評

伊

藤

正

巳

著

「
イ
ギ
リ
ス

公
法
の

原
理
』

け

著
者、
伊
藤
正
巳
教
授
に
つ
い
て
は、
あ
え
て、
こ
こ
で
紹
介
す
る
必
要
も

な
い
と
お
も
わ
れ
る
が、
わ
が
英
米

法閥単
界
に
お
い
て
最

も帰来
を
期
待
せ
ら

れ
て
い
る
新
準
畢
究
で
あ
る。
こ
の
蓄
は、
同
氏
が
今
ま
で
に
研
究
を
か
さ
ね

ら
れ
た
英
米
設
の
業
績
中
よ
り、
イ
ギ
り
ス
公
設、
と
く
に
イ
ギ
ワ
ス
憲
法
に

か
ん
す
る
部
分
を
整
理
執
筆
せ
ら
れ
た
も
の
で、
そ
の
着
想
に、
ま
た、
分
析

の
す
る
ど
さ
に
お
い
て、
非
常
に
償
値
た
か
き
も
の
で
あ
る。

八
五

ハ一
六一ニ）



紹
介
と
批
評

　
さ
て
、
本
書
を
概
観
す
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
と
か
く
公
法
と

い
う
分
野
が
私
法
と
分
化
し
て
か
ん
が
え
ら
れ
ず
、
そ
の
理
論
的
研
究
は
等
閑

に
ふ
さ
れ
、
實
際
的
蓮
螢
も
ま
た
か
え
り
み
ら
れ
な
か
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
理

由
は
何
露
に
そ
ん
す
る
か
。
そ
の
驕
を
歴
史
的
に
考
察
し
、
さ
ら
に
、
現
代
の

イ
ギ
リ
ス
で
公
法
と
い
う
場
合
、
い
か
な
る
法
分
野
を
さ
す
か
、
と
く
に
本
書

で
用
い
る
公
法
と
い
う
言
葉
は
い
か
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
を
の
べ
る
。

つ
い
で
第
二
に
、
イ
ギ
リ
ス
公
法
原
理
を
、
ダ
イ
シ
ー
の
か
の
名
著
「
憲
法

論
」
に
お
け
る
分
析
に
し
た
が
い
、
憲
法
の
歴
史
性
・
法
の
皮
配
・
國
會
主
灌

に
わ
け
、
こ
れ
ら
各
ミ
に
つ
ぎ
考
察
を
く
わ
え
る
と
共
に
、
こ
れ
ら
三
の
相
互

蓮
絡
性
を
彊
調
し
、
イ
ギ
リ
ス
公
法
の
特
質
を
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
す
る
。
そ

こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
こ
の
順
序
に
し
た
が
い
、
著
渚
の
張
調
せ
ら
れ
る

瓢
を
記
述
し
つ
つ
、
若
干
こ
れ
ら
に
た
い
し
卑
見
を
ぐ
わ
え
て
ゆ
く
。

⇔

　
第
一
章
緒
論
、
こ
の
章
は
、
さ
ら
に
、
公
法
の
意
義
・
ダ
イ
シ
ー
傳
統
の

二
に
わ
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
公
法
の
意
義
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
十
九
世

紀
ま
で
は
公
法
と
私
法
の
匠
別
が
、
理
論
上
は
と
も
か
く
、
實
際
上
ほ
と
ん
ど

か
え
り
み
ら
れ
な
か
つ
た
。
而
し
て
、
こ
の
な
が
い
間
の
公
私
法
未
分
化
の
歌

態
こ
そ
、
現
代
イ
ギ
）
ス
公
法
の
特
色
を
形
成
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な

未
分
化
の
歌
態
が
何
故
纏
績
し
た
か
。
こ
の
原
因
と
し
、
著
者
は
イ
ギ
リ
ス
法

の
縫
績
性
を
指
摘
す
る
。
こ
の
縫
績
性
に
つ
い
て
、
　
「
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
最
も

基
本
的
な
制
度
と
、
多
く
の
基
礎
的
な
前
提
と
は
、
き
わ
め
て
古
く
、
中
世
に

そ
の
起
源
を
も
つ
。
近
代
が
憲
法
に
封
し
て
行
つ
た
貢
獄
は
、
創
邉
と
い
う
よ

り
も
、
中
世
の
基
礎
の
う
え
に
建
設
を
行
い
、
そ
れ
ら
の
基
礎
の
各
部
分
の
聞

八
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の
闘
係
を
饗
更
す
る
と
い
う
形
を
、
主
と
し
て
と
つ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

ク
ラ
イ
ム
ズ
の
言
葉
を
、
か
れ
の
憲
法
史
中
よ
り
引
用
し
、
中
世
に
さ
か
の
ぼ

り
、
現
代
公
法
の
特
質
と
な
つ
た
部
分
を
探
究
す
る
。
中
世
の
公
法
は
私
的
な

土
地
領
有
關
係
と
匿
別
し
え
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
イ
ギ
リ
ス
公
法
が

そ
の
縫
績
性
の
た
め
、
そ
の
基
盤
を
中
世
の
諸
事
實
に
も
と
め
る
か
ぎ
り
、
か

つ
、
ク
ラ
イ
ム
ズ
の
言
葉
が
愛
當
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
現
代
の
公
法
も
ま

た
中
世
の
こ
れ
ら
の
事
實
を
基
礎
と
し
、
し
た
が
つ
て
、
歴
史
的
に
公
法
・
私

法
の
匝
別
を
も
と
め
る
こ
と
は
明
瞭
な
結
論
に
到
蓮
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
公
法
の
基
礎
を
中
世
法
に
も
と
め
る
こ
と
は
、
イ

翠
リ
ス
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
正
嘗
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
暦
必
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
中
世
の
事
賓
が
近
代
の
絶
封
主
義
に

克
服
さ
れ
ず
に
現
代
の
ご
と
き
形
を
と
る
に
い
た
る
ま
で
獲
展
し
た
か
、
す
な

わ
ち
、
ク
ラ
イ
ム
ズ
の
「
…
…
創
造
と
い
う
よ
り
も
、
中
世
の
基
礎
の
う
え
に

建
設
を
行
い
…
：
」
と
い
う
鮎
で
あ
る
。
こ
の
瓢
こ
そ
、
ダ
イ
シ
ー
を
し
て
イ

ギ
リ
ス
憲
法
を
語
歌
せ
し
め
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
大
陸
諸
國
と
異
つ
た
政

治
形
態
を
維
持
し
、
し
た
が
つ
て
、
こ
れ
に
關
聯
し
大
陸
行
政
法
と
は
異
つ
た

濁
自
の
行
政
法
の
型
を
生
成
せ
し
め
た
融
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
も
、
こ
の

驕
に
着
目
し
、
ま
ず
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
法
に
つ
い
て
分
析

を
お
こ
な
う
。
す
な
わ
ち
、
近
代
の
縄
封
主
義
は
灌
力
優
位
の
法
思
想
を
も
と

と
し
、
中
世
法
を
彿
拭
し
、
近
代
法
騰
系
を
導
入
し
た
瓢
に
歴
史
的
意
義
を
ゆ

う
す
る
。
而
し
て
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
の
法
は
中
世
法
の
完
成
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝

の
法
は
完
全
な
絶
封
主
義
の
法
と
し
て
一
感
の
匿
別
を
み
と
め
乍
ら
、
こ
れ
ら

爾
者
の
法
は
と
も
に
、
コ
モ
ン
・
β
1
に
た
い
し
國
家
罐
力
の
優
越
を
主
張
す

る
錨
に
共
遍
性
を
み
い
だ
す
。
こ
の
た
め
、
爾
朝
の
時
代
に
は
諸
種
の
大
灌
裁



到
所
が
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
コ
モ
ソ
・
β
1
に
た
い
し
β
ー
で
法
が
重
要
親
さ

れ
た
。
こ
れ
ら
の
黙
大
陸
諸
國
と
同
一
類
型
を
ゆ
う
し
、
大
陸
的
意
味
の
公
法

の
基
礎
を
一
懸
と
と
の
え
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
縄
封
主
義

の
塵
迫
を
克
服
し
、
イ
ギ
リ
ス
特
有
の
道
を
す
す
ん
だ
理
由
と
し
、
本
書
は
コ

モ
ソ
・
・
ー
法
曹
の
カ
を
あ
げ
る
。
な
お
、
本
書
は
こ
の
よ
う
な
制
度
的
鍵
遷

に
く
わ
え
、
十
八
世
紀
來
、
學
読
上
公
法
は
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
て
き
た
か
に

つ
き
、
十
八
世
紀
の
代
表
と
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ソ
、
十
九
世
紀
の
代
表
と
し

オ
ー
ス
チ
ソ
の
學
読
を
紹
介
す
る
。
最
後
に
、
絶
封
主
義
克
服
後
の
自
由
放
任

主
義
、
さ
ら
に
、
今
世
紀
に
入
つ
て
自
由
放
任
主
義
か
ら
國
家
権
力
の
冠
會
へ

の
介
入
、
こ
の
急
韓
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
公
法
に
も
近
代
的
公
法
原
理
が
姿
を

あ
ら
わ
し
た
と
結
ぱ
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
近
代
的
公
法
原
理
と
い
う
言
葉
が

大
陸
法
に
お
け
る
と
略
ζ
同
檬
の
意
昧
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
い
さ

さ
か
疑
問
が
の
こ
る
。
大
陸
型
公
法
に
お
い
て
、
絶
封
主
義
か
ら
法
治
主
義
に

墜
遷
す
る
さ
い
、
初
期
・
中
期
の
法
治
思
想
は
い
う
ま
で
も
な
く
自
由
放
任
を

基
礎
と
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
冠
會
が
高
度
資
本
主
義
化
し
た
今
日
に
お
い

て
、
瀧
會
へ
の
國
家
権
力
の
介
入
、
す
な
わ
ち
、
國
家
権
力
に
よ
る
指
導
が
大

陸
で
も
顯
著
な
事
實
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
古
き
警
察
國
家
時
代
の
國

家
催
力
の
肚
會
へ
の
介
入
と
、
現
代
の
．
こ
と
き
後
期
法
治
國
家
乃
至
文
化
國
家

時
代
の
國
家
灌
力
の
枇
會
へ
の
介
入
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ

れ
ら
の
公
法
原
理
も
ま
た
異
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
職
よ
り
み
る
と
イ
ギ
リ

ス
の
二
十
世
紀
の
公
法
原
理
は
大
陸
法
的
意
昧
に
お
い
て
後
期
法
治
國
家
乃
至

文
化
國
家
時
代
の
公
法
原
理
に
相
當
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
右
の
．
こ
と
き
前
提
を
う
け
、
い
よ
い
よ
本
論
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前

に
、
著
者
は
イ
ギ
リ
ス
公
法
の
基
本
原
理
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
公
法
の
歴
史
性

　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

・
法
の
麦
配
・
國
家
主
権
の
三
を
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
は
い
う
ま
で
も
な
く
ダ
イ

シ
ー
の
見
解
を
も
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
基
本
原
理
を
こ
れ
ら
三

に
限
定
し
た
理
由
、
お
よ
び
、
ダ
イ
シ
！
の
見
解
に
し
た
か
つ
た
理
由
を
解
明

す
る
た
め
、
と
く
に
「
ダ
イ
シ
ー
傳
統
」
と
い
う
項
を
も
う
け
、
イ
ギ
リ
ス
法

學
界
に
お
い
て
ダ
イ
シ
ー
の
占
め
る
地
位
、
な
ら
び
に
、
か
れ
の
學
読
の
影
響

を
論
ぜ
ら
れ
る
。

日

　
上
述
の
序
論
的
考
察
を
お
え
、
本
書
は
い
よ
い
よ
イ
ギ
リ
ス
公
法
原
理
の
三

項
目
の
各
セ
に
つ
い
て
考
察
を
く
わ
え
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
、
ま
ず
問
題
と
さ
れ

る
の
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
歴
史
性
」
　
（
第
二
章
）
で
あ
る
。
「
イ
ギ
リ
ス
法

は
創
邉
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
生
長
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
は
イ
ギ
リ
ス
法

研究

家
が
ひ
と
し
く
愛
用
す
る
表
現
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
生
長
と
い
つ
て
も

自
然
的
生
長
と
は
こ
と
な
り
、
人
間
の
意
思
と
行
爲
の
介
在
を
必
要
と
す
る
。

し
か
し
、
人
間
の
意
思
と
行
爲
を
前
提
と
し
て
も
、
な
お
、
威
文
法
國
に
し
ば

し
ば
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
一
成
文
法
の
制
定
に
よ
り
、
冠
會
制
度
を
一
撃
に
攣

更
す
る
融
よ
り
み
れ
ば
、
や
は
り
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
各
時
代
の
枇
會
と
密
接
に

蓮
繋
を
た
も
ち
つ
つ
生
長
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
表
現
は
要
當
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
イ
ギ
リ
ス
憲
…
法
の
原
理
を
探
究
す
る
に
あ
た
つ
て

は
、
本
書
に
し
め
さ
れ
た
ご
と
く
、
過
去
の
展
開
の
誤
り
の
な
い
槍
討
を
く
わ

え
、
そ
の
史
的
到
臨
の
う
え
に
た
つ
て
、
現
在
お
よ
び
將
來
の
あ
り
方
を
追
及

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
研
究
方

法
は
豊
富
な
學
識
と
多
く
の
努
力
と
を
必
要
と
し
、
成
文
憲
法
國
の
憲
法
原
理

探
究
と
較
べ
、
優
る
と
も
決
し
て
劣
ら
ぬ
困
難
さ
が
そ
ん
す
る
。

八
七

（
ニ
ハ
五
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紹
介
と
批
評

　
本
書
は
右
の
ご
と
き
硯
究
を
基
盤
と
し
、
ま
ず
、
イ
ギ
リ
ス
憲
巌
鐵
中
よ
り

公
法
原
理
に
偉
大
な
寄
與
を
な
し
た
①
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ソ
瑚
の
國
壬
制
お

よ
び
地
方
制
、
②
中
世
に
お
け
る
國
會
そ
の
他
中
果
政
府
機
構
の
創
設
、
③
近

代
憲
政
に
お
け
る
内
閣
制
度
の
護
展
、
④
二
十
偉
紀
に
あ
ら
わ
れ
た
執
行
部
の

檬
限
強
化
、
に
つ
い
て
史
的
素
描
を
こ
こ
ろ
み
る
。
つ
い
で
、
こ
の
よ
う
な
憲

法
史
と
蓮
“
繁
を
た
も
ち
つ
つ
憲
法
の
法
源
の
硯
究
を
お
こ
な
う
。
こ
の
法
源
の

硯
究
に
つ
い
て
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
英
國
憲
鞍
は
不
文
憲
法
、
す

な
わ
ち
、
憲
法
典
と
よ
ば
れ
る
べ
き
法
典
の
そ
ん
さ
ぬ
こ
と
噂
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
憲
法
と
よ
ぴ
う
る
個
々
の
制
定
法
は
そ
ん
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
制
定

法
の
根
源
に
は
つ
ね
に
到
例
憲
法
乃
至
憲
法
上
の
慣
例
と
い
う
不
文
の
強
源
が

そ
ん
す
る
。
こ
の
た
め
、
成
文
憲
法
國
と
こ
と
な
り
、
こ
れ
ら
数
多
く
の
法
源

に
つ
い
て
特
別
の
考
察
を
な
す
必
要
が
あ
る
。
本
書
は
こ
の
錨
に
か
ん
が
み
、

憲
法
中
の
制
定
法
を
一
覧
し
た
る
の
ち
、
と
く
に
判
例
憲
法
・
憲
法
上
の
慣
例

を
重
要
覗
し
特
別
の
考
察
を
な
し
て
い
る
。

　
つ
い
で
、
本
書
は
「
法
の
麦
配
」
と
「
國
會
主
権
」
の
爾
原
理
を
と
ウ
あ
げ

る
。
こ
れ
ら
二
大
原
理
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
害
心
法
を
し
て
世
界
的
注
目
を
な
さ
し

め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
本
書
に
お
け
る
「
法
の
支
配
」
　
（
第
三

章
）
の
考
察
方
法
を
の
べ
よ
う
。
諸
國
に
お
け
る
と
同
様
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
も
、
「
國
王
は
法
の
上
に
あ
る
」
と
い
う
灌
力
優
位
思
想
と
、
「
國
王
は
法
の

下
に
あ
る
」
と
い
う
法
優
位
思
想
が
な
が
い
間
封
立
抗
雫
し
て
き
た
。
し
か

し
、
こ
の
抗
雫
も
、
い
わ
ゆ
る
、
光
榮
革
禽
を
機
と
し
、
法
優
位
患
想
が
勝
利

を
確
保
し
、
こ
こ
に
「
法
の
支
配
」
の
原
理
が
樹
立
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
イ

ギ
リ
ス
憲
法
は
前
述
の
ご
と
く
生
長
し
て
き
た
法
で
あ
る
。
一
制
定
…
法
の
規
定

に
よ
り
「
法
の
支
配
レ
の
原
理
が
確
立
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
入
　
　
　
（
一
六
六
）

め
、
「
決
の
支
配
」
の
原
理
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
こ
の
原
理
が
い

か
な
る
遍
程
を
へ
て
生
成
し
て
き
た
か
を
し
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
職
、
本

書
の
薮
述
に
し
た
が
え
ぽ
、
「
法
の
麦
配
」
の
思
想
は
遠
く
中
世
法
の
う
ち
に

そ
の
起
源
を
ゆ
う
す
る
。
中
世
法
の
自
然
法
的
性
格
、
ゲ
ル
マ
ソ
法
の
慣
習

性
、
こ
れ
ら
は
い
か
な
る
人
の
ゆ
う
す
る
穫
力
も
、
法
の
下
に
あ
る
と
い
う
こ

と
を
潮
提
と
す
る
。
さ
ら
に
、
現
賓
具
騰
的
に
は
、
封
建
契
約
と
い
5
法
的
關

係
を
も
と
と
す
る
領
主
と
領
民
と
の
關
係
に
お
い
て
、
領
主
は
恣
意
的
に
領
民

を
麦
配
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
常
に
一
定
の
麦
配
の
た
め
の
法
に
し
た
が
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
ゆ
え
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
中
世
に
お
い
て
す
で
に
「
法
の
支

醗
」
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
法
の
支
配
」
は
近
代
的

意
味
に
お
け
る
「
法
の
支
配
」
と
は
趣
を
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
萌
芽
が
そ
の

稜
展
撮
程
に
お
い
て
、
繕
封
主
義
よ
り
の
塵
迫
を
克
服
し
十
九
世
紀
的
「
法
の

支
配
」
に
到
蓬
し
た
か
、
す
な
わ
ち
、
「
法
の
支
配
」
の
原
理
の
生
長
こ
そ
重

大
な
る
意
義
を
ゆ
う
す
る
。
本
書
も
こ
の
鮎
に
着
眼
し
、
中
世
の
「
法
の
支

醒
」
の
思
想
の
コ
モ
ン
・
買
ー
ヘ
の
滲
透
、
す
な
わ
ち
、
賓
定
法
的
裏
づ
け
を

ゆ
う
す
る
「
法
の
支
配
」
、
さ
ら
に
、
こ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
優
位
か
ら
、
國

會
主
権
が
樹
立
さ
れ
國
會
制
定
法
の
優
位
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
爾
者
を
ふ
く
め

た
イ
ギ
リ
ス
通
常
法
の
優
位
を
か
た
る
。
而
し
て
、
こ
の
「
法
の
支
配
」
の
原

理
は
十
九
世
紀
の
自
由
主
義
的
秩
序
を
も
と
と
し
た
國
家
構
造
を
ゆ
う
し
た
時

伐
に
も
つ
と
も
榮
え
、
そ
の
の
ち
、
今
世
紀
に
次
第
に
衰
退
の
道
を
あ
ゆ
み
、

そ
の
反
面
、
行
政
裁
鋼
制
度
の
蓬
頭
と
な
つ
た
と
結
ぶ
。
こ
の
よ
5
に
、
十
九

世
紀
に
「
法
の
支
配
」
の
原
理
が
一
頂
融
に
蓬
し
た
と
す
る
と
、
「
法
の
支
醍
」

の
意
義
を
絶
握
す
る
に
あ
た
り
、
十
九
世
紀
の
「
法
の
支
配
」
の
意
義
を
み
る

の
が
餐
剰
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
十
九
世
紀
的
「
法
の
支
配
」
と
い
え
ば
、
當



然
に
ダ
イ
シ
ー
の
示
し
た
「
法
の
支
配
」
の
原
理
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、

本
書
で
も
「
法
の
支
配
」
の
意
義
を
の
べ
る
に
あ
た
り
、
ダ
イ
シ
ー
の
駈
読
を

中
心
に
し
て
記
述
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
原
理
が
具
豊
的
敷
果
と
し
て
い
か
に
あ

ら
わ
れ
た
か
を
、
人
灌
の
保
障
の
項
で
と
り
あ
つ
か
う
。

　
つ
い
で
、
二
十
世
紀
に
い
た
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
公
法
は
コ
つ
の
大
験
を
媒
介

と
し
て
激
し
く
墜
動
し
た
。
こ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
…
法
中
よ
り
、
と
く
に
、
公

法
な
る
言
葉
が
と
り
だ
さ
れ
、
學
界
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
極
端
な
ま
で
に
保

守
的
な
イ
ギ
リ
ス
法
曹
に
ま
で
行
政
法
と
い
う
言
葉
が
常
用
さ
れ
る
に
い
た
つ

た
。
二
十
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
公
法
の
流
れ
は
、
か
の
古
き
時
代
の
「
國

王
は
法
の
上
に
あ
る
」
、
「
國
王
は
法
の
下
に
あ
る
」
と
い
う
爾
憩
想
の
封
立
に

も
雲
し
て
、
「
法
の
支
醗
」
と
「
行
敷
裁
到
制
度
」
の
封
立
に
よ
り
多
彩
な
論

畢
を
生
じ
た
。
十
九
世
紀
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
公
法
は
「
法
の
支
配
」
を
中
心
と

し
て
憂
遷
し
た
。
し
か
し
、
二
十
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
公
法
の
流
れ
は
、
「
行
政

裁
劃
」
制
度
の
興
隆
を
中
心
と
し
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
、
あ
え

て
、
渦
署
日
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
行
政
裁
到
の
璽
展
に
か
ん
し
、
本
書
は
、
ま
ず
、
ダ
イ
シ
ー
の
所
説
を

引
用
す
る
。
ダ
イ
シ
ー
は
一
八
八
O
年
に
か
の
名
著
「
憲
法
論
」
を
世
に
問
う

て
以
來
七
版
に
い
た
る
ま
で
、
イ
リ
ギ
ス
に
行
政
法
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
強

く
主
張
し
て
き
た
。
ま
た
、
二
十
世
紀
初
頭
、
周
書
第
八
版
を
あ
ら
わ
し
た
さ

い
、
行
政
法
に
か
ん
す
る
長
い
序
論
を
こ
れ
に
附
加
し
て
い
る
が
、
な
お
行
政

法
の
存
在
を
肯
定
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
現
賢
に
あ
ら
わ
れ
た
幾
多
の
事

實
に
よ
り
、
か
れ
ダ
イ
シ
ー
も
、
つ
い
に
行
政
法
の
存
在
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
り
、
ロ
i
・
コ
」
タ
リ
ー
・
レ
ビ
ュ
ウ
誌
に
有
名
な
論
文
「
イ
ギ
リ
ス

に
お
け
る
行
政
法
の
蟄
蓬
」
を
甕
表
す
る
に
い
た
つ
た
。
こ
の
ダ
イ
シ
ー
の
所

紹
介
と
批
評

読
の
攣
遷
は
イ
リ
ギ
ス
法
曹
の
多
敷
意
見
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
た

め
、
二
十
世
紀
初
期
に
い
た
る
行
政
裁
剣
の
護
展
を
の
べ
る
に
あ
た
り
、
ダ
イ

シ
ー
の
所
説
の
攣
遷
に
關
聯
づ
け
て
敷
述
を
お
こ
な
う
本
書
の
態
度
は
要
を
え

た
も
の
と
い
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
護
展
段
階
を
本
書
は
、
ダ
ナ
フ

モ
ア
報
告
書
に
よ
り
、
あ
る
い
は
、
幾
多
の
裁
判
例
等
を
引
用
し
興
味
深
く
か

た
る
。
而
し
て
、
最
後
に
、
コ
嘱
証
國
家
に
お
け
る
『
法
の
実
醗
』
は
果
し
て

ど
の
よ
う
な
墜
蓬
を
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
は
、
『
法
の
支
配
』

と
い
う
司
法
的
國
家
樽
邉
を
高
く
詐
贋
す
る
だ
け
に
、
こ
の
將
來
に
深
い
關
心

を
よ
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
」
と
し
、
本
章
を
結
ぶ
。

　
本
書
は
最
後
の
章
（
第
四
章
）
に
お
い
て
「
國
會
主
権
の
原
理
」
を
論
ず

る
。
由
來
、
イ
ギ
リ
ス
國
會
制
度
は
各
國
の
國
會
制
度
の
模
範
と
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
制
度
的
に
み
る
場
合
の
ほ
か
、
法
的
に
み
て
も
イ
ギ
リ
ス
國
會

は
種
々
の
特
色
を
ゆ
う
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
國
會
は
前
述
の
「
法
の
支
配
」

の
原
理
と
密
接
な
關
聯
を
ゆ
う
す
る
。
「
法
の
支
配
」
は
前
述
の
ご
と
く
、
國

家
権
力
に
封
抗
す
る
こ
と
を
主
た
る
任
務
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
國
家
が
存

す
る
以
上
、
全
く
権
力
を
無
覗
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お

け
る
こ
の
國
家
の
権
力
面
は
、
他
國
と
異
り
國
會
に
集
約
さ
れ
て
き
た
。
も
ち

ろ
ん
、
國
會
主
権
が
確
立
せ
ら
れ
る
ま
で
に
は
、
幾
多
の
歴
史
的
鍵
蓬
を
へ
て

き
て
い
る
。
本
章
に
お
い
て
も
序
説
で
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
鍵
遷
が
と
か
れ
、
つ

い
で
、
「
國
家
主
権
」
の
意
義
が
の
べ
ら
れ
る
。
國
會
主
権
の
意
義
に
つ
い
て

も
、
ダ
イ
シ
ー
の
「
憲
法
論
」
に
お
け
る
國
會
主
権
の
意
義
が
紹
介
さ
れ
、
し

か
る
後
、
こ
れ
に
關
聯
し
な
が
ら
著
渚
自
身
の
見
解
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
つ

い
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
國
會
と
い
う
と
き
、
こ
れ
は
國
王
・
貴
族
院
・
鷹

民
院
の
三
機
闘
よ
り
な
る
と
し
、
か
つ
、
光
榮
革
命
後
し
ば
ら
く
の
聞
こ
れ
ら

八
九
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紹
介
と
批
評

三
着
は
、
ほ
ぼ
封
等
の
地
位
に
あ
つ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
國
王
お

よ
び
貴
族
院
は
次
第
に
そ
の
灌
力
を
減
じ
、
庶
民
院
優
越
の
鶴
制
を
形
威
し
て

ぎ
た
。
こ
の
過
程
も
現
在
の
國
會
の
蜜
質
を
形
成
す
る
以
上
、
か
な
ら
ず
鰯
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
部
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
國
會
主
権
に
關
聯
し
、
最
近
と
く
に
問

題
と
な
つ
て
き
た
黙
が
あ
る
。
委
任
立
法
の
問
題
、
こ
の
委
任
立
法
は
前
記
、

行
政
裁
剣
と
表
裏
一
麗
と
な
り
イ
ギ
リ
ス
行
政
法
の
蜜
騰
を
形
成
す
る
。
し
か

し
、
行
政
裁
到
が
イ
ギ
リ
ス
入
を
し
て
星
室
裁
鍔
所
等
の
大
権
裁
到
所
を
想
起

せ
し
め
る
ご
と
く
、
委
任
立
法
も
亦
、
い
わ
ゆ
る
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
條
項
を
お

も
い
お
こ
さ
せ
悪
感
情
を
い
だ
か
し
め
る
。
し
か
し
、
こ
れ
等
爾
者
は
と
も
に

現
代
の
國
家
に
必
要
不
可
敏
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
現
代
イ
ギ
リ
ス
公

法
の
原
理
を
探
究
す
る
に
あ
た
つ
て
委
任
立
法
は
現
在
い
か
な
る
意
義
を
ゆ
う

し
、
ま
た
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
充
分
研
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
事
情

に
か
ん
が
み
、
本
書
は
と
く
に
委
任
立
法
の
項
を
も
う
け
、
こ
れ
が
起
源
・
墜

遷
、
と
く
に
十
九
世
紀
以
後
の
鍵
遷
を
の
べ
、
現
在
こ
れ
が
い
か
な
る
役
割
を

は
た
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
委
任
立
法
に
よ
り
生
ず
る
弊
害
に
た
い
し
、
い
か

な
る
手
段
が
こ
う
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
を
國
會
主
灌
に
關
聯
し
つ
つ
の
べ
て
い

る
。

九
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鹸
年
、
版
を
重
ね
る
こ
と
九
版
、
さ
ら
に
、
ダ
イ
シ
ー
に
た
い
す
る
批
到
も
諸

家
に
よ
り
活
磯
に
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ダ
イ
シ
ー
を
現
代
的
に
再
認
識

せ
ん
と
す
る
著
者
、
伊
藤
教
授
の
態
度
は
き
わ
め
て
堅
實
な
も
の
で
あ
る
と
と

も
に
、
本
書
の
随
所
に
、
イ
ギ
リ
ス
公
法
に
か
ん
す
る
著
着
の
深
い
理
解
と
鋭

い
分
析
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
融
よ
り
し
て
本
書
は
、
最
近
の
か

か
る
方
面
の
著
作
中
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
の
一
つ
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、
か

つ
、
こ
れ
が
、
時
期
や
や
逞
き
の
感
あ
る
も
筆
者
を
し
て
あ
え
て
紹
介
の
筆
を

と
ら
し
め
た
所
以
で
あ
る
。
（
弘
丈
堂
登
行
　
二
八
七
頁
　
四
五
〇
圓
）
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イ
ギ
リ
ス
公
法
に
た
い
す
る
筆
着
の
理
解
の
薄
場
な
ら
び
に
、
頁
敷
の
闘
係

も
あ
り
伊
藤
教
授
の
力
作
を
充
分
に
紹
介
し
え
な
か
つ
た
が
、
本
書
の
根
底
を

流
れ
る
も
の
は
、
ダ
イ
シ
ー
の
名
著
「
憲
法
論
」
で
あ
り
、
こ
の
書
を
的
確
に

理
解
し
、
こ
の
上
に
た
つ
て
イ
ギ
リ
ス
公
法
の
も
つ
現
代
的
意
義
を
明
か
に
し

よ
う
と
す
る
。
ダ
イ
シ
ー
「
憲
法
論
」
の
初
版
い
で
て
よ
り
、
す
で
に
七
十
有


