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宮
澤
俊
義
著

　
　
『
憲

法
　
皿
』

　
（
有
斐
閣
刊
法
律
學
全
集
4
）

　
噛
　
本
書
は
、
さ
き
に
紹
介
し
た
こ
と
の
あ
る
清
宮
四
郎
教
授
の
「
憲
法
1
」

（
厳
○研
蔑
恥
理
號
）
に
績
い
て
、
こ
の
有
斐
閣
法
律
學
全
集
の
憲
法
の
部
分
を
構
成

す
る
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
著
者
宮
澤
教
授
は
、
日
本
公
法
墨
會
會

長
と
し
て
わ
が
憲
法
學
界
を
代
表
す
る
學
者
の
一
人
で
あ
り
、
す
で
に
憲
法
に

つ
い
て
は
多
く
の
著
作
を
護
表
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
日
本
國
憲
法
の
詳
細
な
逐

條
解
繹
を
も
完
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
本

書
に
よ
つ
て
、
さ
き
の
清
宮
教
授
の
著
書
と
と
も
に
日
本
國
憲
法
に
閾
す
る
高

度
の
學
問
的
水
準
を
し
め
す
騰
系
書
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
學
界

に
と
つ
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
二
　
清
宮
教
授
の
「
憲
法
1
」
が
、
一
統
治
機
構
」
に
つ
い
て
解
説
す
る
も
の

で
あ
る
の
に
封
し
、
本
書
は
、
「
基
本
的
人
灌
」
の
部
分
に
つ
い
て
の
べ
た
も
の

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

で
あ
る
。
そ
こ
で
一
般
の
教
科
書
な
い
し
は
概
論
書
と
こ
と
な
り
、
特
に
本
書

の
特
色
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
人
灌
宣
言
の
↓
般
論
と
も
い
う
べ
き
総
読

の
部
分
に
つ
い
て
、
詳
細
な
読
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

寂
述
の
範
園
を
日
本
國
憲
法
の
人
灌
規
定
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
憲

法
に
關
す
る
一
般
的
な
間
題
と
し
て
、
各
國
憲
法
に
お
け
る
人
灌
規
定
の
獲
展

そ
の
思
想
的
背
景
さ
ら
に
は
各
國
憲
法
の
人
灌
の
特
質
等
を
も
、
考
察
の
封
象

と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の
馳
に
つ
い
て
著
者
は
一
は
し
が
き
」
に
、

基
本
的
人
灌
の
問
題
が
日
本
憲
法
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
近
代
法
一
般
の
問

題
と
し
て
諸
國
の
人
権
宣
言
を
通
じ
、
多
年
の
歴
史
的
脛
験
に
よ
る
人
類
の

「
共
通
の
遺
産
」
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
憲
法
の
把
握
に
あ
た
つ
て
は

こ
れ
を
無
覗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
基
本
的
人
灌
の
思
想
的
背
景
な
り
、
そ
の
各
國
に
お
け
る
獲
展
に

つ
い
て
、
ま
た
人
権
各
部
の
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
な
知
識
を

得
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん
個
々
の
軍
行
論
文
な
り
特
別
の
研
究
書

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
お
よ
そ
基
本
的
人
灌
一
般
に
つ
い
て
の
総
髄

的
な
知
識
を
得
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
本
書
は
き
わ
め
て
贋
値
の
高
い
も
の

で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
多
く
の
概
論
書
は
、
主
と
し

て
日
本
憲
法
の
解
読
に
重
馳
を
お
き
、
人
灌
の
一
般
理
論
に
關
す
る
部
分
に
つ

い
て
は
詳
細
な
論
述
を
な
す
蝕
裕
も
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
ど
う
L
て
も
こ

の
部
分
の
解
読
が
簡
略
と
な
り
補
充
的
に
な
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
　
（
一
一
一
七
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

あ
る
。
し
か
し
本
書
は
、
そ
の
目
的
が
教
科
書
な
り
一
般
的
な
概
論
書
と
し
て

の
役
割
を
果
す
こ
と
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
人
灌
に
つ
い
て
の
理
論
盟
系

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
國
人
権
宜
言
の
比
較
法
的

研
究
お
よ
び
人
権
に
關
す
る
㎝
般
理
論
の
部
分
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
お
こ

な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
書
は
、
右
の
よ
う
な
目
的
を
有
す
る
た
め
に
、

教
科
書
的
な
既
存
の
講
述
の
膣
系
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
著
者
が
特
に
關

心
を
も
つ
て
い
る
問
題
黙
に
つ
い
て
も
、
そ
の
見
解
が
自
由
に
表
明
さ
れ
て
い

る
の
で
、
著
者
の
憲
法
観
な
り
人
権
思
想
と
い
う
べ
き
も
の
も
、
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
學
間
的
に
も
重
要
な
著
作
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
、
と
か
く
高
度
の
學
術
書
と
な
れ
ぽ
難
解
な
も
の

が
多
い
の
で
あ
る
が
、
本
書
の
厳
述
は
極
め
て
李
易
で
あ
り
、
引
照
さ
れ
る
實

例
も
學
読
判
例
は
當
然
の
こ
と
と
し
て
、
ひ
ろ
く
日
常
の
話
題
・
小
読
・
戯
曲

等
を
も
ふ
く
め
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
問
題
購
の
解
明
に
極
め
て
適
切
に
利
用
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
讃
者
の
關
心
を
そ
ら
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
法
律
學
に

關
係
の
な
い
一
般
の
讃
者
で
あ
つ
て
も
、
固
苦
し
さ
や
負
捲
を
感
ず
る
こ
と
な

く
、
興
味
を
も
つ
て
憲
法
の
領
域
に
導
か
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
ま

さ
に
著
者
の
深
い
學
識
を
も
つ
て
し
て
、
は
じ
め
て
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
本
書
の
構
成
で
あ
る
が
、
本
書
は
大
別
し
て
二
部
か
ら
な
る
。
第
一

部
は
人
灌
総
読
と
題
し
て
人
穫
の
一
般
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
　
　
（
一
一
一
八
）

章
「
人
権
宣
言
の
あ
ゆ
み
」
の
部
分
に
お
い
て
は
、
世
界
各
國
に
お
け
る
人
灌

宣
言
の
護
展
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ

か
ら
ア
メ
リ
カ
の
猫
立
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
、
現
在
の
人
穫
宣
言
の
源
泉
を
た

ず
ね
、
さ
ら
に
二
十
世
紀
に
お
け
る
獲
展
と
し
て
は
、
そ
の
就
會
化
と
國
際
化

の
傾
向
と
を
と
り
あ
げ
、
生
存
の
保
障
に
直
結
す
る
経
濟
的
な
基
本
的
人
権
の

生
成
と
、
國
際
蓮
合
憲
章
な
い
し
は
世
界
人
穫
宣
言
等
を
通
し
て
み
ら
れ
る
國

際
的
な
普
及
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
人
椹
宣
言
の
別
の
護
展
の
傾

向
と
し
て
、
吐
會
主
義
的
な
諸
國
の
基
本
的
人
灌
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
と
西
厭
的
な
諸
國
の
基
本
的
人
灌
と
の
封
比
は
、
爾
者
の
特
質
お
よ

び
差
異
を
知
る
に
あ
た
つ
て
、
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　
突
に
第
二
章
は
、
「
人
櫨
宣
言
の
理
論
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
人
権
の
生
成

と
進
化
に
つ
い
て
そ
の
思
想
的
な
基
盤
と
、
人
槽
に
關
す
る
法
理
論
上
の
概
念

が
究
明
さ
れ
、
さ
ら
に
人
灌
宣
言
の
内
容
に
關
蓮
し
て
、
そ
の
歴
史
性
、
人
灌

の
種
類
、
人
構
に
俘
う
義
務
お
よ
び
制
度
的
保
障
等
の
理
論
が
の
べ
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
こ
の
第
一
部
の
最
後
に
は
、
第
三
章
「
人
樺
宣
言
の
推
保
」
と
し
て

人
槽
の
保
障
制
度
が
纏
括
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
人
灌
の
宣
言
的
捲
保
お

よ
び
裁
判
的
保
障
と
あ
わ
せ
て
、
特
に
抵
抗
槽
に
封
す
る
考
察
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
抵
抗
権
は
著
者
の
關
心
を
そ
そ
つ
た
年
來
の
宿
題
で
あ
る
と
し
て
、

特
に
そ
の
主
力
の
注
が
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
通
し
て
法
の
存
立



の
基
礎
な
い
し
は
法
を
動
か
す
力
と
も
い
5
べ
ぎ
も
の
に
つ
い
て
の
根
本
間
題

が
し
め
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
書
の
最
も
重
要
な
部
分
の
一
つ
で
あ
り
、
讃
者

の
注
意
を
ひ
く
と
こ
ろ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
部
は
、
わ
が
國
の
人
灌
に
つ
い
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
人
槽

の
お
い
た
ち
」
と
題
し
て
、
わ
が
國
に
お
け
る
人
権
思
想
の
「
め
ば
え
」
お
よ

び
そ
の
襲
展
を
か
た
り
、
さ
ら
に
現
行
憲
法
に
お
け
る
人
槽
の
確
立
に
つ
い
て

の
べ
、
明
治
憲
法
と
の
封
比
を
お
こ
な
つ
た
後
に
、
現
行
憲
法
の
人
灌
規
定
の
説

明
に
入
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
人
灌
に
關
す
る
一
般
原
理
と
も
い
う

べ
き
日
本
國
憲
法
第
二
條
な
い
し
第
コ
ニ
條
お
よ
び
第
九
七
條
を
解
明
し
、

さ
ら
に
公
共
の
福
祉
に
關
す
る
問
題
、
こ
れ
に
封
す
る
判
例
の
態
度
そ
し
て
公

共
の
福
祉
の
観
念
等
を
明
か
に
し
、
こ
の
ほ
か
人
灌
享
有
の
主
膣
お
よ
び
人
穫

保
障
の
法
律
關
係
等
に
つ
い
て
、
現
行
憲
法
の
人
灌
に
關
す
る
通
則
の
解
説
が

総
括
さ
れ
て
い
る
。
次
に
日
本
國
民
た
る
の
要
件
に
ふ
れ
、
法
の
下
の
李
等
に

關
す
る
部
分
に
お
い
て
は
、
李
等
の
意
義
お
よ
び
合
理
的
な
差
別
と
不
合
理
な

そ
れ
と
の
匿
別
、
そ
し
て
こ
れ
に
關
す
る
判
例
の
傾
向
等
を
詮
明
し
、
さ
ら
に

國
民
の
義
務
、
個
々
の
自
由
、
家
庭
生
活
に
お
け
る
個
人
の
尊
嚴
と
爾
性
の
李

等
、
吐
會
槽
、
能
動
的
な
關
係
に
お
け
る
灌
利
、
賠
償
お
よ
び
補
償
の
請
求
灌

等
に
關
す
る
解
説
が
績
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
に
お
い
て
は
、
各
條
文

の
解
繹
よ
り
も
、
主
と
し
て
重
要
な
問
題
鮎
な
い
し
は
憲
法
上
の
論
義
を
生
ぜ

し
め
た
個
々
の
事
件
お
よ
び
こ
れ
ら
に
關
す
る
主
要
な
到
例
學
読
等
の
考
察
に

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

重
鮎
恭
お
か
れ
て
い
る
。
次
に
本
書
に
っ
い
て
若
干
の
要
鮎
を
紹
介
し
た
い
仙

　
三
　
ま
ず
著
者
は
、
自
由
主
義
的
な
人
槽
宣
言
の
萌
芽
を
イ
ギ
リ
ス
の
マ
グ

ナ
・
カ
ル
タ
に
認
め
、
そ
の
後
の
灌
利
請
願
や
権
利
章
典
を
も
ふ
く
め
て
、
こ

れ
ら
が
國
王
の
絶
封
櫻
力
に
封
す
る
國
民
の
権
利
を
保
障
す
る
黙
に
お
い
て
近

代
諸
國
の
人
檬
宣
言
の
源
泉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
文

書
と
近
代
的
な
人
櫨
宣
言
と
を
匠
別
し
、
前
者
は
ま
だ
完
全
な
人
槽
宣
言
で
は

な
い
と
さ
れ
る
（
四
－
八
頁
）
。
す
な
わ
ち
人
間
固
有
の
基
本
的
人
灌
と
い
う
思

想
に
も
と
づ
い
て
、
こ
れ
を
國
家
槽
力
に
封
し
て
保
障
し
よ
う
と
す
る
近
代
的

な
人
灌
宣
言
の
特
質
は
、
ま
だ
封
建
的
な
性
格
の
の
こ
つ
て
い
る
右
の
イ
ギ
リ

ス
の
文
書
の
な
か
に
は
、
十
分
に
形
成
さ
れ
て
は
い
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
の
文
書
が
成
文
憲
法
と
一
腱
を
な
す
に
い
た
ら
な
か
つ
た
こ

と
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
灌
利
章
典
等
を
近
代
諸
國
の
人
槽
宣
言
の
範
疇

か
ら
の
ぞ
き
、
近
代
的
な
人
櫻
宣
言
は
、
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
爾
革

命
以
後
の
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
固
有
の
人
構
と

い
う
思
想
か
ら
み
れ
ば
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ッ
憲
法
に
お
げ
る
國
民
の
灌
利
義

務
に
關
す
る
規
定
は
、
君
主
主
権
の
原
理
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

本
來
の
人
灌
宣
言
で
は
な
く
、
著
者
は
こ
れ
を
本
來
の
人
灌
宣
言
の
ゆ
が
め
ら

れ
た
形
で
あ
る
と
し
て
外
見
的
人
槽
宣
言
と
よ
び
、
爾
者
を
匠
別
さ
れ
る
の
で

あ
る
（
七
頁
）
。

　
そ
こ
で
近
代
的
な
人
灌
宣
言
の
攣
遽
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
　
（
一
一
一
九
）
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ベ
ル
ギ
ー
・
ド
イ
ッ
等
の
諸
憲
法
を
通
じ
、
著
者
は
、
二
つ
の
特
徴
を
指
摘
さ

れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
人
槽
宣
言
と
成
文
憲
法
と
の
一
騰
化
で
あ
り
、
も
う
輔

つ
は
、
人
問
固
有
の
人
槽
が
、
國
家
に
お
け
る
國
民
の
槽
利
の
観
念
に
お
き
か

え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
二
四
－
二
六
頁
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
人
槽
の
憲
法

的
な
保
障
さ
ら
に
は
人
槽
に
封
す
る
制
約
と
し
て
の
法
律
の
留
保
、
そ
し
て
こ

れ
を
排
除
し
た
固
有
の
人
穣
思
想
の
現
在
の
復
活
等
を
理
解
す
る
に
あ
た
つ

て
、
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
鮎
で
あ
る
。
攻
に
人
権
宣
言
の
批
會
化

の
傾
向
を
み
よ
う
。
生
存
の
保
障
と
直
結
し
た
人
槽
の
保
障
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム

に
封
す
る
抵
抗
の
成
果
と
し
て
第
二
攻
大
戦
後
の
諸
憲
法
の
共
通
現
象
で
あ
る

が
（
三
二
－
四
〇
頁
）
、
そ
の
「
め
ば
え
」
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
フ
ラ

ン
ス
の
ジ
ャ
コ
バ
ソ
思
想
の
な
か
に
あ
つ
た
（
二
六
－
二
九
頁
）
。
こ
れ
が
自
由

主
義
諸
國
に
お
い
て
は
、
ゾ
イ
マ
ー
ル
憲
法
を
契
機
と
し
て
傳
統
的
な
自
由
主

義
髄
制
の
な
か
に
、
そ
の
敏
陥
を
是
正
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
つ
て
肚
會
國
家

の
色
彩
を
お
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
自
由
主
義
の
原
理
を
根
底
か
ら
否
定
し

て
、
肚
會
主
義
な
い
し
は
共
産
主
義
の
原
理
に
よ
る
特
異
の
護
展
を
し
め
し
た

の
が
、
ソ
ヴ
エ
ト
憲
法
を
模
範
と
す
る
祉
會
主
義
的
な
人
権
宣
言
で
あ
る
（
四

〇
頁
）
。
そ
の
特
色
は
、
こ
こ
に
い
う
人
権
が
人
間
固
有
の
灌
利
で
は
な
く
て
、

螢
働
者
な
い
し
は
螢
働
者
階
級
の
槽
利
で
あ
り
、
そ
れ
は
階
級
闘
箏
を
前
提
と

し
て
、
お
よ
そ
人
間
一
般
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
権
利
の
観
念
を
排
除
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
（
五
二
i
五
三
頁
）
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
螢
働
者
階
級
の
人
灌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
　
（
一
一
二
〇
）

と
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
肚
會
主
義
の
た
め
の
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
制
約
の
も

と
に
あ
り
、
こ
れ
に
封
す
る
批
判
の
自
由
は
ま
つ
た
く
存
在
し
な
い
と
み
る
の

で
あ
る
（
五
五
ー
五
八
頁
）
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
思
想
的
原
理
的
な
相
違
に
も

拘
ら
ず
、
著
者
は
、
多
籔
の
螢
働
者
の
生
存
を
保
障
す
る
た
め
に
、
具
髄
的
な

槽
利
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
融
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
人
権
宣
言
と
し

て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
西
敏
的
な
も
の
と
匠
別
し
つ
つ
、
こ

れ
ら
を
人
槽
宣
言
の
観
念
の
な
か
に
入
れ
る
の
で
あ
る
（
五
八
頁
）
。

　
次
に
第
二
次
大
職
後
の
特
色
と
し
て
、
人
槽
保
障
の
要
求
は
、
國
内
法
を
こ

え
て
國
際
法
的
な
も
の
に
護
展
し
た
。
そ
こ
で
著
者
は
、
人
権
宣
言
の
國
際
化

を
強
調
す
る
（
五
九
頁
以
下
）
。
特
に
國
際
蓮
合
憲
章
・
世
界
人
槽
宣
言
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
會
議
人
槽
規
約
等
に
よ
つ
て
、
人
構
の
保
障
は
、
國
際
的
な
機
構
の
任

務
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
著
者
に
よ
れ
ば
、
國
蓮
憲
章
に
お
い
て
は
、

人
構
問
題
は
も
は
や
國
内
問
題
で
は
な
く
（
六
三
ー
六
四
頁
）
、
世
界
人
権
宣
言

は
、
法
的
拘
束
力
が
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
實
効
性
重
要
性
に

は
影
響
の
な
い
こ
と
で
あ
り
（
七
二
ー
七
三
頁
）
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
會
議
に
お
い
て

は
、
ま
さ
に
法
的
に
當
事
國
を
拘
束
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ

れ
は
國
際
蓮
合
よ
り
も
進
歩
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
七
三
－
七

四
頁
）
。
た
だ
現
在
の
段
階
に
お
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
國
際
機
構
が
直
接

に
個
人
の
人
槽
の
保
障
の
た
め
に
、
國
境
を
越
え
て
介
入
す
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
ま
だ
、
各
當
事
國
に
お
も
て
人
穫
保
障
の
燈
制
が
確
立
さ
れ
る
よ
う



に
、
各
國
を
拘
束
し
う
る
程
度
に
止
ま
つ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
人

灌
の
國
際
的
な
保
障
は
、
そ
の
吐
會
化
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
人
灌
宣

言
を
貫
く
思
想
が
各
國
家
に
よ
つ
て
異
る
も
の
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
「
人
梅

宣
言
の
あ
ゆ
み
」
と
し
て
は
、
同
じ
目
的
に
向
つ
て
い
る
こ
と
を
謹
明
し
て
い

る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
人
権
の
護
展
の
過
程
動
向
は
、
本
書
の
要
約
を

通
し
て
、
十
分
に
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
人
灌
宣
言
に
よ
つ
て
保
障
さ
れ
る
基
本
的
人
灌
と
は
、
い
か
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
そ
の
思
想
的
な
基
盤
に
つ
い
て
は
、
人
灌
が
個
人

主
義
的
な
政
治
観
に
も
と
づ
き
、
人
間
の
一
身
專
馬
的
な
も
の
と
し
て
「
人
間

の
奪
嚴
一
に
直
結
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
根
嫁
と
し
て
特
定
の
宗
教
観
や
こ
れ

に
關
蓮
す
る
自
然
法
を
援
用
す
る
必
要
は
な
く
、
彊
い
て
そ
の
根
櫨
を
求
め
る

と
す
れ
ば
、
宗
教
的
に
無
色
な
人
間
主
義
を
あ
ら
わ
す
自
然
法
で
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
と
す
る
（
七
五
－
七
九
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
人
権
が
、
さ
き
の
人
灌
宣
言

の
攣
題
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
憲
法
上
の
取
扱
と
し
て
は
、
そ
れ
が
國
民
な

い
」
は
市
民
の
槽
利
と
も
い
う
べ
き
外
見
的
な
人
穣
に
か
わ
り
、
内
容
に
お
い

て
は
批
會
灌
を
吸
牧
し
、
現
在
再
び
固
有
の
人
権
観
念
が
復
活
し
て
き
て
い
る

の
で
あ
る
が
（
八
O
1
八
四
頁
）
、
現
代
の
人
灌
の
概
念
に
つ
い
て
、
著
者
は
、

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
を
み
よ
う
。
著
者
は
、
G
・
イ
エ
リ
ネ

ッ
ク
お
よ
び
ケ
ル
ゼ
ン
の
國
家
な
い
し
は
國
法
に
蜀
す
る
國
民
の
關
係
に
つ
い

て
の
説
明
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
人
灌
の
概
念
を
次
の
よ
う
に
読
明
し
て
い
る
。
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ま
ず
國
民
が
國
法
に
よ
つ
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
關
係
よ
り
、
國
民
の
義
務
が
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
の
受
動
的
な
地
位
に
相
當
す
る
（
八
八

頁
）
。
個
人
の
自
由
な
領
域
に
つ
い
て
は
、
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
と
異
り
、
國
民
が

國
法
に
劃
し
て
無
關
係
な
關
係
と
し
て
の
「
自
由
」
と
、
消
極
的
な
受
盆
關
係

と
し
て
成
立
す
る
自
由
権
と
を
匠
別
す
る
の
で
あ
る
（
八
九
ー
九
〇
頁
）
。
と
こ

ろ
で
、
前
者
が
い
わ
ゆ
る
自
然
の
自
由
で
あ
り
、
後
者
は
國
家
権
力
の
介
入
を

う
け
な
い
自
由
灌
の
成
立
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
果
し
て
爾
者
の
匠
別
は
本
質

的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
國
家
か
ら
の
干
渉
を
う
け
な
い
個
人
の
自
由

は
、
個
別
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
包
括
的
な
一
髄
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

憲
法
に
表
示
さ
れ
た
自
由
の
保
障
は
、
そ
の
一
部
が
例
示
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、

自
由
権
の
成
立
は
、
憲
法
に
現
わ
れ
て
こ
な
い
自
由
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
當

然
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
自
由
の
保
障
が
條
文
化
さ
れ
た
部
分
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
匠
別
は
、

本
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
箪
な
る
形
式
的
な
差
異
に
止
ま
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
次
に
國
民
の
國
法
に
封
す
る
積
極
的
な
受
盆
關
係
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
こ

に
肚
會
灌
の
成
立
を
考
え
ら
れ
る
。
吐
會
灌
は
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
の
読
明
方
法
を

も
つ
て
し
て
は
、
そ
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
を
積
極
的
な
公

権
と
匠
別
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
の
關
係
に
お
け
る
灌
利
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
（
九
〇
頁
）
。
そ
の
特
質
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
個
人
の
具
艦
的
な
請
求
灌
を
包
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含
し
な
い
こ
と
で
あ
る
が
（
九
〇
・
九
三
頁
）
、
し
か
し
そ
れ
は
反
射
的
利
盆
に

近
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
封
し
て
積
極
的
な
請
求
灌

は
、
次
の
能
動
的
な
關
係
に
驕
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
著
者
は
、
國
民

が
國
法
の
定
立
な
い
し
は
國
家
活
動
に
参
加
す
る
關
係
を
、
廣
義
の
能
動
的
な

關
係
と
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
國
家
の
活
動
を
要
求
す
る
積
極
的
な
關
係
と
、
國

民
が
國
家
機
關
の
地
位
に
つ
く
狭
義
の
能
動
的
な
關
係
と
に
匪
分
す
る
。
前
者

は
裁
到
を
講
求
す
る
灌
利
が
主
要
な
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
い
う
ま
で
も
な
く

参
政
灌
が
こ
れ
に
驕
す
る
（
九
〇
1
九
一
頁
）
。
著
者
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、

爾
者
が
個
別
的
具
艦
的
な
法
規
範
の
定
立
に
参
加
す
る
か
、
一
般
的
抽
象
的
な

法
定
立
に
参
加
す
る
か
の
程
度
の
差
を
有
す
る
に
止
ま
り
、
本
質
的
な
相
違
は

な
い
と
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
見
方
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
る
（
九
一
頁
）
。
と
こ
ろ
で

自
由
権
・
肚
會
灌
・
請
求
灌
・
参
政
権
の
四
種
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
権
利
」

と
し
て
の
性
格
の
現
れ
に
は
種
々
の
相
違
が
あ
り
、
も
の
に
よ
つ
て
は
灌
利
と

い
う
よ
り
も
反
射
的
利
盆
に
近
い
も
の
も
あ
る
が
、
著
者
は
、
そ
れ
が
基
本
的

人
権
と
し
て
「
権
利
」
の
性
格
を
有
す
る
と
判
断
し
う
る
根
擦
を
、
國
家
構
力

に
封
し
て
の
人
間
の
尊
重
と
い
う
根
本
的
な
利
盆
を
法
的
に
確
保
す
る
と
い
う

黙
に
求
め
ら
れ
る
（
九
四
－
九
五
頁
）
。
人
灌
の
法
的
贋
値
が
人
問
の
奪
嚴
そ
れ

自
髄
を
基
盤
と
し
て
こ
れ
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
特
定
の
宗
教
観

や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
越
し
て
、
す
べ
て
の
人
間
の
固
有
の
権
利
と
し
て
把
握

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
各
國
の
人
灌
宣
言
の
す
べ
て
に
要
當
す
る
見
方
と
い

八
四

（
一
一
二
二
）

う
こ
と
が
で
き
る
。

　
人
灌
宣
言
が
箪
な
る
宣
言
に
止
ま
ら
ず
、
法
的
實
効
性
を
確
保
し
よ
5
と
す

れ
ば
、
そ
の
保
障
手
段
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
は
ま
ず
人
灌
の
宣

言
的
携
保
と
し
て
、
人
灌
の
奪
重
さ
れ
る
べ
き
ゆ
え
ん
を
彊
調
す
る
規
定
を
、

人
権
宣
言
の
な
か
に
掲
げ
る
こ
と
が
最
も
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
た
だ
し

こ
れ
が
守
ら
れ
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
室
文
と
な
つ
て
し
ま
う
危
瞼
の

大
な
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
（
二
九
頁
）
。
確
か
に
、
こ
の
種
の
宣
言
的
規
定

に
よ
つ
て
人
権
尊
重
の
機
運
を
も
り
あ
げ
、
そ
の
精
瀞
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
は

必
要
で
あ
り
、
効
果
が
大
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
た
め
に
特
定
の
政
治
原
理

を
絶
封
化
し
、
こ
れ
に
封
す
る
批
到
の
自
由
を
ま
つ
た
く
封
じ
て
し
ま
う
な
ら

ば
、
基
本
的
人
模
の
保
障
を
目
的
と
す
る
人
灌
宣
言
は
、
逆
に
自
ら
そ
の
贋
値

を
失
わ
せ
る
結
果
と
な
る
危
瞼
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
一
一
九
－
一
二

六
頁
）
。
政
治
的
な
効
果
よ
り
も
法
的
な
保
障
と
し
て
の
有
効
な
手
段
を
考
え

る
と
な
る
と
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
裁
到
制
度
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
に
つ
い
て
著
者
は
、
法
令
の
司
法
審
査
制
度
な
い
し
は
憲
法
裁
到
制

度
の
人
槽
宣
言
に
封
す
る
保
障
と
し
て
の
役
割
を
彊
調
さ
れ
る
（
二
一
七
－
一

三
二
頁
）
。

　
人
灌
に
封
す
る
公
樺
力
の
侵
害
に
封
し
て
、
國
民
自
ら
の
努
力
に
よ
つ
て
人

槽
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
最
後
の
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
抵
抗

灌
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
抵
抗
灌
は
合
法
的
に
成
立
し
て
い
る
實
定
法
上



の
義
務
を
、
實
定
法
外
の
義
務
を
根
擦
と
し
て
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
（
二
二
六
－
一
四
〇
頁
）
。
す
な
わ
ち
實
定
法
が
正
義
を
具
現
す
る
も
の

で
な
く
な
つ
た
と
き
に
、
正
義
を
主
張
し
て
こ
れ
に
非
合
法
的
に
封
抗
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
抵
抗
灌
は
、
人
灌
思
想
の
な
か
に
内
在
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
歴
史
の
し
め
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
が
人
権
宣
言
の
生
成

襲
展
の
源
動
力
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
（
一
四
二
－
一
四
七
頁
）
。
も
ち
ろ
ん
當
初

の
過
激
な
抵
抗
権
の
観
念
が
現
在
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
是
認
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
封
す
る
自
由
主
義
の
抵
抗
と
し
て
、
第

二
次
大
職
以
後
の
憲
法
の
な
か
に
は
、
抵
抗
権
を
明
記
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
つ
た
（
一
三
四
i
一
三
六
頁
）
。
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
抵
抗
灌
の
存

立
の
基
礎
を
實
定
法
を
超
越
す
る
自
然
法
に
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
自
然
法
の

内
容
を
客
観
的
に
決
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
抵
抗
灌
の
難
し

い
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
一
五
一
－
一
五
六
頁
）
。
そ
こ
で
自
然
法
的
な
義
務

と
實
定
法
上
の
義
務
と
の
衝
突
を
防
止
す
る
た
め
に
、
立
法
者
の
努
力
が
な
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
り
（
一
五
七
－
一
五
八
頁
）
、
抵
抗
権
の
無
責
任
な
主
張
を
排

除
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
實
定
法
上
の
権
利
と
し
て
制
度
化
し
よ
う
と
す
る
こ

と
が
企
圏
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
（
一
五
九
ー
一
六
三
頁
）
、
そ
れ
で
も
著
者

の
見
解
に
よ
れ
ば
、
抵
抗
灌
の
超
實
定
的
な
性
格
か
ら
、
實
定
法
の
領
域
に
お

い
て
は
規
律
で
き
な
い
部
分
が
残
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
著
者

の
い
う
「
抵
抗
権
理
論
の
な
や
み
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
著
者

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

は
、
相
封
的
な
見
方
を
と
る
以
上
自
然
法
の
内
容
が
客
観
的
に
確
定
さ
れ
る
こ

と
は
期
待
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
抵
抗
権
に
關
す
る
規
律
は
、
各
人
の
良

心
に
も
と
づ
く
責
任
の
自
畳
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
さ
れ

る
（
エ
ハ
三
－
一
六
九
頁
）
。
結
局
抵
抗
灌
に
關
す
る
問
題
は
、
い
ま
だ
に
未
解

決
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
客
観
的
な
基
準
を
求
め
る
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
得

な
い
も
の
と
し
て
、
著
者
は
、
具
膣
的
な
場
合
に
各
自
が
そ
の
自
己
責
任
に
お

い
て
封
決
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
一
七
〇
1
一
七
三
頁
）
。

　
抵
抗
権
の
根
嫁
を
實
定
法
を
離
れ
て
掘
り
さ
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
限
の

も
の
で
あ
る
こ
と
は
著
者
の
し
め
す
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
抵
抗
灌
の
存
在

理
由
は
、
漠
然
と
不
正
に
封
す
る
反
抗
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

暴
君
な
り
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
濁
裁
な
り
反
民
主
的
な
暴
政
に
封
す
る
抵
抗
と
し

て
、
そ
の
正
當
性
が
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
歴
史
的
客
鶴
的
に
明
白
な
の
で

あ
る
か
ら
、
現
在
の
抵
抗
灌
と
い
う
も
の
の
存
立
の
基
礎
も
、
こ
の
範
團
に
限

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
人
灌
宣
言
が
基
本
的

人
灌
を
保
障
し
、
こ
れ
が
憲
法
と
一
膣
と
な
つ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

こ
れ
を
否
定
す
る
態
度
に
出
る
國
家
権
力
に
封
し
て
、
國
民
が
こ
の
よ
う
な
憲

法
擁
護
の
目
的
を
も
つ
て
反
抗
す
る
場
合
に
の
み
、
反
抗
の
権
利
と
し
て
の
法

的
正
當
性
が
是
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
抵
抗
構
は
自
然
的
な
正
義

の
直
接
の
現
れ
と
し
て
の
み
正
當
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
が
自
然
法
實

定
法
を
ふ
く
め
た
客
観
的
な
法
的
正
義
と
し
て
お
き
か
え
ら
れ
て
初
め
て
抵
抗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
（
一
一
二
三
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

権
と
し
て
の
法
的
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
露
骨
な

正
義
の
主
張
は
、
イ
デ
オ
・
ギ
ー
な
い
し
は
實
力
の
封
立
で
あ
り
、
途
に
は
反

抗
封
反
抗
の
雫
を
ひ
き
お
こ
す
だ
け
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
法
的
正
當

性
に
關
す
る
評
便
の
領
域
を
こ
え
た
闘
雫
の
事
實
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。

抵
抗
権
が
ま
さ
に
法
的
灌
利
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
檬
捲
保
の
手

段
と
し
て
、
人
灌
宣
言
な
い
し
は
憲
法
に
よ
つ
て
法
的
に
評
便
し
う
る
も
の
で

あ
り
、
こ
の
範
團
に
お
い
て
の
み
そ
の
法
的
存
在
が
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
限
界

が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
四
　
最
後
に
日
本
國
憲
法
に
關
し
、
若
干
の
要
譜
を
紹
介
し
よ
う
。
ま
ず
日

本
國
憲
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ

う
か
。
著
者
は
公
共
の
福
祉
に
よ
る
人
槽
制
約
の
問
題
を
提
起
し
、
こ
れ
に
封

す
る
二
つ
の
蹄
結
の
可
能
性
を
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
基
本
的
人
灌
が

公
共
の
福
祉
の
範
園
内
に
お
い
て
の
み
保
障
さ
れ
る
と
い
う
見
方
で
あ
り
、
他

の
一
つ
は
、
基
本
的
人
灌
は
一
般
に
公
共
の
福
祉
に
よ
つ
て
制
限
さ
れ
ず
、
た

だ
こ
れ
に
よ
る
留
保
が
規
定
さ
れ
て
い
る
部
分
の
み
が
公
共
の
福
阯
に
よ
つ
て

制
約
さ
れ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
二
つ
の
見
方
の
相
蓮
を
明
ら

か
に
し
て
、
一
方
に
お
い
て
は
直
接
に
公
共
の
福
祉
の
概
念
を
と
ら
え
よ
う
と

し
、
他
方
に
お
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
以
外
に
人
権
を
制
約
し
う
る
理
由
を
究

明
し
て
、
爾
者
の
差
異
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
解
明
さ
れ
な
い

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
一
二
四
ー
二
一
七
頁
）
。
そ
こ
で
著
者
は
、
次
に
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
　
（
一
一
二
四
）

例
の
傾
向
を
概
観
し
（
二
一
七
ー
二
二
三
頁
）
、
判
例
は
、
人
権
が
公
共
の
福
趾

の
範
園
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
と
す
る
第
一
の
見
解
を
と
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
（
二
一
八
頁
）
。
し
か
も
著
者
は
、
公
共
の
福
祉
の
内
容
を

と
ら
え
る
に
あ
た
つ
て
、
無
意
識
の
う
ち
に
特
定
の
内
容
を
豫
定
し
、
そ
れ
を

も
つ
て
判
断
の
基
準
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
無
意
識
に
と
ら
え
ら
れ
る
常
識
的

な
も
の
を
意
識
化
し
て
公
共
の
編
祉
の
概
念
の
内
容
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
た
（
二
二
三
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
つ
て
、
著
者
は
、
公
共
の
編
祉
が
人
権
を
制
約
し
う

る
根
檬
を
、
他
人
の
人
灌
と
の
衝
突
を
調
整
す
る
馳
に
お
い
て
、
實
質
的
な
公

李
を
實
現
す
べ
ぎ
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
り
（
二
二
四
－
二
二
八
頁
）
、

公
共
の
幅
肚
の
維
持
を
も
つ
て
、
人
槽
の
保
障
を
實
質
的
に
公
李
に
お
こ
な
う

こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
三
一
二
ー
三
一
西
頁
）
。
こ
の
よ
う

に
み
る
な
ら
ば
、
公
共
の
編
祉
は
、
個
人
の
利
盆
に
優
越
す
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
い
わ
ゆ
る
全
膣
の
利
盆
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。
し
た
が
つ
て
日
本

國
憲
法
に
い
う
公
共
の
編
祉
は
、
基
本
的
人
権
お
よ
び
公
共
の
輻
祉
の
自
由
國

家
的
な
形
式
的
な
と
ら
え
方
を
、
肚
會
國
家
的
に
實
質
化
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
つ
て
個
人
の
奪
嚴
と
し
て
の
根
本
的
な
贋
値
と
共
同
肚
會
に
お
け
る

公
共
の
輻
証
と
は
相
封
立
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
共
同
肚
會
の
生
活
に
お
け

る
基
本
的
な
贋
値
の
見
方
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
剣
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

著
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
明
確
適
切
な
解
読
を
お
こ
な
つ
て
い
る
。



　
次
に
李
等
の
原
理
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
「
法
律
の
前
の
李
等
」
と
一
法
律

の
李
等
」
と
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
が
否
定
す
る
不
李
等
な
差

別
待
遇
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
読
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
人
間

性
を
奪
重
す
る
個
人
主
義
民
主
主
義
の
理
念
よ
り
み
て
、
不
合
理
と
さ
れ
る
べ

き
差
別
で
あ
り
、
特
に
人
種
・
性
別
・
門
地
・
家
柄
等
の
出
生
に
關
す
る
先
天

的
な
條
件
を
理
由
と
す
る
差
別
が
こ
れ
に
當
る
わ
け
で
あ
る
（
二
六
二
ー
二
六

四
頁
）
。
こ
れ
ら
の
不
合
理
な
差
別
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
各
項
目
に
わ
け
て

詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
吐
會
的
身
分
と
門
地
に
つ
い
て
、
爾
者
共

に
出
生
に
よ
つ
て
決
定
づ
け
ら
れ
た
杜
會
的
地
位
で
あ
つ
て
、
そ
の
間
に
差
異

は
な
く
、
杜
會
的
身
分
を
も
つ
て
金
持
・
貧
乏
人
等
の
吐
會
生
活
に
お
い
て
占

め
る
各
人
の
身
分
一
般
を
ひ
ろ
く
指
構
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
は
、
そ

の
理
由
が
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（
二
七
六
頁
）
。
要
す
る
に
著

者
は
、
不
合
理
な
差
別
と
し
て
、
出
生
に
件
う
先
天
的
な
條
件
を
事
由
と
す
る

不
李
等
な
取
扱
を
重
観
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
李
等
の
原
理
が
認
め

る
合
理
的
な
差
別
と
は
、
何
に
よ
つ
て
理
由
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
著
者

は
そ
の
到
定
の
基
準
と
し
て
、
民
主
主
義
的
合
理
性
と
い
う
こ
と
を
読
く
。
す

な
わ
ち
民
主
主
義
の
本
質
か
ら
み
て
、
個
人
の
奪
嚴
に
適
合
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
は
自
由
國
家
の
観
瀦
の
み
な
ら
ず
肚
會
國
家
の
面
か
ら
も
到
臨

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
二
八
一
頁
）
。
そ
の
實
例
と
し

て
榮
典
制
度
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
か
李
等
の
原
理
の
適
用
に
つ
い

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

て
は
、
多
く
の
判
例
を
通
し
て
そ
の
具
艦
的
な
到
断
の
基
準
を
し
め
さ
れ
て
い

る
（
二
八
七
ー
二
九
八
頁
）
。
さ
て
李
等
の
原
理
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
そ

れ
は
公
共
の
福
証
の
到
蜥
の
基
準
と
し
て
重
覗
さ
れ
る
實
質
的
な
公
李
の
原
理

に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
表
裏
一
髄
を
な
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
以
下
國
民
の
義
務
、
お
よ
び
各
自
由
に
關
す
る
読
明
、
吐
會
灌
そ

の
他
の
権
利
に
封
す
る
論
述
と
績
く
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
著
者

の
考
察
は
、
著
者
猫
特
の
極
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
讃
者
は
こ
れ
に
よ

つ
て
、
日
常
生
活
の
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
重
要
な
憲
法
問
題
に
つ
い
て

教
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
日
本
國
憲
法
に
つ
い
て
啓
震
さ
れ
る
黙
も
多
い
こ
と

で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
口
精
一
）

八
七

（
　
一
二
五
）


