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人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利

七
二

（
八
〇
二
）

人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利田

口

精

一

一二三四五

序
　
　
言

他
人
の
権
利
に
よ
る
限
界

他
人
の
権
利
の
観
念

個
人
の
法
益
と
そ
の
他
の
法
益
と
の
区
別

結
　
　
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
序
　
　
　
言

　
ボ
ン
基
本
法
が
尊
重
と
保
障
を
宣
言
す
る
人
間
の
尊
厳
の
価
値
は
、
法
秩
序
の
全
体
を
さ
さ
え
、
そ
の
存
立
を
根
拠
づ
け
る
最
も
基
本
的
な
法

　
　
　
　
（
1
）

益
で
あ
る
が
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
は
、
か
か
る
尊
厳
の
価
値
の
動
態
的
な
顕
現
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
包
括
的
総
合
的
に
と
ら
え
た
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

的
な
観
念
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
れ
ぽ
こ
の
基
本
権
の
憲
法
に
よ
る
保
障
の
宣
言
は
、
右
の
尊
厳
に
関
す
る
根
源
的
な
価
値
の
保
障

そ
れ
自
体
を
意
味
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
．
そ
れ
故
に
、
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
最
大
限
の
尊
重
と
い
う
こ
と
を
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

人
格
の
自
由
な
発
展
に
つ
い
て
は
、
社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
行
動
が
、
法
的
に
最
犬
限
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
．
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
基
本
権
に
よ
つ
て
理
由
づ
け
ら
れ
た
各
人
の
利
益
主
張
が
、
す
べ
て
社
会
生
活
の
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
あ
つ
て
絶
対
無
制
限
に
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
憲
法
制
定
行
為
に
よ
つ
て
、
自
然
法
か
ら
実
定
法
に

お
ぎ
か
え
ら
れ
た
憲
法
秩
序
の
も
と
で
、
人
間
の
尊
厳
の
価
値
を
、
社
会
生
活
の
な
か
に
生
存
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
間
に
対
し
て
保
障
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
各
人
の
主
観
的
な
利
益
主
張
を
、
そ
の
ま
ま
に
許
容
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
人
間
の
共
同
生
活
の
な
か
に
お
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ず
か
ら
生
じ
て
く
る
必
要
な
法
的
な
規
律
を
維
持
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
各
自
の
生
活
の
安
全
を
保
護
す
る
こ
と
に
通
ず
る
か
ら
で
あ
る
．
現
実
を

は
な
れ
て
観
念
的
に
は
、
な
ん
ら
の
拘
束
も
う
け
な
い
自
由
人
や
、
そ
れ
ら
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
拘
束
と
い
う
も
の
の
ま
つ
た
く
存
在
し
な
い

自
由
社
会
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
法
的
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
抽
象
的
な
架
空
の
理
念
像
で
あ
つ
て
、
現
実
の
社
会
生
活
の

規
律
に
関
す
る
法
的
な
判
断
の
基
準
と
し
て
は
、
役
に
た
た
な
い
．
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
基
本
権
の
価
値
体
系
の
も
と
で
把
握
さ
れ
た
、
尊
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
価
値
の
享
有
の
主
体
た
る
人
格
者
（
零
智
弩
）
と
し
て
人
間
像
（
撃
舅
ぎ
旨
§
は
、
他
人
と
の
生
活
関
係
を
た
ち
き
つ
て
社
会
か
ら
ま
つ
た
く

遊
離
し
た
非
実
在
と
し
て
の
観
念
像
で
は
な
く
、
社
会
の
共
同
生
活
の
現
実
の
な
か
に
あ
つ
て
、
相
互
の
生
活
交
渉
関
係
の
も
と
に
生
き
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

実
在
の
人
間
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
．
従
つ
て
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
も
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
の
保
障
も
、
法
的
に
は
、
人
間
の
社
会
生

活
の
現
実
的
な
経
験
を
通
し
て
承
認
さ
れ
た
価
値
の
保
障
で
あ
り
、
そ
れ
が
社
会
生
活
の
な
か
で
実
際
に
実
現
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
故
に
、
各
自
の
行
動
に
対
す
る
一
切
の
法
的
な
制
約
を
否
定
す
る
意
味
に
お
い
て
の
、
絶
対
無
制
限
の
自
由
と
い
う
こ
と
は
、
法
論
理

的
に
は
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
．
あ
る
．

　
自
然
法
思
想
を
反
映
せ
し
め
た
憲
法
は
、
ま
ず
第
一
に
個
人
の
尊
重
と
人
権
お
よ
び
基
本
権
の
不
可
侵
を
宣
言
す
る
こ
と
を
通
例
と
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
直
観
的
に
絶
対
無
制
限
の
行
動
の
自
由
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
つ

（
7
）た

．
そ
し
て
自
由
を
制
約
す
る
人
為
的
な
法
的
な
規
律
は
、
人
権
侵
害
の
害
悪
と
み
ら
れ
て
い
た
．
し
か
し
人
間
の
尊
厳
や
人
格
の
自
由
な
発
展

に
対
し
て
、
社
会
生
活
の
現
実
に
根
ざ
し
た
法
的
な
最
高
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
無
制
限
な
自
由
の
行
動
の
可
能
性
で
は
な
く
、
尊

　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
（
八
〇
三
）



　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
　
　
（
八
〇
四
）

厳
の
価
値
の
主
体
と
し
て
の
人
間
の
理
性
的
な
判
断
に
も
と
づ
い
て
、
自
主
的
に
社
会
生
活
の
規
律
を
創
造
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
に
あ
る
の

　
　
　
　
　
（
8
）

だ
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ボ
ン
基
本
法
が
、
ま
ず
最
初
に
人
間
の
尊
厳
の
不
可
侵
を
宣
言
し
、
そ
の
尊
重
と
保
護
を
も

つ
て
国
家
の
義
務
で
あ
る
と
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
す
ぐ
こ
れ
に
続
い
て
、
第
二
条
の
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
し
て
、
他
人
の
権
利
に
対
す
る
侵
害
の
禁
止
と
、
憲
法
秩
序
ま
た
は
道
徳
律
に
対
す
る
違
反
の
禁
止
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な

法
的
な
価
値
観
念
の
と
ら
え
方
を
根
拠
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
．
こ
れ
に
つ
い
て
デ
ュ
ー
リ
ヅ
ヒ
（
9
昔
）
は
、

次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
．
す
な
わ
ち
人
間
の
尊
厳
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
自
由
は
、
決
し
て
、
孤
立
し
た
個
人
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

無
制
限
の
行
動
の
自
由
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
．
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
に
対
す
る
右
の
憲
法
上
の
明
示
的
な
留
保
は
、
社
会
生
活
関

係
に
お
け
る
相
手
方
の
存
在
を
互
に
考
慮
し
な
か
つ
た
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
の
架
空
の
絶
対
的
な
自
由
の
観
念
を
、
実
際
の
社
会
生
活
の
な
か
で

人
間
相
互
の
関
係
に
結
び
つ
け
、
こ
れ
を
相
対
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
．
自
由
に
対
立
す
る
三
つ
の
価
値
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
．
す
な
わ
ち
ま
ず
第
一
に
は
、
同
じ
社
会
生
活
の
他
の
仲
間
の
者
に
つ
い
て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
個
人
的
な
価
値
と
し
て

の
他
人
の
権
利
が
あ
る
。
次
に
社
会
の
道
徳
的
な
規
律
を
通
し
て
し
め
さ
れ
る
道
徳
的
な
価
値
が
あ
る
．
そ
し
て
第
三
に
は
、
か
か
る
共
同
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

の
生
活
秩
序
の
法
的
な
存
立
の
面
か
ら
み
て
、
憲
法
秩
序
に
よ
る
共
同
社
会
の
価
値
が
考
え
ら
れ
る
．
ボ
ン
基
本
法
第
二
条
に
い
う
人
格
の
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

な
発
展
に
対
す
る
限
界
を
表
示
し
た
右
の
三
つ
の
価
値
は
、
デ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
・
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ソ
ー
の
自
由
」
と
も

称
す
べ
き
抽
象
的
な
架
空
の
観
念
を
、
社
会
の
人
間
生
活
の
現
実
に
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
に
よ
る
自
由
権
の
保
障
を
、
社
会
生
活
の

な
か
に
実
際
に
実
現
す
る
た
め
の
媒
体
と
し
て
、
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
国
憲
法
も
ま
た
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
、
憲
法
の
存
立
の
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
の
最
大
限
の
尊
重
を
保

障
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
す
な
わ
ち
同
法
第
一
三
条
は
、
す
べ
て
の
国
民
に
対
し
て
、
個
人
と
し
て
の
尊
重
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

生
命
自
由
幸
福
追
及
の
権
利
に
対
し
て
は
、
最
大
限
の
尊
重
を
認
め
て
い
る
．
し
か
し
こ
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り



と
い
う
留
保
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
権
尊
重
の
主
旨
は
．
直
ち
に
無
制
限
の
行
動
の
自
由
を
許
す
と
い
う
意
味
の
も
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

社
会
生
活
に
必
要
な
、
な
ん
ら
か
の
法
的
な
制
限
が
伴
う
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
と
こ
ろ
が
こ
の
公
共
の
福
祉
と
い
う
価
値
概
念
の

理
解
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
種
々
の
見
解
の
対
立
が
あ
り
、
こ
の
た
め
に
こ
れ
か
ら
導
ぎ
出
さ
れ
る
人
権
の
限
界
の
確
定
に
つ
い
て
も
．

な
か
な
か
に
意
見
の
一
致
が
み
ら
れ
な
い
．
し
か
し
人
権
の
保
障
が
、
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
特
定

の
者
に
つ
い
て
だ
げ
権
利
の
享
有
を
認
め
て
、
他
の
者
の
権
利
の
享
有
を
考
慮
に
い
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
、
逆
に
ま
た
憲
法
の
主
旨
に
適
合

し
な
く
な
つ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
人
権
の
法
的
な
保
障
と
い
う
こ
と
は
．
社
会
生
活
の
な
か
で
必
然
的
に
他
人
の
権
利
と
の
調
整
を
と
も

な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
．
こ
の
こ
と
は
．
公
共
の
福
祉
を
理
由
と
す
る
人
権
の
制
限
に
強
く
反
対
し
て
い
る
見
解
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

お
い
て
も
、
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
他
人
の
権
利
と
の
調
整
に
よ
つ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
人
権
の
限
界
は
、
ど
の
よ
う
に
し

て
確
定
さ
れ
る
の
か
．
こ
れ
を
決
定
す
べ
き
法
的
な
客
観
的
な
基
準
は
な
に
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
も
、
な
お
依
然
と

し
て
十
分
な
解
答
の
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
間
題
の
一
つ
で
あ
る
．
ボ
ン
基
本
法
は
、
日
本
国
憲
法
と
異
り
、
公
共
の
福
祉
と
い

う
一
つ
の
不
確
定
な
価
値
概
念
の
み
で
基
本
権
の
限
界
を
し
め
す
も
の
で
は
な
く
、
前
述
の
よ
う
に
三
つ
の
法
益
と
基
本
権
と
の
対
照
に
お
い

て
、
夫
々
の
場
合
に
区
別
し
て
そ
の
限
界
を
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
憲
法
に
お
け
る
基
本
権
の
観
念
の
と
ら
え
方
に
相
違
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

あ
る
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
他
人
の
権
利
の
保
障
と
の
関
係
に
お
け
る
基
本
権
保
障
の
限
界
の
問
題
は
、
理
論
的
に
は
、

わ
が
国
の
憲
法
の
も
と
に
お
い
て
も
当
然
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
基
本
的
人
権
を
も
つ
て
、
絶
対
無
制
限

の
、
実
定
法
を
こ
え
た
自
然
権
の
法
的
な
映
像
と
み
る
に
せ
よ
、
ま
た
は
自
然
法
的
な
権
利
の
観
念
を
排
除
し
て
、
基
本
的
人
権
を
あ
く
ま
で
も

実
定
憲
法
に
よ
つ
て
創
設
さ
れ
た
、
し
か
も
法
的
限
界
の
な
か
に
あ
る
権
利
と
解
す
る
に
せ
よ
、
権
利
の
観
念
は
、
他
の
権
利
主
体
と
の
法
的
な

交
渉
関
係
の
存
在
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
基
本
権
の
他
人
の
権
利
に
よ
る
限
界
づ
け
の
問
題
は
、
わ
が
憲
法
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

る
人
権
保
障
の
問
題
の
な
か
に
も
当
然
に
包
含
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
．
こ
の
意
味
で
本
稿
で
は
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
同

　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
（
八
〇
五
）



　
　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
　
　
（
八
〇
六
）

様
の
問
題
を
解
く
指
針
を
求
め
る
た
め
に
、
ボ
γ
基
本
法
に
お
け
る
一
般
的
な
自
由
権
の
保
障
と
他
人
の
権
利
と
の
調
整
に
関
す
る
問
題
に
つ
い

て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

（
1
）
　
基
本
権
を
価
値
体
系
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
憲
法
の
解
釈
を
主
観
的
な
も
の
に
導
く
危
険
が
あ
る
と
し
て
、
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
ッ
フ
の
批
判
が
あ

　
り
、
こ
れ
を
め
ぐ
つ
て
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
の
論
争
が
な
さ
れ
た
．
国
●
問
。
冨
浮
。
抽
∪
一
Φ
q
ヨ
げ
一
一
身
畠
α
8
＜
①
馬
馨
彗
盤
o
q
露
貯
舅
｝
ぼ
男
霧
寅
い
9
二
留
げ
昌
罫
一
3
P

Gρ

。
累
朔
一
留
蚕
一
N
ξ
ギ
。
乞
Φ
ヨ
豊
パ
山
零
＜
①
蔦
馨
β
凝
畢
房
一
轟
喜
⑳
（
短
露
讐
霞
8
刈
）
」
8
一
●
ま
た
憲
法
解
釈
に
関
す
る
一
九
六
一
年
一
〇
月
の
ド
イ
ツ
国
法
学
会
の

　
研
究
報
告
に
つ
い
て
は
、
即
OQ
魯
ま
置
霞
F
昌
国
げ
目
ざ
矯
℃
二
自
且
8
α
零
＜
①
臥
碧
§
盤
一
暮
①
暮
冨
鼠
ぎ
P
＜
興
蒲
曾
葭
。
言
夷
Φ
昌
畠
震
く
忠
9
巳
繋
品
畠
窪
∪
窪
富
魯
窪

禦
鶏
諺
り
9
げ
邑
Φ
ご
霞
（
＜
∪
の
げ
ピ
y
胃
ω
ρ
ち
8
。
参
照
。
憲
法
解
釈
の
主
観
的
な
価
値
判
断
へ
の
転
化
の
危
険
に
対
す
る
警
告
と
、
客
観
的
な
憲
法
の
解
釈
に
つ
い
て

　
は
、
特
に
阿
部
照
哉
「
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
の
一
考
察
一
法
学
論
叢
七
六
巻
一
・
二
号
一
九
四
頁
以
下
参
照
．
憲
法
に
お
け
る
価
値
判
断
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
論
ず
る

　
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
2
）
　
拙
稿
「
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
に
つ
い
て
」
本
誌
三
六
巻
一
一
号
ニ
ニ
頁
以
下
参
照
。

（
3
）
＜
，
鼠
霞
α
q
象
亨
困
①
旦
U
器
閃
。
暮
霞
9
ぎ
島
羅
言
（
蜜
暫
夷
。
一
号
旨
①
旦
国
§
幹
）
し
線
㎝
あ
」
8
鱒
し
誤
身
言
胆
彗
甲
∪
窪
。
q
一
♀
巷
音
馨
9
（
蜜
塁
自
－
U
盲
ぎ

　
囚
§
幹
）
し
。
㎝
o
。
一
≧
♂
』
》
房
一
あ
。
倉
犀
融
‘
田
論
も
串
ρ
Z
甘
需
昌
。
ざ
宰
①
一
①
国
暮
宣
葺
夷
留
り
｝
》
器
。
邑
。
算
⑦
一
ダ
9
①
O
崔
呂
§
馨
。
一
く
臣
』
」
♂
｝
げ
寓
瓦

　
（
Q
国
」
＜
い
。
）
し
霧
ρ
の
●
お
O
朔
橋
本
・
憲
法
原
論
・
昭
三
四
・
一
四
七
頁
参
照
。

（
4
）
　
田
上
・
憲
法
撮
要
・
昭
和
三
九
・
一
〇
一
頁
以
下
、
一
〇
四
頁
、
同
・
要
説
・
三
八
・
四
八
頁
以
下
参
照
．

（
5
）
　
拙
稿
「
ボ
γ
基
本
法
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
」
本
誌
三
三
巻
一
二
号
一
八
○
頁
以
下
、
同
前
掲
本
誌
三
六
巻
一
一
号
一
五
頁
、
　
一
六
頁
以
下
参
照
．

（
6
）
∪
窪
α
q
噛
U
一
①
蜜
。
戻
9
窪
偶
島
毯
眉
凝
量
O
り
毒
尉
8
9
罷
層
旨
ユ
凹
ひ
ぎ
ぎ
醤
暮
α
奮
げ
鶏
（
舅
y
お
認
昂
刈
あ
聖
P
㎝
。
｛
ふ
穿
響
げ
Φ
一
倉
凝
聲
②
窪
浮
呂
畠
く
＆
串

の
琶
暢
晩
曳
魯
a
（
ω
＜
O
国
y
国
。
轟
の
』
鉾
窃
い
な
お
前
注
（
5
）
参
照
．

（
7
）
　
人
間
の
尊
厳
の
最
大
限
の
尊
重
か
ら
無
制
限
の
自
由
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
国
導
讐
葬
－
困
①
旦
国
。
ヨ
ヲ
｝
¢
一
N
ρ

（
8
）
　
国
瀬
9
冨
5
問
冨
ぎ
①
詳
ロ
昌
畠
国
毛
彗
の
ぎ
ω
o
旦
巴
9
国
9
算
m
雪
雷
ダ
お
器
ゆ
ψ
一
一
戸
嵩
り
一
〇
〇
’
な
お
ロ
ッ
ク
の
思
想
が
、
こ
の
よ
う
な
主
旨
の
も
の
で
あ
る
こ
と

　
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
き
ぎ
一
8
犀
p
目
妻
o
塁
＄
甚
霰
亀
9
≦
一
Q
o
お
ヨ
巨
o
暮
（
国
お
藁
目
導
．
。
ピ
ま
毎
蔓
∪
乞
9
胡
一
）
」
8
ρ
ω
8
屏
戸
O
げ
碧
言
吋
目
（
づ
サ
昌
oo
山
N
命
y

象
碧
辟
零
≦
鴇
伽
鴇
（
薯
。
一
お
山
食
）
一
㎝
①
ω
（
暮
。
一
＆
－
一
昏
刈
）
。

（
9
）
　
形
式
的
な
法
律
の
留
保
が
廃
止
さ
れ
た
か
ら
、
行
政
権
立
法
権
に
よ
る
基
本
権
の
制
限
は
、
逆
に
憲
法
上
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
基
本
権
に
対
す
る
制
限
は
、

　
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
比
較
し
て
、
緩
和
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
ボ
ン
基
本
法
の
こ
の
三
つ
の
明
示
的
な
限
界
は
、
夫
々
が
基
本
権
を
制
限
す
る
も
の
で
、
三
つ
の
条

　
件
が
そ
ろ
わ
な
け
れ
は
、
制
限
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
（
客
塁
磐
一
騨
－
困
Φ
旦
国
。
ヨ
琴
一
堕
嵩
9
竃
塁
葭
－
∪
骨
ぎ
国
。
ヨ
5
る
一
あ
し
μ
》
β
饗



　
邸
●
）
。

（
1
0
）
　
属
塁
醤
白
母
ぎ
国
。
目
騨
い
錦
ω
■
藤
●
な
お
橋
本
前
掲
書
一
四
七
頁
、
一
五
一
頁
参
照
．

（
U
）
　
蜜
鐘
目
む
母
茜
鉾
鋭
ρ
ω
。
企
匹
R
刑
法
で
犯
罪
の
類
型
を
定
め
る
場
合
に
．
そ
の
侵
害
法
益
を
、
個
人
・
社
会
．
国
家
の
法
益
と
三
つ
に
分
け
て
と
ら
え
る

　
こ
と
に
対
比
さ
る
べ
き
で
あ
る
．

（
12
）
　
寓
建
葭
白
母
郵
国
。
目
賢
）
碧
ω
●
蒔
橋
本
前
掲
書
一
四
七
頁
参
照
。

（
1
3
）
　
公
共
の
福
祉
の
概
念
の
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
、
種
谷
春
洋
「
日
本
国
憲
法
第
二
二
条
後
段
の
公
共
の
福
祉
概
念
」
法
経
学
会
雑
誌
二
二
巻
二
嬰
、
一
頁
以
下
参
照
．

（
1
4
）
　
鵜
飼
信
成
「
基
本
的
人
権
と
公
共
の
福
祉
」
憲
法
行
政
法
論
集
九
二
頁
参
照
。

（
1
5
）
　
種
谷
前
掲
論
文
三
頁
以
下
参
照
．

（
1
6
）
　
公
共
の
福
祉
に
よ
る
人
権
の
限
界
づ
け
を
、
他
人
の
権
利
と
の
関
係
に
お
い
て
説
明
さ
れ
る
の
は
宮
沢
教
授
で
あ
る
。
宮
沢
・
憲
法
H
二
三
〇
頁
以
下
、
ま
た
鵜
飼

　
前
掲
論
文
九
二
頁
参
照
．

二
　
他
人
の
権
利
に
よ
る
限
界

　
お
よ
そ
権
利
の
行
使
は
、
す
で
に
他
の
者
に
対
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
と
の
関
係
に
お
い
て
制
約
を
う
け
る
も
の
で
あ
り
、
権
利
は
他
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
権
利
が
な
り
立
つ
べ
き
生
活
範
囲
の
は
じ
ま
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
限
界
が
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
人
相
互
の
生
活
関
係

を
規
律
す
る
私
法
の
領
域
で
は
、
誰
も
う
た
が
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
．
例
え
ば
所
有
権
は
、
最
も
基
本
的
な
財
産
権
と
し
て
、
伝
統
的
に
そ

の
絶
対
的
な
尊
重
が
、
私
法
秩
序
の
基
本
原
理
を
形
づ
く
つ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
法
的
に
は
、
財
産
的
な
利

益
主
張
の
絶
対
化
の
承
認
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
相
隣
関
係
に
伴
う
所
有
権
の
限
界
づ
け
に
重
点
が
お
か
れ
て
き
た
こ
と
は
、
わ
が
民
法

が
、
ま
ず
初
め
に
所
有
権
の
限
界
に
つ
い
て
、
詳
細
な
規
定
を
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
直
ち
に
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
．
ま
た
周
知
の

よ
う
に
ド
イ
ッ
民
法
第
九
〇
三
条
は
、
所
有
権
に
対
す
る
法
律
の
制
限
と
あ
わ
せ
て
、
第
三
者
の
権
利
（
寄
。
ぎ
穿
§
8
に
よ
る
限
界
を
明
記
し

　
　
（
2
）

て
い
る
の
で
あ
る
が
．
こ
れ
ら
の
限
界
づ
け
は
、
立
法
者
が
、
民
法
の
制
定
に
あ
た
つ
て
創
設
的
に
つ
け
加
え
た
外
部
か
ら
の
政
策
的
な
制
限
と

　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
（
八
〇
七
）



　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
　
（
八
○
八
）

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
所
有
権
と
い
う
法
的
な
観
念
が
社
会
生
活
の
な
か
で
な
り
た
つ
た
め
の
本
質
的
内
在
的
な
要
件
な
い
し
は
限
界
を
確
認
し

た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
法
は
権
利
主
体
相
互
の
社
会
的
な
結
合
関
係
を
通
し
て
認
識
さ
れ
る
規
律
で
あ
り
、
権
利
の
観
念
も
ま
た
こ
れ
を
支

え
る
社
会
的
な
法
秩
序
の
存
在
を
論
理
的
な
前
提
条
件
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
社
会
生
活
関
係
か
ら
孤
立
し
た
権
利
主
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

お
よ
び
権
利
の
観
念
は
、
実
在
し
得
な
い
無
意
味
な
虚
像
で
あ
る
．
従
つ
て
他
人
と
の
間
に
な
ん
ら
の
利
害
関
係
も
生
じ
な
い
隔
絶
さ
れ
た
個
人

生
活
の
内
部
に
お
け
る
物
の
維
持
管
理
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
当
人
の
単
な
る
孤
立
し
た
生
活
事
実
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
こ
か
ら
は

所
有
権
と
い
う
法
的
な
観
念
は
生
じ
て
こ
な
い
。
す
な
わ
ち
所
有
権
は
、
物
の
所
有
と
い
う
事
実
を
通
し
て
、
他
の
一
般
第
三
者
と
の
間
に
社
会

的
に
財
産
上
の
利
害
関
係
の
対
立
を
生
じ
、
相
互
に
他
人
の
財
産
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
物
の
所
有
に
関
す
る
各
人
の
利
益
を
法
に
よ
つ
て
保
護

す
べ
き
必
要
と
結
び
つ
い
て
、
初
め
て
権
利
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
観
念
で
あ
る
．
従
つ
て
各
人
の
所
有
権
を
保
護
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
物
の

所
有
に
関
す
る
権
利
の
内
容
そ
の
も
の
を
定
め
る
こ
と
よ
り
も
、
他
人
の
権
利
と
の
関
係
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
限
界
づ
け
の
方
が
、
所
有

権
に
関
す
る
法
規
の
重
要
な
部
分
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
権
利
の
限
界
づ
け
の
考
え
方
は
、
単
に
物
の
所
有
関
係
の
み
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
基
本
権
の
他
人
の
権
利
に
よ
る
限
界

づ
け
の
判
定
の
場
合
に
も
応
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
す
な
わ
ち
後
で
の
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
他
人
の
権
利
の
観
念
に
、
い
か
な
る
法
益
が
該
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

す
る
こ
と
に
な
つ
た
と
し
て
も
、
お
よ
そ
権
利
は
、
同
じ
社
会
の
他
の
仲
間
達
の
権
利
に
よ
つ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と

は
、
ひ
ろ
く
社
会
生
活
上
の
利
益
に
対
し
て
、
そ
の
法
的
な
保
障
が
、
す
べ
て
の
者
に
あ
た
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
直

ち
に
判
明
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
権
利
の
こ
の
よ
う
な
相
手
方
の
権
利
に
よ
る
限
界
づ
け
は
、
憲
法
の
領
域
で
も
基
本
権
の
保
障
の
場
合
に
、
当

然
に
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
表
現
の
自
由
は
、
民
主
主
義
の
確
立
と
発
展
に
と
つ
て
は
特
に
重
要
な
基
本
権
で
、
こ
れ
に
対
す
る
制
限

は
、
で
き
る
限
り
こ
れ
を
排
除
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
の
権
利
は
、
当
然
に
他
人
の
表
現
の
自
由
ま
た
は
名
誉
そ
の
他



の
人
格
権
な
い
し
は
財
産
権
等
に
対
し
て
、
種
々
の
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
逆
に
他
人
の
か
か
る
権
利
の
享
有
を
無
視
し
て
ま
で
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

表
現
の
自
由
の
絶
対
無
制
限
の
活
動
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
．
か
く
て
各
人
に
対
し
て
、
ひ
ろ
く
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
を
保
障
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
各
人
の
独
自
の
生
活
領
域
が
と
も
に
尊
重
さ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
侵
害
が
、
相
互
に
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
は
、
あ
た
か
も
さ
き
の
相
隣
関
係
に
と
も
な
う
所
有
権
の
限
界
づ
け
の
場
合
の
よ
う
に
、
相
互
の
生
活
利
益
の
衝
突
を
さ

け
る
た
め
の
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
、
是
非
と
も
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
．

　
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
他
人
の
権
利
と
の
交
渉
結
合
関
係
の
な
か
に
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
の
限
界
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

そ
こ
に
は
社
会
生
活
関
係
に
お
け
る
相
互
主
義
（
留
鴨
馨
葺
箒
鼻
）
の
思
想
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
権
利
が
認
め
ら
れ
た
な

ら
ば
、
各
人
は
、
夫
々
の
利
益
を
法
の
援
護
の
も
と
に
相
手
方
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
相
手
方
は
、
こ
の
主
張
を
う
け

い
れ
て
、
こ
れ
に
伴
う
種
々
の
負
担
や
不
利
益
を
忍
容
す
べ
ぎ
義
務
を
お
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
は
、
直
観
的
に
は
あ
た
か
も
夫

々
の
主
観
的
な
利
己
的
な
利
益
主
張
の
た
め
に
の
み
、
そ
の
成
立
と
保
護
が
、
法
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
．
し
か

し
権
利
は
、
た
と
え
超
憲
法
的
な
自
然
法
上
の
基
本
権
の
観
念
を
採
用
し
た
と
L
て
も
、
そ
れ
は
直
ち
に
絶
対
無
制
限
の
利
己
的
な
利
益
の
承
認

を
意
味
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
個
人
の
権
利
は
、
同
時
に
そ
の
背
後
に
、
他
の
多
く
の
個
々
の
社
会
構
成
員
に
も
賦
与
さ
れ
た
種
々
の
特
定
の

権
利
と
の
交
渉
結
合
関
係
を
内
包
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
法
制
度
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
権
利
は
単
に
個
人
の
利

益
だ
け
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
同
時
に
他
の
多
く
の
、
社
会
生
活
の
仲
間
達
の
夫
々
の
利
益
と
の
比
較
衡
量
に
お
い
て
．
尊
重

さ
れ
る
べ
き
価
値
を
法
的
に
認
め
ら
れ
、
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
個
人
の
権
利
は
、
単
に
特
定
の
個
人
の

利
益
の
た
め
に
の
み
、
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
他
の
同
じ
生
活
の
仲
間
達
と
の
夫
々
の
共
通
の
利
益
の
た
め
に
法
に
よ
つ
て
制
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
各
人
の
権
利
が
法
的
に
確
立
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
根
源
的
に
は
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
、
同
価
値
の
も

の
と
し
て
の
保
障
が
認
め
ら
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
り
、
各
人
の
主
観
的
な
判
断
に
よ
つ
て
恣
意
的
に
優
劣
の
差
を
つ
け
、
自
己
の
立
場
の
優
先
権
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（
7
）

の
み
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
各
人
に
対
し
て
、
夫
々
に
最
大
限
の
基
本
権
の
保
障
が
約
束
さ
れ
、
ひ
ろ
く
人
格
の
自
由
な

発
展
の
領
域
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
法
的
に
は
各
人
に
対
し
て
相
互
に
、
各
人
の
自
主
的
な
生
活
領
域
が
、
と
も
に
侵

害
さ
れ
る
こ
と
な
く
尊
重
さ
れ
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
．
さ
れ
ば
以
上
の
こ
と
は
、
各
人
の
生
活
範
囲
の
境
界
区
画
の
点
か
ら
み

れ
ば
、
ま
さ
に
権
利
は
、
基
本
権
と
い
え
ど
も
本
質
的
に
他
人
の
権
利
と
の
関
係
に
よ
つ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
所
有

権
の
場
合
と
同
様
に
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
も
ま
た
他
人
の
権
利
の
な
り
立
つ
と
こ
ろ
に
、
そ
の
行
使
の
限
界
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
基
本
権
の
限
界
は
、
同
種
の
権
利
主
張
の
対
立
の
場
合
に
限
ら
ず
、
異
種
の
権
利
の
対
立
の
場
合
に
も
当
然
に
考
慮
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
選
挙
運
動
の
た
め
に
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
の
政
治
宣
伝
の
た
め
に
な
さ
れ
た
設

備
が
、
同
居
人
の
生
活
の
平
静
を
害
し
、
か
つ
ま
た
共
同
住
宅
の
管
理
保
全
を
そ
こ
な
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
右
の
よ
う
な
宣
伝
設
備
の
撤
去
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

要
求
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
他
人
の
権
利
に
よ
る
限
界
づ
け
は
、
基
本
権
の
本
質
と
法
の
社
会
的
な
存
在
理
由
か
ら
、
論
理
的
に
導

き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
の
よ
う
に
、
憲
法
上
か
か
る
限
界
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
だ
け
に
限
ら
ず
、
信

仰
お
よ
び
良
心
の
自
由
の
よ
う
に
、
な
ん
ら
の
留
保
制
限
も
お
か
れ
て
い
な
い
よ
う
な
基
本
権
の
場
合
に
も
当
然
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
9
）い

．
も
つ
と
も
思
想
お
よ
び
信
仰
な
い
し
は
良
心
の
自
由
の
よ
う
な
内
心
的
な
自
由
は
、
そ
れ
が
直
ち
に
外
部
へ
の
行
動
と
な
つ
て
現
れ
て
こ
な

い
限
り
、
他
人
に
対
す
る
影
響
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
精
神
的
な
基
本
権
に
対
す
る
法
的
な
制
限
の
必
要
は
、
ま
つ
た
く
存
在
し
な
い

も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
右
の
自
由
が
、
政
治
的
な
も
の
に
せ
よ
、
ま
た
宗
教
的
な
も
の
に
せ
よ
、
そ
れ
が
外
的
な
行
動
を
伴
う
場
合
に
は
、
相

手
方
の
精
神
の
自
由
ま
た
は
生
活
の
安
全
な
い
し
は
平
静
を
害
し
て
ま
で
も
、
こ
れ
ら
の
行
動
の
自
由
が
許
容
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ

う
に
他
人
の
宗
教
や
信
条
に
対
す
る
寛
容
な
態
度
は
、
右
の
よ
う
な
憲
法
上
の
根
拠
に
よ
つ
て
、
す
べ
て
の
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
従
つ
て
憲
法
に
基
本
権
の
留
保
制
限
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
す
べ
て
の
基
本
権
は
、
論
理
必
然
的
に
そ
の
限
界
を
、
相
手



方
の
権
利
の
成
立
す
る
と
こ
ろ
に
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

　
な
お
他
人
の
権
利
と
の
関
係
で
、
基
本
権
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
が
問
題
と
な
る
の
は
、
正
当
防
衛
お
よ
び
緊
急
避
難
の
場
合
で
あ
る
．
す
な

わ
ち
、
か
か
る
違
法
性
阻
却
事
由
の
存
在
す
る
場
合
に
、
基
本
権
に
対
す
る
侵
害
が
、
他
人
の
権
利
の
保
護
の
た
め
に
、
ま
た
は
こ
れ
に
対
す
る

危
難
を
さ
け
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
．
す
な
わ
ち
他
人
の
権
利
に
よ
る
基
本
権
の
限
界
づ
け
は
、
右
の
よ
う
な

や
む
を
得
な
い
基
本
権
の
侵
害
の
場
合
に
、
そ
の
違
法
性
阻
却
の
事
由
を
認
め
る
根
拠
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
．
こ
の
よ
う
な
緊
急
の

場
合
に
、
基
本
権
が
や
む
を
得
ず
犠
牲
と
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
の
あ
り
う
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
例
外
の
場

合
で
、
右
の
よ
う
な
緊
急
手
段
が
許
さ
れ
る
か
否
か
は
、
厳
重
な
法
的
な
制
限
の
も
と
で
厳
格
に
解
釈
す
べ
き
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
．
す
な

わ
ち
権
利
侵
害
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
損
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
、
必
要
や
む
を
得
な
い
最
少
限
度
に
お
い
て
の
み
、
基
本
権
を
制
限
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

こ
と
が
で
き
る
と
解
釈
す
べ
き
で
、
そ
の
過
剰
は
、
厳
重
に
い
ま
し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
ボ
ン
基
本
法
第
一
九
条
第
二
項
は
、

基
本
権
の
本
質
的
な
内
容
の
保
障
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
基
本
権
の
本
質
を
侵
害
す
る
よ
う
な
行
為
は
、
過
剰
な
も
の
と
し
て
絶
対

に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
以
上
の
よ
う
に
基
本
権
が
他
人
の
権
利
の
た
め
に
制
限
を
う
け
る
の
は
、
基
本
権
の
行
使
が
、
相

手
方
の
権
利
に
対
し
て
重
大
な
侵
害
を
あ
た
え
、
こ
れ
に
伴
つ
て
、
さ
け
る
こ
と
の
で
ぎ
な
い
損
害
の
発
生
が
、
高
度
の
蓋
然
性
を
も
つ
て
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
予
測
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
侵
害
行
為
に
対
し
て
事
後
に
、
法
的
責
任
を
追
及
す
る
よ
う
な
場
合
だ
け
で
は
な
く

て
、
侵
害
の
事
前
の
予
防
の
た
め
に
も
、
基
本
権
に
対
す
る
制
限
が
許
さ
れ
る
場
合
の
あ
り
う
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ

は
、
権
利
侵
害
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
損
害
の
発
生
の
高
度
の
危
険
性
が
、
十
分
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
そ
の
蓋
然
性
の
判
定
は
、
特
に
慎
重
な

考
慮
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
基
本
権
の
保
障
の
た
め
に
、
疑
わ
し
き
は
常
に
基
本
権
に
有
利
な
推
定
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
5
こ
と

は
、
あ
く
ま
で
も
憲
法
解
釈
の
原
則
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
天
賦
人
権
の
思
想
は
、
人
格
の
自
由
に
関
す
る
権
利
を
も
つ
て
、
す
べ
て
の
人
間
生
活
の
根
源
で
あ
る
と
し
、
か
か
る
権
利
は
超
国
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家
的
超
実
定
法
的
な
も
の
で
、
国
家
も
法
も
逆
に
か
か
る
権
利
の
保
護
の
手
段
と
し
て
作
り
出
さ
れ
、
か
か
る
目
的
を
果
す
た
め
に
、
そ
の
存
在

が
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
基
本
権
の
絶
対
無
制
限
な
行
使
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
誤
り
で

あ
る
。
確
か
に
右
の
自
然
法
思
想
は
、
か
か
る
人
格
の
自
由
を
内
容
と
す
る
基
本
権
が
、
人
間
生
活
の
存
立
を
決
定
づ
け
る
基
本
的
な
価
値
で
．

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
関
係
の
領
域
で
最
大
限
の
尊
重
が
、
こ
れ
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
ぎ
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
か

か
る
自
由
の
尊
重
は
、
決
し
て
法
の
拘
束
を
は
な
れ
た
各
人
の
放
縦
な
態
度
を
許
容
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
す
な
わ
ち
自
然
法
思

想
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
に
対
す
る
立
法
者
の
恣
意
に
よ
る
実
定
法
上
の
拘
束
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
を
否
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
思
想
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

な
根
拠
と
し
て
、
す
べ
て
の
者
に
対
す
る
自
然
法
に
よ
る
拘
束
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
無
制
限
の
基
本
権
の
観
念
を

根
拠
づ
け
る
た
め
に
．
自
然
法
思
想
を
そ
の
ま
ま
持
ち
出
す
こ
と
は
、
右
の
思
想
の
正
し
い
理
解
の
仕
方
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
自

然
法
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
自
由
平
等
の
自
然
権
を
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
一
人
の
権
利
の
保
障
は
相
対
的
に
他
人
の
権
利
の
保
護
と
こ
れ
に

対
す
る
侵
害
の
禁
止
と
を
、
同
時
に
法
的
な
規
律
と
し
て
包
含
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
自
然
法
思
想
の
基
本
原
理
で
も

あ
つ
た
。
従
つ
て
い
か
に
超
憲
法
的
な
自
然
権
が
、
人
間
生
活
の
す
べ
て
の
根
源
で
あ
る
と
い
つ
て
も
．
こ
れ
に
つ
な
が
る
基
本
権
を
規
制
す
る

一
切
の
法
が
、
ま
つ
た
く
あ
り
得
な
い
と
は
．
論
理
的
に
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
つ
て
、
自
然
権
を
想
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
に
、
こ
れ
を
支

え
限
界
づ
け
る
べ
き
自
然
法
秩
序
の
成
立
を
前
提
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
．
そ
れ
故
に
権
利
を
も
つ
て
一
切
の
法
秩
序
に
先

行
す
る
観
念
と
み
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
権
利
を
根
源
的
な
も
の
と
し
て
、
逆
に
法
を
権
利
よ
り
導
き
出
す
こ
と
は
、

権
利
の
観
念
お
よ
び
権
利
の
保
障
に
関
す
る
法
制
度
の
思
想
史
的
な
発
展
の
事
実
と
、
現
存
の
法
規
範
お
よ
び
基
本
権
の
憲
法
的
な
保
障
の
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

体
系
と
を
、
混
同
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
か
く
て
超
憲
法
的
な
自
然
法
上
の
権
利
を
想
定
し
た
と
し
て
も
、
お
よ
そ
絶

対
無
制
限
の
権
利
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
．
す
な
わ
ち
自
然
法
お
よ
び
自
然
権
は
観
念
的
な
も
の
で
、
こ
れ
を
現
実
の
社
会

生
活
の
な
か
に
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
を
実
定
法
お
よ
び
実
定
法
上
の
権
利
の
形
に
お
き
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
自
然
法
な
い
し



は
自
然
権
を
、
実
定
法
お
よ
び
実
定
法
上
の
権
利
の
内
容
と
し
て
、
こ
れ
に
反
映
さ
せ
る
に
当
つ
て
、
右
の
自
然
法
上
の
制
約
も
ま
た
当
然
に
実

定
法
の
な
か
に
導
入
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
つ
て
他
人
の
権
利
に
よ
る
基
本
権
の
制
限
は
、
自
然
法
思
想
に
よ
れ
ば
、
そ
れ

は
自
然
状
態
に
お
け
る
万
人
の
自
由
平
等
と
、
こ
れ
を
維
持
し
て
万
人
の
平
和
的
な
共
存
共
栄
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
論
理
必
然
的
な
結

論
で
あ
る
か
ら
、
特
に
か
か
る
基
本
権
の
限
界
は
、
成
文
の
規
定
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
全
領
域
に
わ
た
つ
て
、
基
本
権

の
保
障
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
し
て
常
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
ボ
ソ
基
本
法
に
お
け
る
基
本
権
の
観
念
の
と
ら
え
方
は
、
主
要
な
基
本
的
な
自
由
権
と
し
て
の
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
の
ほ
か
に
、
そ
の

個
々
の
具
体
的
な
発
展
の
形
態
で
あ
る
個
別
的
な
自
由
権
の
特
殊
性
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
各
個
別
な
自
由
の
内
容
と
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
限
界
づ
け
と
を
、
夫
々
の
条
項
に
詳
細
に
定
め
て
い
る
。
従
つ
て
こ
の
第
二
条
第
一
項
の
一
般
的
な
制
限
条
項
が
、
そ
の
ま
ま
す

べ
て
の
個
別
的
な
自
由
権
の
制
限
と
し
て
適
用
さ
れ
、
す
べ
て
の
個
別
的
な
自
由
権
を
当
然
に
こ
の
制
限
の
な
か
に
包
括
吸
収
す
る
と
い
う
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

で
は
な
い
。
し
か
し
す
で
に
別
稿
で
の
べ
た
よ
う
に
、
第
二
条
第
一
項
の
一
般
的
な
制
限
条
項
は
、
自
由
の
本
質
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
自
由
権
の

保
障
に
関
す
る
指
導
原
理
な
い
し
は
解
釈
原
理
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
を
も
ふ
く
め
て
、
す
べ
て
の
個

別
的
な
自
由
権
に
も
通
用
す
る
、
権
利
対
立
の
調
整
に
関
す
る
一
般
的
な
判
定
の
基
準
を
、
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
．
す
な
わ
ち
直
接
に

は
、
か
か
る
一
般
的
な
限
界
に
も
と
づ
く
制
限
が
、
他
の
個
別
的
な
自
由
権
に
対
し
て
も
、
夫
々
の
条
項
に
定
め
ら
れ
た
個
別
的
な
限
界
づ
け
の

ほ
か
に
、
さ
ら
に
加
重
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ら
の
個
別
的
な
限
界
の
意
味
が
、
右
の
一
般
的
な
制
限
条
項
の
主
旨
に
お
い
て
解

釈
さ
れ
、
具
体
化
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
一
般
的
な
制
限
条
項
は
、
特
に
な
ん
ら
の
留
保
制
限
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
自
由
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
絶
対
無
制
限
の
自
由
だ
と
す
る
誤
解
を
と
ぎ
、
自
由
の
本
質
的
な
責
任
と
内
在
的
な
限
界
と
を
明
確
に
す
る
意
味
に
お
い

て
、
重
要
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
．
そ
の
理
由
は
、
　
一
人
の
権
利
自
由
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
そ
の
影
響
と
し
て
、
他
人
の
権
利

自
由
を
制
限
な
い
し
は
否
定
す
る
結
果
を
生
ず
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
た
め
に
一
面
的
に
特
定
の
者
の
権
利
自
由
の
み
を
尊
重

　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
（
八
二
二
）



　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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（
八
↓
四
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（
1
7
）

し
保
護
す
る
こ
と
に
か
た
よ
れ
ば
．
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
右
以
外
の
者
の
お
よ
そ
一
切
の
権
利
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
．
従
つ
て
他
人
の
権
利
と
の
調
整
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
に
対
す
る
ボ
ン
基
本
法
の
限
界
づ
け

は
、
権
力
者
の
恣
意
的
な
専
断
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
自
由
の
制
限
を
許
容
す
る
主
旨
の
も
の
で
は
な
く
、
社
会
生
活
に
お
け
る
、
各
人
の
共
存
共

栄
の
必
要
の
た
め
に
生
じ
て
く
る
．
自
然
法
と
も
い
う
べ
き
生
活
規
律
の
憲
法
に
対
す
る
反
映
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
相
互
主
義
の
思
想
に
も
と
づ
く
基
本
権
の
調
整
に
よ
つ
て
、
初
め
て
各
人
の
人
格
の
自
由
な
発
展
の
活
動
を
、
権
利
と
し
て
法
的

に
把
握
し
、
こ
れ
を
保
障
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
他
人
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て
権
利
の
保
障
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
拘

束
の
な
い
自
由
な
行
動
の
可
能
性
を
許
容
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
相
対
立
す
る
相
互
の
権
利
主
張
の
摩
擦
を
さ
け
る
た
め
に
、
そ
の
境
界
を
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
追
）

定
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
国
家
権
力
と
の
対
立
関
係
に
お
い
て
は
、
基
本
権
の
保
障
は
、
ま
さ
に
理
由
の

な
い
制
限
を
撤
廃
し
て
、
各
人
の
自
由
を
回
復
し
、
そ
の
活
動
を
許
容
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
対
等
な
各
人
の
相
互
関
係
の
部
面
に

お
い
て
は
、
各
人
の
生
活
領
域
の
境
界
を
定
め
る
こ
と
が
、
法
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ボ
ン
基
本
法
の
基
本
権
に
関
す
る
各
条
項

に
つ
い
て
、
そ
の
限
界
の
一
つ
を
、
他
人
の
権
利
と
の
調
整
に
お
い
て
考
慮
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
文
の
規
定
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
基
本
権

の
法
的
本
質
に
も
と
づ
く
論
理
必
然
的
な
結
論
な
の
で
あ
る
。
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お
層
ψ
①
伊
制
定
法
に
よ
る
限
界
の
決
定
が
、
権
利
の
既
存
の
限
界
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
所
有
権
の
限
界
の
場
合
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
（
3
）
　
前
節
七
三
頁
参
照
。
橋
本
・
前
掲
書
一
四
七
頁
、
一
五
一
頁
参
照
。

　
（
4
）
　
次
節
八
六
頁
参
照
。
権
利
は
、
単
に
法
律
上
明
確
に
制
度
化
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
権
利
に
準
ず
る
、
そ
の
他
の
法
益
も
問
題
と
な
る
。
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自
由
は
、
他
人
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
範
囲
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
と
か
、
自
由
は
、
自
己
の
意
思
で
他
人
を
拘
束
し
う
る
と
同
時
に
、
他
人
の
意
思
に
よ
つ
て
、
同
じ



　
よ
う
に
自
己
が
拘
束
さ
れ
る
と
考
え
る
の
は
、
相
互
主
義
の
考
え
方
で
あ
る
。
国
く
霞
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O
国
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9
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（
1
3
）
　
前
節
注
（
8
）
参
照
。
さ
ぎ
の
ロ
ッ
ク
の
思
想
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
た
る
理
性
法
に
よ
る
拘
束
が
、
当
然
に
前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
自
然
状
態
と
は
、
決
し
て

無
秩
序
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
1
4
）
　
権
利
を
論
理
的
に
法
秩
序
に
先
行
す
る
概
念
で
あ
る
と
考
え
た
自
然
法
論
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
G
・
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
が
批
判
し
て
い
る
。
ρ
魯
田
琴
ぎ
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三
　
他
人
の
権
利
の
観
念

　
と
こ
ろ
で
ボ
ン
基
本
法
第
二
条
第
一
項
に
定
め
ら
れ
た
「
他
人
の
権
利
（
昏
寄
＆
9
呂
①
霞
）
」
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
．
す
な
わ
ち
、

い
か
な
る
主
体
の
、
い
か
な
る
利
益
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
．
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
に
対
す
る
限
界
を
確
定
す
る
た
め

に
は
、
ま
ず
最
初
に
、
右
の
観
念
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
自
然
人
お
よ
び
一
般
の
私
法
上
の
法
人
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

べ
て
の
公
権
私
権
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
権
利
の
観
念
は
、
各
人
の
基
本
権
の
保
障
を
ひ

ろ
く
認
め
、
し
か
も
こ
の
保
障
を
法
的
に
よ
り
確
実
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
必
要
の
た
め
に
、
次
第
に
拡
張
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
．
す
な
わ
ち

　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
（
八
一
五
）
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八
六
　
　
　
（
八
一
六
）

右
の
権
利
の
観
念
は
、
そ
れ
が
憲
法
な
い
し
は
法
律
に
よ
つ
て
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
典
型
的
な
権
利
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

本
権
に
付
随
す
る
請
求
権
、
期
待
権
が
、
こ
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
．
す
な
わ
ち
期
待
権
は
、
本
来
の
権
利
の
成
立
が
法
的

に
予
定
さ
れ
て
い
て
、
所
定
の
条
件
を
み
た
せ
ば
、
そ
れ
が
確
定
さ
れ
る
べ
き
直
前
の
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
る
べ
く
本
権
に
準
ず
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

法
的
な
保
護
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
．
次
に
反
射
権
な
い
し
は
反
射
的
な
利
益
が
ふ
く
ま
れ
る
。
厳
密
な

意
味
で
は
、
反
射
権
は
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
相
手
方
に
対
し
て
積
極
的
に
な
ん
ら
の
権
利
主
張
も
な
し
う
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
間
接
的
に
法
的
な
保
護
の
認
め
ら
れ
た
限
度
内
に
お
い
て
は
、
各
人
の
行
動
の
自
由
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た

他
人
の
権
利
の
観
念
の
な
か
に
ふ
く
め
て
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
に
対
す
る
限
界
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
を
、
で
き
る
限
り
広
い
範
囲
に
わ
た
つ
て
保
障
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
に
権
利
の
観
念
を
拡
張

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
を
他
人
の
権
利
に
お
き
か
え
．
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
に
対
す
る
限
界
と
し
て
、
逆
の
関
係
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

み
る
な
ら
ば
、
右
の
他
人
の
権
利
の
観
念
は
、
や
た
ら
に
拡
張
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
直
ち
に
判
明
す
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
も
し
こ
れ
を
拡
張
し
て
、
法
的
に
保
護
す
る
に
値
す
る
利
益
と
し
て
、
各
人
の
単
な
る
事
実
上
の
利
益
ま
で
も
、
他
人
の
権
利
の
な
か
に
含

ま
せ
る
意
味
の
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
基
本
的
な
自
由
権
に
対
す
る
法
的
な
規
制
は
、
他
人
の
権
利
の
観
念
の
拡
張
に
比
例
し
て
強

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
た
め
に
本
来
の
基
本
権
の
保
障
が
弱
め
ら
れ
る
結
果
と
な
つ
て
、
基
本
権
を
最
大
限
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
憲
法

の
主
旨
が
無
意
味
な
も
の
に
な
つ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
他
人
の
権
利
の
存
在
に
よ
つ
て
、
基
本
権
の
限
界
を
判
定
し
よ
う
と
し

て
も
、
権
利
の
観
念
が
右
の
よ
う
に
無
限
に
拡
張
さ
れ
る
可
能
性
を
も
つ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
時
に
基
本
権
に
対
す
る
規
制
も
ま
た
当

然
に
無
制
限
に
増
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
で
は
両
者
の
対
立
す
る
権
利
主
張
の
間
に
、
な
ん
ら
か
の
客
観
的
な
明
確
な
境
界

線
を
確
定
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
が
不
可
能
に
な
つ
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
に
ボ
ン
基
本
法
第
二
条
の
一
般
的
な
制
限
条
項
は
、
権
利
対
立
の

調
整
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
し
て
は
役
に
立
た
な
い
こ
と
に
な
つ
て
、
同
条
自
体
が
、
法
と
し
て
の
意
味
を
ま
つ
た
く
喪
失
し
て
し
ま
う
結
果



と
も
な
る
の
で
あ
る
．
従
つ
て
こ
の
他
人
の
権
利
の
観
念
は
．
あ
く
ま
で
も
法
的
に
特
定
さ
れ
る
べ
ぎ
権
利
主
体
に
つ
い
て
、
し
か
も
法
的
に
承

認
す
る
に
価
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
明
確
に
客
観
的
に
判
定
で
き
る
よ
う
な
利
益
に
、
こ
れ
を
厳
重
に
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ

（
5
）る

。
そ
れ
故
に
各
人
の
漠
然
た
る
生
活
上
の
便
宜
、
そ
の
他
の
経
済
的
な
利
益
、
な
い
し
は
精
神
的
感
情
的
な
満
足
の
よ
う
な
事
実
上
の
利
益

は
、
直
ち
に
他
人
の
権
利
と
し
て
、
人
格
発
展
の
包
括
的
な
自
由
権
の
限
界
を
形
づ
く
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
こ
れ
ら
の
利
益
が
、
本
来
の
権

利
と
し
て
、
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
法
的
な
利
益
と
し
て
確
定
し
得
る
程
に
、
ま
だ
固
つ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
が
、

こ
れ
ら
の
利
益
に
優
先
す
る
の
は
当
然
で
あ
つ
て
、
各
人
が
主
観
的
に
恣
意
的
に
と
ら
え
た
法
外
の
利
益
や
特
権
が
．
基
本
権
の
限
界
を
決
定
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

け
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
権
利
の
内
容
や
そ
の
成
立
要
件
等
が
、
通
常
の
法
律
に
よ
つ
て
明
確
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
か
る
法
定
の
要
件
を
み
た
し
て
、
す

で
に
権
利
の
成
立
が
各
当
事
者
臨
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
い
か
に
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
を
援
用
し
て
各
人
の
権
利
主
張
を
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

づ
け
た
と
し
て
も
、
も
は
や
相
手
方
の
確
立
さ
れ
た
権
利
を
し
り
ぞ
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
．
そ
こ
で
も
し
、
こ
の
よ
う
な
権
利
が
、
単
な
る

法
律
上
の
権
利
で
、
こ
れ
を
定
め
た
通
常
の
法
律
に
よ
つ
て
、
憲
法
に
宣
言
さ
れ
た
基
本
権
の
保
障
が
除
外
さ
れ
、
ま
た
は
限
定
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
法
律
上
の
権
利
を
単
独
で
根
拠
づ
け
て
い
る
当
該
の
法
律
そ
れ
自
体
が
、
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
に
な
つ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
こ
こ
に
い
う
他
人
の
権
利
に
よ
る
基
本
権
の
限
界
づ
け
は
、
窮
極
に
お
い
て
ま
た
他
人
の
基
本
権
の
保
障
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
各
人
の
法
律
上
の
個
々
の
具
体
的
な
権
利
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
法
律
の
段
階

に
お
い
て
権
利
と
し
て
承
認
さ
れ
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
よ
り
上
位
の
憲
法
に
よ
つ
て
宣
言
さ
れ
て
い
る
基
本
権

の
具
体
的
な
展
開
と
し
て
、
こ
れ
と
の
結
合
に
お
い
て
そ
の
価
値
が
承
認
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
法
律
上
の
権
利
の
背

後
に
は
、
基
本
権
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
主
張
す
る
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
が
、
た
だ
形
式
的
に
み
て
、
直
接
に
憲
法
に
基
づ
く
基

本
権
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
相
手
方
の
法
律
上
の
権
利
に
当
然
に
優
位
す
る
も
の
で
あ
る
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
．
さ
れ
ば
他

　
　
　
人
格
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自
由
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八
七
　
　
　
（
八
一
七
）



　
　
　
人
格
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展
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権
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他
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八
八
　
　
　
（
八
一
八
）

人
の
権
利
に
よ
る
基
本
権
の
限
界
づ
け
の
問
題
は
、
結
局
各
人
の
基
本
権
と
基
本
権
と
の
衝
突
の
問
題
に
ま
で
、
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
9
）い

の
で
あ
つ
て
、
一
方
の
当
事
者
の
基
本
権
の
保
障
の
み
に
か
た
よ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
表
現
の
自
由
は
相
手
方
に
対
し
て
積
極
的
に
働
き
か
け
る
行
動
を
と
も
な
う
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
つ
て
影
響
を
う
け
る
他
人
の
利
益

　
（
1
0
）

の
犠
牲
に
お
い
て
、
初
め
て
こ
れ
を
権
利
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
一
人
の
営
業
の
自
由
を
権
利
と
し
て
認
め
れ
ば
、
他
人
の
経
済
的
な
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

業
上
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
然
に
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
犠
牲
を
お
そ
れ
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
権
利
の
成
立
も
、
こ
れ

を
承
認
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
わ
が
国
に
お
い
て
も
最
近
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

め
に
な
さ
れ
た
表
現
の
自
由
の
制
約
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
相
互
の
利
害
関
係
の
調
整
の
点
で
、
憲
法
上
は
、
と
り
わ
け
慎
重
な
考
慮
を
要
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
民
法
の
不
法
行
為
に
お
け
る
被
害
者
救
済
の
間
題
で
あ
る
が
、
現
在
民
法
の
分
野
で
は
．

　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

一
般
人
格
権
の
保
護
の
基
準
を
で
き
る
限
り
広
く
解
し
て
、
信
書
日
記
肖
像
そ
の
他
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
の
人
格
的
な
利
益
の
一
切
を
こ
の

な
か
に
含
め
、
被
害
者
に
対
し
（
そ
の
救
済
を
求
め
得
る
機
会
を
、
な
る
べ
く
広
い
範
囲
に
わ
た
つ
て
保
障
す
る
必
要
の
た
め
に
、
他
人
の
権
利

の
観
念
が
拡
張
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
無
責
任
な
言
論
出
版
等
の
行
為
に
対
し
て
は
、
各
人
の
生
活
の
安
全
が
保
護
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
も
ま
た
、
当
人
の
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
の
保
障
に
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
右
の
傾
向
は
、
正
義
衡
平

の
原
則
に
も
と
づ
く
被
害
者
の
救
済
を
、
直
接
の
目
標
と
し
た
民
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
社
会
生
活
上
の
地
位
身
分
等
に
と
も
な
う
一
切
の
人
格
的
な
漠
然
た
る
利
益
を
も
含
め
て
、
他
人
の
権
利
の
観
念
を
構
成
し
、
こ
れ
を

安
易
に
拡
張
す
る
こ
と
は
さ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
逆
に
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
に
対
す
る
限
界
づ
け
を
必
要
以
上

に
厳
重
に
し
て
、
却
つ
て
基
本
的
な
自
由
権
の
実
質
的
な
内
容
を
弱
体
化
さ
せ
、
各
人
の
自
由
な
発
展
の
余
地
を
奪
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い

か
ら
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
に
一
般
人
格
権
の
拡
張
の
傾
向
は
、
民
法
的
に
は
是
認
さ
れ
る
べ
き
多
く
の
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て

も
、
た
だ
一
方
の
被
害
者
の
利
益
救
済
の
み
を
と
り
上
げ
た
だ
け
で
は
、
憲
法
的
に
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
つ
て
、
前
述
の
よ
う
に
相
互
主
義
の
観



点
か
ら
、
当
事
者
双
方
の
夫
々
の
基
本
権
の
享
有
と
保
障
と
が
再
検
討
さ
れ
て
、
初
め
て
基
本
権
の
限
界
づ
け
に
関
す
る
一
般
的
な
基
準
と
し

て
、
憲
法
上
の
根
拠
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
対
等
な
各
人
相
互
の
関
係
に
お
け
る
基
本
権
と
基
本
権
と
の
対
立
は
、
憲
法
上
そ
の
調
整
に
つ
い
て
最
も
困
難
な
問
題
に
遭
遇
す

（
1
4
）る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
各
人
は
、
基
本
権
の
享
有
の
主
体
と
し
て
は
同
等
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
そ
の
主
張
す
る
基
本
権
は
、
夫
々
そ
の
内
容
を

異
に
す
る
も
の
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
憲
法
上
の
評
価
に
お
い
て
本
質
的
に
優
劣
の
差
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
に
人
格
の
自
由
な
発

展
の
行
為
は
、
常
に
相
手
方
か
ら
の
同
価
値
の
権
利
の
主
張
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
相
対
立
す
る
各
人
相
互
の
間
に
お
け
る
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

本
権
の
主
張
の
摩
擦
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
相
互
主
義
の
考
え
方
に
よ
る
限
界
づ
け
の
方
法
し
か
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
．

も
し
こ
こ
に
基
本
権
に
優
位
す
る
万
人
の
認
め
る
絶
対
的
な
価
値
の
存
在
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
評
価
の
基
準
と
し
て

何
れ
か
の
基
本
権
の
優
位
性
を
決
定
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
優
越
的
な
価
値
は
、
各
人
相
互
の
対
等
な
関
係
に
お
い
て
は
、
最

初
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
と
も
に
最
高
の
法
的
価
値
と
し
て
の
基
本
権
を
享
有
し
、
こ
れ
を
保
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

そ
れ
に
は
ま
ず
各
人
が
、
相
互
に
自
主
的
に
、
自
由
の
本
質
に
も
と
づ
く
社
会
生
活
上
の
限
界
を
自
覚
し
て
、
こ
れ
を
遵
守
す
る
よ
り
ほ
か
に
方

法
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
私
法
の
基
本
原
理
で
あ
る
私
的
自
治
の
原
則
は
、
憲
法
に
お
け
る
基
本
権
の
相
互
調
整
の
原
理
と
し
て
も
．
現
在
な
お

十
分
に
そ
の
意
義
が
認
識
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
．
従
つ
て
社
会
生
活
に
お
け
る
各
人
相
互
の
種
々
の
利
益
対
立
は
、
直
ち
に
優
越
的
な
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔦
）

権
力
に
よ
つ
て
、
そ
の
調
整
が
強
制
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
．
か
か
る
利
益
の
対
立
は
、
一
面
か
ら
み
れ
ば
人
格
の
自
由
な
発
展
の

原
動
力
と
も
な
つ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
夫
々
の
利
益
が
同
等
に
評
価
さ
れ
て
、
各
人
の
人
格
の
自
由
な
発
展
の
機
会
が
均
等
に
保
障

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
と
幸
福
の
増
進
に
と
つ
て
、
必
要
な
条
件
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
で
、
も
し
各
人
相
互
の
基
本
権
の
対
立
が
、
当
事
者
相
互
の
自
主
的
な
調
整
に
よ
つ
て
、
私
的
自
治
の
範
囲
内
で
解
決
で
き
な
い
程
に

困
難
な
場
合
に
は
、
当
然
に
第
三
者
に
よ
る
調
整
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
法
的
に
決
定
的
な
立
場
に
お
い
て
実
施
し
う
る
も
の

　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
（
八
一
九
）



　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
（
八
二
〇
）

は
、
窮
極
に
お
い
て
国
家
以
外
に
は
存
在
し
な
い
．
す
な
わ
ち
立
法
部
は
、
右
の
調
整
に
必
要
な
基
準
を
確
立
す
る
た
め
に
法
律
を
制
定
し
、
こ

の
法
律
上
の
基
準
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
執
行
部
の
行
政
措
置
と
、
さ
ら
に
は
法
律
に
よ
る
司
法
部
の
法
的
な
裁
断
に
依
存
す
る
こ
と
に

な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
く
て
他
人
の
権
利
に
よ
る
基
本
権
の
憲
法
上
の
限
界
づ
け
は
、
そ
の
具
体
的
な
基
準
の
法
律
的
な
確
定
の
点
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ら
み
れ
ば
、
ま
さ
に
基
本
権
に
対
す
る
一
種
の
法
律
の
留
保
（
o
馨
♂
騒
§
耳
葺
）
を
根
拠
づ
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
こ
の
限
界
づ
け

は
、
基
本
権
に
関
す
る
規
制
の
す
べ
て
を
、
法
律
の
制
定
の
段
階
に
白
紙
委
任
し
て
い
る
主
旨
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
立
法
部
が
新
た
に

権
利
に
関
す
る
法
律
を
制
定
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
基
本
権
が
制
限
さ
れ
る
結
果
と
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
立
法
部
は
、
す
で
に
憲
法
の
段
階
に

お
い
て
、
憲
法
制
定
者
の
根
本
的
な
意
思
決
定
に
よ
つ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
基
本
権
の
保
障
に
関
す
る
憲
法
の
基
本
原
理
に
違
背
す

る
よ
う
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は
、
憲
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
．
従
つ
て
こ
の
よ
う
な
違
憲
の
法
律
に
よ
る
基
本
権
の
具
体
的
な
規

制
措
置
は
、
す
で
に
憲
法
の
段
階
で
、
当
然
に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
法
治
国
家
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
国
民
の

権
利
義
務
を
定
め
る
法
規
（
穿
喜
婁
N
）
は
、
常
に
法
律
の
形
式
を
も
つ
て
制
定
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
法
律
の
形
式
を
も
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

す
れ
ば
、
新
た
に
国
民
の
公
権
私
権
に
関
す
る
法
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
立
法
部
は
、
権
利
の
内

容
・
目
的
・
そ
の
他
権
利
の
成
立
変
動
消
滅
に
関
す
る
諸
要
件
を
、
そ
の
立
法
上
の
裁
量
に
も
と
づ
い
て
、
法
規
と
し
て
制
定
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ

る
の
で
あ
つ
て
、
基
本
権
の
具
体
的
な
発
展
は
、
よ
り
詳
細
に
は
、
憲
法
に
も
と
づ
く
法
律
の
制
定
権
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
。
し
か
し
立
法
部
が
、
か
か
る
他
人
の
権
利
の
内
容
を
確
定
す
る
た
み
に
、
種
々
の
権
利
に
関
す
る
制
度
を
法
律
に
よ
つ
て
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
つ
て
も
．
ボ
ン
基
本
法
は
、
右
の
よ
う
に
立
法
部
の
専
断
的
な
法
律
制
定
権
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
．
こ
こ
に
い
う
法
律

の
留
保
は
、
憲
法
の
実
施
に
関
す
る
す
べ
て
の
決
定
権
を
、
立
法
部
に
対
し
て
絶
対
無
条
件
に
委
ね
た
、
従
来
の
形
式
的
な
法
律
の
留
保
を
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ま
ま
に
採
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
つ
て
他
人
の
権
利
に
よ
る
限
界
づ
け
を
理
由
に
、
基
本
権
の
よ
り
具
体
的
な
内
容
の
充
足

を
、
す
べ
て
の
範
囲
に
わ
た
つ
て
、
議
会
の
法
律
制
定
権
に
委
ね
る
こ
と
は
、
ボ
ン
基
本
法
の
主
旨
に
適
合
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
他



人
の
権
利
に
よ
る
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
の
限
界
づ
け
は
、
基
本
権
を
無
制
限
な
法
律
の
留
保
の
も
と
に
お
く
こ
と
で
は
な
く
、
基
本
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

本
来
の
本
質
的
内
在
的
な
限
界
の
反
映
の
限
度
に
止
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
他
人
の
権
利
の
創
設
は
、
単
独
に
通
常
の
法
律
の
制
定
と

い
う
形
式
だ
け
で
行
い
う
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
は
、
ボ
ン
基
本
法
の
基
本
権
に
関
す
る
体
系
の
も
と
に
明
示
さ
れ
た
憲
法
上
の
留
保
の
限

度
内
に
お
い
て
、
憲
法
お
よ
び
法
律
の
明
確
な
根
拠
づ
け
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
か
か
る
法
律
の
解
釈
に
よ
つ
て
、
権
利
の
具
体
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

内
容
を
補
充
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
法
律
条
項
の
軽
率
な
拡
張
解
釈
は
、
厳
重
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
．

　
と
こ
ろ
で
基
本
権
相
互
の
対
立
の
場
合
に
、
そ
の
境
界
を
確
定
す
る
た
め
の
法
律
の
制
定
と
、
さ
ら
に
、
か
か
る
法
律
の
解
釈
は
、
す
で
に
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

べ
た
相
互
主
義
と
の
関
連
に
お
い
て
、
ボ
ン
基
本
法
の
平
等
原
則
に
よ
つ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
基
本
権
の
限
界
づ
け
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ボ
ン
基
本
法
第
一
九
条
第
二
項
に
よ
る
基
本
権
の
本
質
的
な
内
容
に
対
す
る
侵
害
の
禁
止
に
よ
つ
て
も
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

他
人
の
権
利
を
、
法
律
の
制
定
に
よ
り
、
さ
ら
に
は
当
該
の
法
律
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
設
定
す
る
こ
と
は
、
常
に
人
間
の
尊
厳
と
平
等
原

則
と
の
関
連
を
考
慮
し
て
の
み
、
初
め
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
．
と
こ
ろ
が
元
来
自
由
と
平
等
は
、
そ
の
要
求
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
、
現
実

に
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
つ
て
．
人
格
の
自
由
な
発
展
を
な
る
べ
く
広
く
認
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
結
果
に
お
い
て
は
、
各
人
の
能
力
の
差
に
伴
う

多
く
の
不
均
衡
は
さ
け
ら
れ
ず
、
こ
の
た
め
に
共
同
生
活
の
不
安
が
増
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
平
等
の
貫
徹
を
意
図
す
れ
ば
、
国
家
は
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
対
す
る
統
制
や
限
界
づ
け
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
．
し
か
し
平
等
の
実
現
の
み
を
意
図
し
て
、
各
人
の
固
有
の
人
格
的
な
特
質
を

無
視
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
遂
に
は
自
由
の
否
定
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ボ
γ
基
本
法
の
平
等
原
則
は
、
自
由
権
の
享
有
の
機
会
均
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
、
各
人
の
固
有
の
能
力
に
応
じ
た
人
格
の
自
由
な
発
展
の
行
為
を
阻
害
す
る
主
旨
の
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

憲
法
に
お
け
る
自
由
の
一
般
的
な
基
本
権
の
保
障
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
国
家
権
力
と
の
対
抗
に
お
い
て
、
そ
の
濫
用
に
対
し
て
各
人

の
独
自
の
生
活
領
域
を
保
障
す
る
た
め
に
、
国
家
か
ら
の
自
由
と
し
て
理
解
さ
れ
て
ぎ
た
。
す
な
わ
ち
公
法
関
係
に
お
い
て
は
、
人
民
の
立
場
か

　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
　
（
八
一
二
）



　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
（
八
二
二
）

ら
み
れ
ば
、
国
家
権
力
か
ら
の
自
由
解
放
が
、
基
本
権
の
観
念
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て

人
民
相
互
の
関
係
に
お
い
て
は
、
各
人
の
人
格
的
な
固
有
の
価
値
の
評
価
が
、
衡
平
に
な
さ
れ
る
べ
ぎ
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
も
各
人

が
相
互
に
そ
の
価
値
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
権
思
想
を
援
用
す
る
ま
で
も
な
く
当
然
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
人
間
の
生
命
身

体
自
由
財
産
名
誉
等
が
、
相
互
に
尊
重
さ
れ
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
人
権
思
想
の
成
立
す
る
以
前
か
ら
、
社
会
の
共
同
生
活
の
基
本
原
理
で

も
あ
つ
た
。
こ
の
意
味
で
私
法
関
係
に
お
い
て
は
、
正
義
衡
平
の
平
等
原
則
に
も
と
づ
く
権
利
自
由
の
限
界
づ
け
の
方
に
、
重
点
が
お
か
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
特
に
社
会
生
活
の
構
造
的
な
変
化
に
伴
つ
て
、
基
本
権
に
対
す
る
侵
害
が
、
現
在
の
よ
う
に
国
実
権
力
に
よ
る
よ
り
も
、

む
し
ろ
各
人
相
互
の
利
害
の
対
立
関
係
に
お
い
て
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
基
本
権
の
他
人
の
権
利
に
よ
る
限
界
づ
け
の
問
題
は
、
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

に
お
い
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
重
要
性
を
ま
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
基
本
権
の
第
三
者
効
力
（
∪
暮
彗
マ
ざ
轟
）
の
問
題
が
展
開
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
稿
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
い
う
他
人
の
権
利
は
、
単
な
る
事
実
上
の
利
益
を
も
つ
て
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
を
限
界
づ
け
よ
う
と
す
る

意
味
で
は
な
く
、
各
人
の
基
本
権
と
結
合
し
た
具
体
的
な
権
利
な
い
し
は
こ
れ
に
準
ず
る
明
確
な
法
的
利
益
を
指
す
の
で
あ
り
、
立
法
に
よ
つ

て
、
事
実
上
の
利
益
を
法
の
領
域
に
と
り
入
れ
、
こ
れ
を
権
利
と
し
て
制
度
的
に
確
立
す
る
こ
と
も
、
ま
た
さ
ら
に
か
か
る
法
律
の
解
釈
に
よ
つ

て
、
．
権
利
の
具
体
的
な
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
結
局
は
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
を
、
す
べ
て
の
者
に
保
障
す
る
目
的
の
た

め
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
権
利
は
、
自
由
（
∪
曾
雪
）
の
法
的
な
承
認
と
、
そ
れ
に
対
す
る
法
的
な
保
護
と
を
も
つ
て
本
質
的
な
内
容

と
す
る
。
そ
れ
故
に
、
各
人
の
自
由
を
法
的
に
権
利
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
は
、
一
面
で
は
自
己
の
意
思
に
よ
つ
て
、
他
人
の
意
思
を
拘
束
す
る

こ
と
を
、
法
的
な
承
認
と
援
助
の
も
と
に
許
容
す
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
、
他
面
で
は
逆
に
自
己
の
意
思
も
ま
た
他
人
の
意
思
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

て
、
法
的
に
拘
束
さ
れ
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
権
利
自
由
の
承
認
は
．
逆
に
い
え
ば
同
時
に
新
た
な
法
的
拘
束
の
承
認
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
さ
れ
ば
基
本
権
の
対
立
の
場
合
に
は
、
当
事
者
相
互
の
一
方
的
な
利
益
主
張
の
み
を
一
面
的
に
と
ら
え
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、



も
し
両
者
が
、
仮
に
そ
の
立
場
を
異
に
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
と
違
つ
て
い
か
な
る
権
利
主
張
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
つ
た
で
あ

ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
も
想
定
し
な
が
ら
、
当
事
者
双
方
の
立
場
を
互
に
い
れ
か
え
て
、
他
人
の
権
利
の
内
容
を
判
定
す
べ
ぎ
で
あ
る
．

例
え
ば
自
己
の
確
信
の
み
に
も
と
づ
く
表
現
の
自
由
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
一
方
的
に
相
手
方
に
対
し
て
自
己
の
主
義
主
張
を
押
し
つ
け
る
だ
け
で

あ
る
が
、
も
し
自
己
が
逆
に
そ
れ
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
立
場
に
お
か
れ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
い
か
に
反
発
す
る
か
、
自
分
な
ら
ば
、
い
か

な
る
態
度
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
を
相
手
方
の
立
場
に
お
き
か
え
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
、
他
人
の
権
利
の
観
念
と
、
こ
れ
に
も

と
づ
く
基
本
権
の
本
質
的
な
限
界
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
．
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勲
ρ
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ざ
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●
鉾
ρ
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刈
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梓
｝
蜀
唐
昌
F
鱒
9
鉾
ρ
¢
o
。
ρ
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
種
谷
・
前
掲
論
文
・
法
経
学
会
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参
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．
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い
う
こ
と
は
、

（
11
）

　
わ
が
国
で
は
、

（
1
2
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目
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ω
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9
①
9

他
人
の
権
利
は
、
ま
た
常
に
憲
法
に
適
合
す
る
法
律
に
、
そ
の
成
立
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
2
ぢ
幕
こ
①
ざ
9
』
。
ρ
ψ
お
刈
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
種
谷
前
掲
論
文
一
七
頁
参
照
。

蜜
器
嵩
－
U
驚
藍
鉾
鉾
ρ
堕
一
ρ
｝
5
ヨ
」
●
他
人
の
権
利
の
承
認
は
、
ま
た
憲
法
上
の
権
利
の
侵
害
を
伴
う
も
の
で
、
こ
の
危
険
の
上
に
の
み
権
利
の
承
認
が
可

　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ゲ
ル
ホ
ン
（
早
川
・
山
田
訳
）
・
基
本
的
人
権
一
二
八
頁
以
下
、
二
五
八
頁
以
下
参
照
．

営
業
の
規
制
に
関
し
て
は
、
有
名
な
薬
局
事
件
（
＞
葛
夢
①
ぎ
巨
旨
亀
）
が
あ
る
（
ω
＜
○
戸
刈
”
ω
ミ
．
憲
法
調
査
会
資
料
・
権
二
一
号
一
二
七
頁
以
下
参
照
）
．
ま
た

　
　
　
公
衆
浴
場
の
規
制
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

昭
三
九
・
九
・
二
八
・
東
京
地
裁
民
一
八
部
判
決
、
判
例
時
報
三
八
五
号
一
二
頁
以
下
参
照
。

人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
（
八
二
三
）



　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
　
（
八
二
四
）

（
1
3
）
　
一
般
人
格
権
の
保
護
の
必
要
の
た
め
に
、
権
利
の
観
念
が
拡
張
さ
れ
る
傾
向
に
つ
い
て
は
、
比
較
法
研
究
二
四
号
（
一
九
六
三
年
）
人
格
権
の
研
究
特
集
号
参
照
。

　
な
お
五
十
嵐
・
松
田
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
私
生
活
の
私
法
的
保
護
」
（
戒
能
・
伊
藤
・
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
研
究
と
五
〇
頁
以
下
、
竹
内
重
年
「
私
法
関
係
に
お
け
る
基

　
本
権
の
限
界
と
侵
害
」
公
法
研
究
二
六
号
一
〇
八
頁
以
下
等
参
照
。
人
格
権
の
保
護
の
憲
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
に
研
究
を
続
け
る
つ
も
り
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
冒
雪
讐
一
騨
－
困
。
一
P
銅
釦
ρ
堕
一
謡
功
寓
臣
震
－
∪
費
鐸
騨
鉾
ρ
ψ
一
μ
＞
ロ
タ
一
・
種
谷
前
掲
論
文
一
七
ー
一
八
頁
、
二
五
－
二
七
頁
参
照
。

（
15
）
　
こ
の
点
で
基
本
権
の
第
三
者
効
力
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
直
接
的
な
効
力
を
認
め
る
見
解
に
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
人
権
規
制
の
強
化
を
伴
う
危
険
が
あ
る
の

　
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
公
法
研
究
二
六
号
、
森
・
芦
部
・
田
口
・
阿
部
・
稲
田
・
竹
内
・
各
研
究
報
告
参
照
。

（
1
6
）
蜜
塁
農
む
盲
茜
鋭
鋭
ρ
¢
竃
ご
国
㊤
ヨ
導
7
鉾
勲
ρ
¢
o
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乞
言
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図
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堕
お
刈
2
国
彗
讐
一
鼻
自
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色
P
鉾
勲
ρ
ψ
冨
O
■
な
お
田
上
・
撮

　
要
・
一
〇
四
頁
以
下
、
一
〇
七
頁
参
照
。

（
1
7
）
　
冒
塁
9
－
U
辞
茜
鉾
鋭
P
堕
駐
燭
＞
づ
幹
鱒
2
甘
冨
琶
①
ざ
鈴
鉾
9
堕
お
S
　
こ
れ
に
対
し
て
、
通
常
の
立
法
権
に
こ
れ
を
許
す
と
い
う
こ
と
は
、
却
つ
て
、
基

　
本
権
の
保
障
を
危
険
な
ら
し
め
る
と
し
て
、
反
対
す
る
の
は
、
国
角
ヨ
導
P
勲
鋭
ρ
ψ
o
。
ρ
で
あ
る
。
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国
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P
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ρ
¢
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8
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∪
實
一
鮫
』
』
。
ρ
ψ
9
な
お
拙
稿
・
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
・
本
誌
三
六
巻
輔
一
号
一
八
頁
以
下
参
照

前
注
（
1
5
）
参
照
。
－

蜜
建
置
－
∪
首
一
幹
暫
・
鱒
ρ
堕
①
9

四
　
個
人
の
法
益
と
そ
の
他
の
法
益
と
の
区
別

　
個
人
の
法
益
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
他
人
の
権
利
の
観
念
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
法
的
に
特
定
さ
れ
た
権
利
主
体
と
し
て
の
相
手
方
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
、
し
か
も
法
的
に
そ
の
保
護
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
各
自
の
法
益
に
こ
れ
を
限
定
し
て
、
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
点
は
、
他



の
一
般
的
な
社
会
の
法
益
お
よ
び
国
家
の
法
益
と
の
関
係
に
お
い
て
、
夫
々
の
観
念
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
的

な
自
由
に
関
す
る
基
本
権
の
限
界
づ
け
が
、
ボ
ン
基
本
法
で
は
、
個
人
の
法
益
と
し
て
の
他
人
の
権
利
の
保
護
の
ほ
か
に
、
社
会
の
共
同
生
活
の

全
体
に
関
す
る
社
会
の
法
益
ま
た
は
国
家
生
活
の
維
持
に
関
す
る
国
家
の
法
益
の
保
護
の
た
め
に
も
、
こ
れ
を
お
こ
な
い
得
る
も
の
で
あ
る
と
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

め
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
ボ
ン
基
本
法
は
、
こ
の
三
つ
の
場
合
を
明
ら
か
に
区
分
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
さ
き
の
三
つ
の
法
益
を
夫
々
に
区

別
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
基
本
権
の
限
界
づ
け
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
、
当
然
に
必
要
と
な
つ
て
く
る
か
ら
で
あ

る
。　

そ
こ
で
ま
ず
他
人
の
権
利
の
観
念
は
、
社
会
の
不
特
定
多
数
の
一
般
公
衆
に
つ
い
て
共
通
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
．
共
同
社
会
の
法
益
か
ら
区
別

　
　
（
3
）

さ
れ
る
。
確
か
に
他
人
の
権
利
を
連
鎖
的
に
拡
大
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
社
会
全
体
の
法
益
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
．
こ
の
意
味
で
社
会
の
共
同
の
福
祉
は
、
他
人
の
権
利
の
集
合
概
念
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
．
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、

一
つ
の
見
解
は
、
他
人
の
権
利
の
観
念
を
拡
張
し
て
、
各
人
の
特
定
し
た
個
々
の
権
利
の
み
な
ら
ず
、
他
人
の
集
合
的
な
権
利
す
な
わ
ち
共
同
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

会
の
集
合
的
な
法
益
も
ま
た
こ
の
他
人
の
権
利
の
観
念
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
と
解
釈
し
て
、
社
会
公
共
の
た
め
に
す
る
基
本
権
の
制
限
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

も
、
憲
法
上
は
、
こ
の
他
人
の
権
利
の
保
護
を
も
つ
て
理
由
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
か
る
公
益
的
な
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
基
本
権
の

限
界
づ
け
は
、
他
人
の
権
利
の
場
合
と
は
別
個
の
問
題
と
し
て
、
ボ
ン
基
本
法
で
は
憲
法
秩
序
の
観
念
と
の
関
連
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
ボ
ン
基
本
法
第
二
条
に
い
う
他
人
の
権
利
の
問
題
は
、
基
本
権
と
右
の
よ
う
な
公
衆
の
一
般
共
通
の
利
益
と
の
衝
突
で
は

な
く
、
明
ら
か
に
特
定
し
た
当
事
者
相
互
の
間
に
お
け
る
権
利
の
対
立
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
一
般
公
衆
の
全
体
的
な
利
益
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
も
含
め
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
そ
の
文
言
か
ら
み
て
も
無
理
だ
か
ら
で
あ
る
．
確
か
に
三
つ
の
法
益
は
、
実
際
の
生
活
で
は
相
互
に
不
可
分
の

も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
三
つ
の
法
益
が
、
基
本
権
を
限
界
づ
け
る
こ
と
に
な
る
論
理
的
な
理
由
づ
け
は
、
憲
法
上
は
明
ら

か
に
別
個
の
も
の
で
あ
る
．
そ
こ
で
も
し
こ
の
区
別
を
正
確
に
わ
き
ま
え
ず
に
、
基
本
権
に
対
す
る
制
限
を
漫
然
と
拡
大
し
て
、
法
律
の
制
定
に
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よ
る
基
本
権
の
限
界
づ
け
を
必
要
以
上
に
厳
重
に
な
し
う
る
可
能
性
を
の
こ
し
て
お
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
議
会
の
立
法
の
万
能
を
認
め
た
従
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
形
式
的
な
法
律
の
留
保
と
な
ん
の
違
い
も
な
く
な
つ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
も
基
本
権
に
対
す
る
法
律
の
留
保
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の

ド
イ
ッ
に
お
け
る
法
治
主
義
の
形
式
化
に
よ
る
弊
害
の
経
験
か
ら
み
て
、
ボ
ン
基
本
法
の
制
定
過
程
で
は
、
激
し
く
論
争
さ
れ
て
反
対
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
基
本
権
保
障
制
度
の
特
色
は
．
右
の
よ
う
な
形
式
的
な
法
律
の
留
保
の
完
全
な
廃
止
に
あ

（
8
）

つ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
基
本
権
の
制
限
理
由
を
、
む
や
み
に
拡
張
解
釈
す
れ
ば
、
憲
法
の
実
際
の
運
用
で
は
、
基
本
権
の
す
べ
て
が
、
議
会

の
制
定
す
る
法
律
の
決
定
に
、
絶
対
無
条
件
に
白
紙
委
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
ボ
ン
基
本
法
の
特
質
の
一
つ
で
あ
る
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

権
の
憲
法
そ
れ
自
体
に
よ
る
保
障
の
体
系
が
、
実
際
に
は
崩
れ
さ
つ
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
に
本
条
に
い
う
他
人
の
権
利
と
は
、
相
対
立
す
る
特
定

の
当
事
者
の
、
憲
法
お
よ
び
法
律
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
た
明
確
な
個
々
の
権
利
、
な
い
し
は
こ
れ
に
準
ず
る
明
確
な
個
人
の
法
益
に
限
定
し
て
解

釈
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
社
会
一
般
の
．
不
特
定
多
数
の
公
衆
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
社
会
全
体
の
法
益
と
は
、
正
確
に
区
分
し
て

考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
西
ド
イ
ッ
の
判
例
は
、
社
会
の
共
同
生
活
に
お
け
る
各
人
の
生
活
の
安
全
の
保
護
を
目
的
と
す
る
警
察
取
締
を
、
こ
の
他
人
の
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
よ
る
限
界
づ
け
に
よ
つ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
判
例
は
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
な
い
し
は
社
会
の
健
康
等
を
保
持
す

る
た
め
に
必
要
な
基
本
権
の
制
限
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
、
す
べ
て
の
他
人
の
社
会
共
同
の
集
合
的
な
権
利
も
、
ま
た
こ
こ
に
い
う
他
人
の
権

利
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
．
し
か
も
こ
れ
に
な
お
一
般
公
衆
の
行
政
庁
に
対
す
る
保
護
措
置
の
請
求
権
を
、
つ
け
加
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
判
例
は
、
各
人
が
公
衆
の
一
員
と
し
て
、
行
政
庁
に
対
し
社
会
の
法
益
に
対
す
る
危
険
の
予
防
措
置
を
と
る
こ
と
と
、
こ
れ

に
よ
る
公
益
の
保
護
を
求
め
る
権
利
す
な
わ
ち
公
共
の
安
全
・
公
の
秩
序
・
公
衆
衛
生
等
の
維
持
を
求
め
る
権
利
と
が
、
ひ
ろ
く
こ
の
他
人
の
権

利
の
観
念
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
と
解
釈
し
た
わ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
多
く
の
学
説
は
、
こ
の
よ
う
な
態
度
に
反
対
し
て
い
る
．
例
え
ば
デ
ュ

ー
リ
ッ
ヒ
は
、
全
体
の
利
益
と
個
々
の
他
人
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
各
種
の
権
利
と
を
区
別
し
、
社
会
一
般
の
公
衆
の
全
体
的
な
利
益
は
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

単
に
個
々
の
他
人
の
権
利
の
集
合
を
も
つ
て
し
て
は
説
明
で
き
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
ニ
ッ
パ
ー
ダ
イ
は
、
こ
の
デ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
見
解

を
支
持
し
て
、
全
体
は
決
し
て
一
箇
の
他
人
で
は
な
く
、
全
体
の
各
個
人
に
対
す
る
立
場
と
い
う
も
の
は
、
単
に
個
々
の
他
人
の
個
別
的
な
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
組
合
せ
と
し
て
だ
け
で
は
、
解
明
し
つ
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
単
純
に
個
人
の
法
益
を
拡
張
し
て
社
会
の
法
益
に
お
ぎ
か
え
る
こ
と
に

反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ボ
ン
基
本
法
第
二
条
に
定
め
る
他
人
の
権
利
と
憲
法
秩
序
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
不
可
能

に
な
つ
て
し
ま
う
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
結
果
は
、
基
本
権
に
対
す
る
制
限
が
無
限
に
増
大
し
、
こ
の
た
め
に
根
源
的
な
価
値
と
し
て
の
基
本
権
の

変
質
を
き
た
し
て
、
遂
に
は
抑
制
す
る
こ
と
の
で
ぎ
な
い
国
家
権
力
の
強
大
化
の
前
に
、
基
本
権
が
消
失
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
と
警
告

　
　
　
（
1
3
）

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
社
会
の
法
益
に
対
す
る
侵
害
は
、
個
人
の
法
益
の
侵
害
と
競
合
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
の
福
祉
を
維
持
し
保
護

す
る
こ
と
は
、
結
局
個
人
の
生
活
の
安
全
の
保
障
に
つ
な
が
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
．
例
え
ば
最
近
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
生
活
環
境
の
悪

化
に
よ
る
公
害
の
防
止
は
、
ま
さ
に
各
個
人
々
々
の
生
活
の
必
要
に
直
結
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
社
会
全
体
の
法
益
に
関
す
る
問
題
と
各

個
人
の
特
定
の
権
利
の
保
護
に
関
す
る
問
題
と
で
は
、
法
的
に
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
さ
き
の
所
有
権
の
間
題
に
し
て

も
、
各
人
相
互
の
相
隣
関
係
に
伴
う
限
界
づ
け
の
場
合
と
、
社
会
公
共
の
た
め
に
な
さ
れ
る
財
産
の
収
用
や
使
用
制
限
の
場
合
と
で
は
、
法
律
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

に
は
明
ら
か
に
別
個
の
問
題
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
す
べ
て
、
他
人
の
権
利
に
よ
る
限
界
づ
け
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
、
論
理
的
な
混
乱

で
あ
る
こ
と
は
、
一
見
し
て
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
特
定
の
相
手
方
と
の
間
に
生
ず
る
権
利
侵
害
を
排
除
し
、
相
互
の
生
活
の
境
界
を
定

め
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
他
人
の
法
益
と
の
関
係
に
よ
る
基
本
権
の
限
界
づ
け
の
典
型
的
な
場
合
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て
、
個
々
の
権

利
侵
害
と
し
て
は
、
明
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
不
特
定
多
数
人
の
行
為
が
、
社
会
の
集
団
生
活
の
な
か
で
、
相
互
に
連

鎖
的
に
各
人
の
生
活
を
阻
害
し
あ
つ
て
い
る
結
果
と
し
て
、
社
会
全
体
に
大
ぎ
な
災
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
公
害
の
問
題
と
、
こ
れ
に
対
す
る
国

家
的
な
規
制
救
済
の
措
置
は
、
も
は
や
私
法
上
の
個
別
的
な
他
人
の
権
利
の
保
護
の
理
由
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
つ
て
、
ま
さ
に
公
益
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上
の
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
個
人
の
法
益
と
し
て
の
基
本
権
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
生
活
の
基
本
的
な
価
値
で
あ
る
が
、
し
か
し
国
家

の
措
置
に
よ
る
社
会
の
法
益
の
保
護
は
、
常
に
具
体
的
な
個
人
の
法
益
の
保
護
を
唯
一
の
決
定
的
な
理
由
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
ぞ
と

　
　
　
　
（
1
5
）

は
限
ら
な
い
。
さ
き
の
公
害
の
問
題
は
、
特
定
の
誰
か
が
、
特
定
の
相
手
方
の
権
利
や
生
活
の
安
全
を
害
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
極
め
て
多

数
の
人
口
の
集
中
と
、
こ
れ
に
伴
う
生
活
の
混
乱
の
な
か
に
生
じ
て
き
た
社
会
の
公
衆
全
体
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
表
現
の
自
由
と
個
人
の
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
の
衝
突
は
、
多
く
の
無
責
任
な
言
論
や
出
版
物
さ
ら
に
は
露
骨
な
宣
伝
広
告

の
横
行
と
い
う
社
会
一
般
の
好
ま
し
か
ら
ぬ
風
潮
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
確
か
に
そ
れ
自
体
が
、
一
つ
の
公
的
な
社
会
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
間
題
を
個
々
の
法
律
事
件
と
し
て
と
ら
え
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
き
の
公
害
問
題
の
場
合
と
違
つ
て
、
ま
さ
に
特
定

の
当
事
者
相
互
の
関
係
に
お
け
る
個
人
の
法
益
の
対
立
の
問
題
で
あ
り
、
両
者
は
、
と
も
に
他
人
の
権
利
な
い
し
は
そ
の
集
合
的
な
権
利
と
の
衝

突
の
問
題
と
し
て
、
法
的
に
同
じ
よ
う
な
論
理
と
判
別
の
基
準
を
も
つ
て
、
処
理
さ
れ
る
べ
ぎ
事
項
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
個
人
の
権
利

と
社
会
の
法
益
と
は
窮
極
に
お
い
て
両
者
が
結
合
し
、
相
互
に
競
合
し
あ
う
部
分
が
多
く
み
ら
れ
る
と
し
て
も
、
常
に
個
人
相
互
の
権
利
の
対
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

が
、
直
ち
に
必
然
的
に
社
会
の
公
益
的
な
問
題
を
発
生
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
部
分
的
に
限
定
さ
れ
た
個
人
法
益
の

対
立
の
問
題
と
、
社
会
全
体
の
公
的
な
法
益
の
保
護
の
た
め
に
す
る
基
本
権
の
限
界
規
制
の
間
題
と
で
は
、
考
察
の
段
階
や
基
準
を
明
確
に
区
別

す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
に
他
人
の
権
利
は
、
社
会
一
般
の
法
益
と
本
質
的
に
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
社
会
の
法

益
の
た
め
に
な
さ
れ
る
基
本
権
の
制
限
は
、
前
述
の
よ
う
に
憲
法
秩
序
の
観
念
に
よ
つ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

同
は
絶
対
に
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
つ
て
法
益
と
し
て
は
、
ま
だ
明
確
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
一
般
公
衆
の
事
実
上
の
便
宜
や
生

活
上
の
都
合
、
な
い
し
は
社
会
一
般
の
感
情
や
風
潮
さ
ら
に
は
世
間
一
般
の
取
引
上
の
単
な
る
経
済
的
な
利
便
等
は
、
個
人
の
事
実
上
の
利
益
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

除
外
さ
れ
て
い
る
と
同
様
に
、
他
人
の
権
利
の
観
念
か
ら
除
か
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
他
人
の
権
利
の
観
念
は
、
そ
れ
自
体
他
の
二
つ
の
法
益
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
特
定
の
内
容
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
、



各
人
の
基
本
権
の
本
質
的
な
内
容
と
、
ま
た
ボ
ン
基
本
法
の
基
本
権
の
保
障
に
関
す
る
論
理
体
系
と
か
ら
、
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
つ
て

立
法
機
関
は
．
任
意
に
、
そ
の
政
策
目
的
の
達
成
の
た
め
に
、
個
人
の
事
実
上
の
利
益
や
社
会
生
活
上
の
便
宜
を
と
り
上
げ
て
、
こ
れ
を
他
人
の

権
利
に
お
ぎ
か
え
、
そ
の
保
護
と
い
う
こ
と
を
名
目
に
し
て
、
基
本
権
の
法
律
制
定
に
よ
る
限
界
づ
け
を
、
ボ
ン
基
本
法
の
定
め
る
他
人
の
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の
範
囲
以
上
に
、
こ
れ
を
拡
大
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
憲
法
秩
序
を
根
拠
と
す
べ
き
社
会
公
益
の
た
め
に
す
る
基
本
権
の
限
界
づ

け
と
、
他
人
の
権
利
に
よ
る
個
人
法
益
の
調
整
の
た
め
に
す
る
限
界
づ
け
と
の
判
別
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
、
憲
法
上
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
誤
る
な
ら
ば
、
当
該
の
基
本
権
規
制
に
関
す
る
法
律
は
、
憲
法
違
反
と
な
る
の
で
あ
る
．
な
お
ま
た
警
察
権
は
、
社
会
公
共
の
安
全

と
秩
序
を
維
持
し
、
各
人
の
生
活
の
安
全
と
平
静
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
か
ら
、
窮
極
に
お
い
て
は
、
各
人
の
人
間
の
尊
厳
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

固
有
の
価
値
を
保
護
す
る
た
め
に
、
認
め
ら
れ
た
権
力
で
あ
る
．
し
か
し
警
察
権
の
行
使
を
直
接
に
根
拠
づ
け
て
い
る
の
は
、
各
人
の
個
別
的
な

権
利
や
私
的
な
利
益
の
保
護
の
必
要
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
は
社
会
公
共
の
必
要
の
点
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
従
つ

て
警
察
的
な
取
締
に
よ
る
基
本
権
の
制
限
は
、
単
に
他
人
の
権
利
の
保
護
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
秩
序
な
い
し
は
道
徳
律
に
よ
る
理
由
づ
け
も
必
要

　
　
　
　
　
（
2
1
）

と
な
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
国
家
の
法
益
と
の
区
別
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ボ
ン
基
本
法
第
二
条
の
他
人
の
権
利
は
、
対
等
な
個
人
相
互
の
関
係
に
お
け

る
基
本
権
の
限
界
づ
け
を
規
律
の
対
象
と
す
る
主
旨
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
公
権
力
の
主
体
た
る
国
ま
た
は
．
公
共
団
体
の
一
般
人
民
に
対
す
る
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

治
関
係
に
お
け
る
種
々
の
公
権
は
、
こ
の
場
合
の
他
人
の
権
利
の
な
か
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
国
家
の
存
立
や
そ
の
組
織
機

構
の
正
常
な
運
営
を
維
持
す
る
こ
と
の
た
め
に
な
さ
れ
る
基
本
権
の
限
界
づ
け
の
問
題
は
、
直
接
に
は
、
ま
さ
に
憲
法
秩
序
と
の
関
係
に
お
い
て

考
察
さ
れ
る
べ
き
事
項
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
特
定
の
権
利
主
体
相
互
の
対
等
な
法
律
関
係
に
お
け
る
権
利
主
張
の
対
立
の
問
題
と
は
、
別
の
事
が

ら
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
右
の
よ
う
な
国
家
の
法
益
の
問
題
と
は
別
に
、
国
ま
た
は
公
共
団
体
が
、
公
権
力
の
主
体
と
し
て
で
は
な
く
、
財
産
権
の
主
体
と
し
て

　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
（
八
二
九
）



　
　
　
人
格
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自
由
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展
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本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
　
（
八
三
〇
）

非
権
力
的
な
財
政
管
理
の
作
用
を
い
と
な
む
場
合
に
は
、
国
ま
た
は
公
共
団
体
の
行
為
は
、
一
般
人
民
と
同
等
の
立
場
に
お
い
て
、
法
の
規
制
の

も
と
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
国
ま
た
は
公
共
団
体
の
財
産
法
上
の
権
利
は
、
こ
こ
に
い
う
他
人
の
権
利
の
観
念
の
な
か
に
ふ
く
ま

　
（
2
3
）

れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
ー
マ
ン
は
、
財
政
の
主
体
と
し
て
の
国
庫
に
は
、
他
の
人
格
の
主
体
た
る
一
般
人
民
と
同
じ
よ

う
な
自
由
権
を
享
有
す
る
こ
と
が
、
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
国
庫
は
、
他
人
の
権
利
の
主
体
の
観
念
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

な
か
に
は
含
ま
れ
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
国
お
よ
び
公
共
団
体
が
、
そ
れ
自
体
自
然
人
の
よ
う
な
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
の
主
体
で

は
な
い
と
し
て
も
、
国
庫
と
し
て
と
ら
え
れ
ば
、
国
家
は
そ
の
独
自
の
財
産
権
を
有
し
、
こ
の
た
め
に
財
政
管
理
の
行
為
と
し
て
、
種
々
の
私
法

上
の
財
産
行
為
を
お
こ
な
い
、
ま
た
一
般
私
人
と
同
様
に
、
種
々
の
企
業
を
経
営
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
非
権
力

的
な
管
理
作
用
の
領
域
に
お
い
て
は
、
国
・
公
共
団
体
も
ま
た
一
般
私
人
と
同
様
に
、
私
法
上
の
権
利
主
体
と
し
て
の
地
位
を
承
認
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
財
産
権
や
各
種
の
公
企
業
の
経
営
に
関
す
る
権
利
が
、
法
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
個
人
の
権
利
の
場
合
と
同

様
に
必
要
で
あ
り
、
各
人
の
基
本
権
が
、
こ
れ
ら
の
国
・
公
共
団
体
の
権
利
の
た
め
に
限
界
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
個
人
相
互
の
関
係
の
場
合
と
同

様
で
あ
る
．
例
え
ば
．
国
・
公
共
団
体
が
土
地
建
物
お
よ
び
そ
の
他
の
財
産
を
所
有
し
、
ま
た
種
々
の
公
的
な
事
業
を
経
営
し
て
い
る
場
合
に
、

こ
れ
ら
の
所
有
権
や
営
業
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
各
人
の
基
本
権
を
援
用
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
で
あ
る
．
従
つ
て
個
人
の
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
を
、
右
の
よ
う
な
国
庫
の
権
利
に
よ
つ
て
限
界
づ
け
る
こ
と
は
、
権
力
支
配
の
統

治
関
係
で
は
な
く
て
、
各
人
相
互
の
対
等
な
関
係
と
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
事
項
で
あ
り
、
法
律
に
よ
つ
て
既
に
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
権

利
の
た
め
に
、
基
本
権
が
限
界
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
各
個
人
相
互
の
関
係
の
場
合
と
、
国
庫
の
場
合
と
で
、
本
質
的
に
相
違
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。

　
も
つ
と
も
、
他
人
の
権
利
の
保
護
に
よ
る
限
界
づ
け
が
間
題
と
な
る
の
は
、
各
人
相
互
の
対
等
な
関
係
の
場
合
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
財
政
の
主

体
と
し
て
の
国
・
公
共
団
体
の
行
為
で
も
、
も
は
や
非
権
力
的
な
管
理
行
為
で
は
な
く
て
、
公
権
力
の
作
用
を
伴
う
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
作
用



に
よ
る
基
本
権
の
制
限
を
、
他
人
の
権
利
に
よ
つ
て
理
由
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
公
租
公
課
の
賦
課
徴
収
は
、
国
家
の
か
か

る
公
権
を
他
人
の
権
利
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
こ
れ
は
、
国
家
の
統
治
作
用
の
一
つ
と
し
て
憲
法
秩
序
の
範
疇
に
属
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
（
2
5
）

に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
専
売
事
業
の
独
占
と
そ
れ
に
伴
う
個
人
の
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
の
制
限
も
、
事
業
の
独
占
そ
の
こ
と
の
根
拠

を
求
め
れ
ば
、
他
人
の
権
利
に
よ
つ
て
判
断
す
べ
き
事
項
で
は
な
く
て
、
憲
法
秩
序
に
よ
つ
て
理
由
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
他

人
の
権
利
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
基
本
権
の
限
界
は
、
主
と
し
て
対
等
な
法
律
関
係
の
も
と
に
あ
る
権
利
主
体
相
互
の
間
の
権
利

の
対
立
を
調
整
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
・
公
共
団
体
と
い
え
ど
も
、
非
権
力
的
な
関
係
の
場
合
に
は
そ
の
権
利
を
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

人
の
権
利
と
し
て
取
扱
つ
て
差
支
え
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
他
人
の
権
利
に
よ
る
基
本
権
の
限
界
づ
け
と
関
連
し
て
、
非
権
力
的
な
管
理
作
用
と
権
力
的
な
行
政
作
用
と
の
区
別
に
つ
い
て
微
妙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

な
間
題
を
提
供
す
る
の
が
、
公
共
用
物
の
管
理
と
そ
の
一
般
使
用
の
規
制
の
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
右
に
の
べ
た
よ
う
に
管
理
権
に
も
と
づ
く

各
人
の
権
利
自
由
の
制
限
は
、
ま
さ
に
国
・
公
共
団
体
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
他
人
の
権
利
に
よ
る
限
界
づ
け
で
あ
る
が
、
公
共
の
安
全
の
警
察

目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
る
基
本
権
に
対
す
る
規
制
は
、
個
人
の
法
益
と
は
別
の
法
益
と
の
関
係
で
、
ボ
ソ
基
本
法
の
も
と
で
は
、
憲
法
秩
序
に
よ

る
限
界
づ
け
の
範
囲
に
属
す
べ
き
事
項
と
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
道
路
・
公
園
等
の
一
般
公
衆
の
共
同
使
用
の
た
め
に
提
供
さ
れ
て
い
る
財
産

の
管
理
に
つ
い
て
、
国
・
公
共
団
体
は
、
そ
の
管
理
権
の
範
囲
内
に
お
い
て
公
衆
の
一
般
使
用
を
認
め
る
と
と
も
に
、
各
人
が
他
人
の
共
同
使
用

を
相
互
に
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
管
理
上
公
衆
の
使
用
関
係
を
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
か
か
る
公
物
管
理
の
反
射
的
な
効
果
と
し
て
、

各
人
は
、
同
一
条
件
の
も
と
に
公
共
用
物
を
自
由
に
共
同
で
使
用
し
う
る
利
益
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
各
人
は
こ
の
一
般
使
用
の
範
囲
内
に

お
い
て
は
、
各
自
の
基
本
権
を
理
由
に
し
て
、
他
の
共
同
使
用
者
の
使
用
の
自
由
を
排
除
し
、
自
己
の
優
先
権
だ
け
を
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

　
　
　
　
　
（
2
8
）

る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
公
共
用
物
の
管
理
者
は
、
当
該
公
物
の
本
来
の
目
的
を
達
成
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
管
理
権
を
認
め
ら
れ
、
し
か
も
公

物
の
使
用
関
係
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
．
そ
の
適
正
な
管
理
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
使
用
の
認
め
ら
れ
る
べ
き
範
囲
に
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八
三
一
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一
〇
二
　
　
　
（
八
三
二
）

お
い
て
は
、
各
人
の
自
由
な
使
用
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
管
理
者
は
、
理
由
な
く
利
用
者
を
制
限
し
、
差
別
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
。
そ
こ
で
か
か
る
一
般
使
用
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
各
人
の
反
射
的
な
利
益
は
、
そ
れ
自
体
は
権
利
で
は
な
い
に
し
て
も
、
す
で
に
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

べ
た
よ
う
に
、
必
要
に
よ
つ
て
は
こ
こ
に
い
う
他
人
の
権
利
の
観
念
の
な
か
に
ふ
く
め
て
、
法
的
な
保
護
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま

た
同
時
に
公
物
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
国
・
公
共
団
体
の
公
物
管
理
権
に
つ
い
て
も
、
法
的
な
保
障
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ

て
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
一
般
使
用
に
対
す
る
管
理
上
の
制
限
は
、
ま
さ
に
他
人
の
権
利
に
よ
る
限
界
づ
け
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
故
に
公
物
管
理
権
に
も
と
づ
い
て
、
公
園
の
美
観
や
施
設
を
維
持
す
る
た
め
に
、
そ
の
一
般
使
用
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
公
物
の
使
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）

者
お
よ
び
使
用
条
件
等
に
つ
い
て
平
等
原
則
に
違
反
し
な
い
限
り
、
管
理
者
は
管
理
権
の
範
囲
内
で
、
こ
れ
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

つ
て
、
各
人
は
、
人
格
発
展
の
一
般
的
な
自
由
権
を
理
由
に
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
し
か
し
公
物
の
管
理
権
は
、
公
物
本
来
の
目
的
達
成
の
範
囲
内
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
管
理
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

に
よ
る
使
用
制
限
を
お
こ
な
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
右
の
管
理
権
の
濫
用
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
も
つ
ぱ
ら
治
安
目
的
の
必
要
上
、

特
定
の
政
治
団
体
や
宗
教
そ
の
他
の
団
体
組
織
の
集
会
を
禁
止
す
る
た
め
に
、
公
共
用
物
の
管
理
権
を
援
用
す
る
こ
と
は
権
限
の
濫
用
で
違
法
で

あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
社
会
公
共
の
秩
序
を
維
持
す
る
目
的
の
た
め
に
使
用
制
限
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
警
察
権
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
つ
て
、
そ
う
な
れ
ば
、
も
は
や
他
人
の
権
利
に
よ
る
限
界
づ
け
だ
け
で
は
、
理
由
づ
け
ら
れ
な

い
こ
と
に
な
る
．
従
つ
て
右
の
集
会
の
場
合
で
も
、
極
め
て
多
く
の
参
加
者
が
予
想
さ
れ
、
こ
の
た
め
に
そ
れ
は
も
は
や
一
般
使
用
と
い
う
べ
き

状
態
を
こ
え
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
公
園
施
設
等
の
荒
廃
の
危
険
が
十
分
に
予
測
さ
れ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
集
会
の
た
め
の
公
物
使
用
を
管
理

権
に
よ
つ
て
拒
否
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
も
、
ま
た
権
限
の
濫
用
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
管
理
権
と
警
察
権
に
よ
る
規
制
と
の
区
別
は
、
理
論

的
に
は
ま
さ
に
右
の
よ
う
に
明
確
に
わ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
使
用
制
限
が
、
実
際
に
果
し
て
い
ず
れ
の
目
的
と
根
拠
に
よ
つ

て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
こ
の
場
合
の
管
理
権
の
濫
用
い
か
ん
は
、
そ
の
判
別
が
困
難
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
は
、
種
々
の



客
観
的
な
実
情
と
の
関
連
に
お
い
て
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
基
本
権
の
限
界
づ
け
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
観
点
か
ら
こ
れ
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
制
の
根
拠
は
、
夫

々
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
．
公
安
維
持
の
た
め
に
自
由
を
制
限
す
る
手
段
と
し
て
、
公
物
の
管
理
権
を
も
ち
出
し
、
し
か

も
本
来
の
警
察
権
の
範
囲
内
で
は
、
許
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
他
人
の
権
利
に
よ
る
基
本
権
の
限
界
づ
け
が
、
広
い

範
囲
に
わ
た
つ
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
見
の
が
す
な
ら
ば
、
基
本
権
の
制
限
は
、
む
や
み
に
濫
用
さ
れ
る
べ
き
弊
害
を
生
ず
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
基
本
権
制
限
の
根
拠
と
な
る
べ
き
種
々
の
法
益
は
、
憲
法
上
常
に
正
確
に
区
別
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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益
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険
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防
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保
護
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
公
衆
の
権

　
利
、
す
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わ
ち
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共
の
安
全
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が
個
別
的
に
基
本
権
の
限
界
と
な
る
と
共
に
、
ま
た
三
者
が
相
互
に
競
合
し

　
て
、
限
界
を
形
成
す
る
こ
と
も
あ
る
。

（
2
2
）
寓
塁
自
－
∪
窪
幹
鉾
勲
ρ
o
o
．
“
し
9
乞
甘
需
議
Φ
ざ
鋭
鋭
ρ
ψ
刈
o。
ω
㌔
o。
鳶
。

（
2
3
）
　
竃
讐
震
－
∪
辞
一
堕
鋭
鉾
ρ
堕
一
9
乞
甘
冨
議
亀
｝
鉾
P
ρ
¢
刈
o。
全

（
2
4
）
　
国
陣
ヨ
導
P
鋭
P
O
’
o
Q
。
oo
O
“
留
冨
‘
U
。
暮
8
げ
窪
ミ
マ
§
訂
津
ω
く
。
ぽ
”
器
彗
魑
§
算
、
ψ
鳶
。

（
2
5
）
　
冒
翌
醤
も
牙
茜
勲
些
ρ
の
。
H
9
し
か
し
マ
ン
ゴ
ル
ト
“
ク
ラ
イ
ン
の
註
解
で
は
、
国
・
公
共
団
体
の
徴
税
権
等
の
財
政
上
の
権
利
を
、
ひ
ろ
く
他
人
の
権
利
の

　
観
念
の
な
か
に
ふ
く
め
て
い
る
（
蜜
導
磐
一
騨
－
困
。
β
鉾
鉾
O
。
の
・
旨
o。
ご
。

（
2
6
）
　
財
政
上
の
国
の
権
利
が
、
す
べ
て
他
人
の
権
利
の
観
念
に
入
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
権
利
行
使
の
作
用
が
、
優
越
的
な
権
力
作
用
の
性
格
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
れ

　
は
も
は
や
他
人
の
権
利
で
は
な
く
、
憲
法
秩
序
の
問
題
で
あ
る
。
租
税
国
庫
の
場
合
は
、
他
人
の
権
利
で
説
明
す
べ
き
で
は
な
い
（
竃
鎧
召
と
畦
貫
鉾
勲
ρ
¢
5
）
。
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9
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O
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2
ぢ
冨
昌
①
ど
鉾
鉾
O
。
の
。
刈
o。
N
一
刈
oo
伊

前
節
八
六
頁
参
照
。
2
言
需
旨
①
ざ
鉾
穿
ρ
ψ
お
鱒

わ
が
国
で
は
、
皇
居
外
苑
の
集
会
に
対
す
る
使
用
不
許
可
を
、

目
翌
目
－
∪
驚
蒔
｝
斜
●
費
●
O
幹
一
9
》
づ
琴
一
’

管
理
権
て
理
由
づ
け
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
（
田
上
・
要
説
・
八
四
頁
参
照
）
．

五
　
結

蓋五
口口

　
基
本
権
と
い
え
ど
も
、
決
し
て
絶
対
無
制
限
の
も
の
で
は
な
く
．
本
質
的
に
内
在
的
な
制
約
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
．
成
立
し
得
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
の
べ
て
ぎ
た
通
り
で
あ
る
．
そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
人
格
発
展
の
一
般
的
な
自
由
権
が
、

他
人
の
権
利
の
な
り
立
つ
と
こ
ろ
に
、
そ
の
限
界
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
社
会
の
共
同
生
活
に
お
け
る
相
互
主
義
の
思
想
か
ら
導
き
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
る
必
然
的
な
結
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
．
そ
れ
故
に
法
的
に
は
、
相
互
に
、
他
人
の
権
利
特
に
基
本
権
に
対
す
る
侵
害
行
為
が
禁
止

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
各
人
の
自
由
権
は
、
他
人
の
自
由
の
領
域
を
侵
害
し
な
い
限
度
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
享
有
が
許
さ

れ
る
の
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
各
人
の
自
由
な
生
活
の
相
互
の
境
界
を
区
画
し
、
各
人
の
生
活
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

法
的
な
規
制
は
、
決
し
て
自
由
に
対
す
る
干
渉
侵
害
と
し
て
、
う
け
と
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
．
確
か
に
自
由
平
等
の
確
信
に
も
と
づ
く
天

賦
の
人
権
思
想
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
自
由
の
侵
害
に
対
し
て
．
人
間
固
有
の
尊
厳
の
価
値
を
維
持
し
回
復
す
る
た
め
に
、
専
断
的
な
権
力
に
よ

る
基
本
権
の
侵
害
を
排
除
す
る
こ
と
を
も
つ
て
、
信
条
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
社
会
の
共
同
生
活
の
基
本
原
理
と
も
い
う
べ
き
法
的
な

規
律
ま
で
も
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
．
ボ
ン
基
本
法
が
、
人
格
発
展
の
一
般
的
な
自
由
権
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
基
本
権
の
内
在

的
な
限
界
を
、
憲
法
と
し
て
直
接
に
明
文
を
も
つ
て
定
め
て
い
る
の
は
、
自
由
に
対
す
る
国
家
権
力
の
干
渉
侵
害
を
許
容
し
て
い
る
意
味
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

く
、
人
間
の
共
同
生
活
に
お
け
る
基
本
原
理
へ
の
復
帰
指
令
（
窪
。
写
。
著
畠
巨
。
q
）
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
賦
人
権
思
想
の
誤
解
に

　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
　
　
（
八
三
五
）



　
　
　
人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
　
（
八
三
六
）

よ
る
自
由
の
堕
落
と
も
い
う
べ
き
無
秩
序
な
混
乱
に
対
す
る
警
告
で
あ
り
、
注
意
の
喚
起
で
も
あ
る
。
従
つ
て
他
人
の
権
利
と
の
関
係
に
お
い

て
、
各
人
の
基
本
権
の
行
使
に
対
し
て
、
相
互
に
加
え
ら
れ
る
法
的
な
規
制
は
、
そ
れ
自
体
が
、
自
由
に
対
す
る
権
力
的
な
侵
害
を
意
味
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
、
自
由
が
基
本
権
と
し
て
、
法
の
世
界
に
お
い
て
法
的
な
観
念
と
し
て
成
立
す
る
た
め
の
基
本
的
な
条
件
で
あ

り
、
も
し
、
こ
れ
を
欠
く
な
ら
ば
、
人
格
の
発
展
の
自
由
は
、
実
は
、
法
の
領
域
を
ふ
み
こ
え
た
事
実
上
の
各
人
の
露
骨
な
暴
力
に
転
化
し
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
基
本
権
に
対
す
る
限
界
づ
け
は
、
こ
れ
ま
た
絶
対
無
制
限
に
お
こ
な
い
得
る
も
の
で
は
な
い
。
他
人
の
権
利
と
の
関
係
に
お
い
て
導

き
出
さ
れ
る
限
界
は
、
ボ
ン
基
本
法
第
二
条
お
よ
び
基
本
権
保
障
の
論
理
体
系
か
ら
結
論
さ
れ
る
限
度
に
止
め
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
限

界
を
こ
え
れ
ば
、
当
該
の
規
制
措
置
は
、
憲
法
違
反
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
立
法
者
は
、
基
本
権
の
限
界
づ
け
に
関
す
る
法
律
を
、
た
だ

一
般
的
な
規
律
と
し
て
．
ボ
ン
基
本
法
の
拘
束
の
も
と
に
、
そ
の
定
め
る
限
界
の
な
か
で
の
み
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
執
行
機
関

お
よ
び
裁
判
所
は
、
憲
法
お
よ
び
法
律
の
基
準
に
も
と
づ
い
て
具
体
的
な
規
制
措
置
と
法
判
断
を
決
定
す
る
よ
う
に
、
厳
重
に
法
的
に
拘
束
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
基
本
権
に
対
す
る
必
要
以
上
の
制
約
は
、
も
は
や
各
人
が
基
本
権
を
享
有
す
る
た
め
の
相
互
の
境
界
の
確
定
と
い

う
よ
り
も
基
本
権
に
対
す
る
侵
犯
で
あ
り
、
基
本
権
の
本
質
的
な
内
容
に
対
す
る
侵
害
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ま
た
ボ
ソ
基
本
法
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

九
条
第
二
項
の
本
質
的
な
内
容
の
保
障
に
関
す
る
条
項
に
よ
つ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
無
視
し
た
規
制
立
法
や
取
締
措
置

が
、
違
憲
と
し
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
基
本
権
の
限
界
づ
け
は
、
各
人
相
互
の
基
本
権
の
対
立
の
場
合
に
は
、
両

者
の
基
本
権
に
対
す
る
慎
重
な
比
較
衡
量
と
、
平
等
原
則
に
も
と
づ
く
公
平
な
調
整
が
、
憲
法
上
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
立
法

部
を
も
ふ
く
め
て
、
す
べ
て
の
国
家
機
関
が
、
ボ
ン
基
本
法
の
基
本
権
の
規
定
に
よ
つ
て
直
接
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
基
本

権
の
規
制
に
関
す
る
理
由
づ
け
も
、
前
述
の
よ
う
に
憲
法
に
よ
つ
て
厳
重
に
区
分
さ
れ
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
単
に
相
互
の
基
本
権
に
関

す
る
主
張
の
衝
突
の
調
整
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
こ
れ
を
広
く
解
釈
し
て
、
基
本
権
の
限
界
の
す
べ
て
を
他
人
の
権
利
だ
け
で
説
明
づ
け
る
こ
と



は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
憲
法
秩
序
や
道
徳
律
に
よ
る
限
界
づ
け
と
他
人
の
権
利
に
よ
る
場
合
と
で
は
、
論
理
的
に
正
確
に
区
分
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
憲
法
秩
序
お
よ
び
道
徳
律
に
よ
る
限
界
は
、
な
お
別
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
日
本
国
憲
法
の
公
共
の
福
祉
を
理
解
す
る
に
あ
た
つ
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
単
に
社
会
共
同
の
利
益
と
か
、
各
人
相
互
の

権
利
の
均
衡
と
か
、
単
純
な
画
一
的
な
概
念
構
成
の
み
で
は
説
明
し
つ
く
せ
な
い
複
合
概
念
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
解
明
の
手
が
か

り
を
得
る
た
め
に
、
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
基
本
権
の
限
界
と
そ
の
本
質
的
な
内
容
の
保
障
の
各
部
分
に
つ
い
て
、
な
お
分
析
を
つ
づ
け
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
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目
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捗
人
権
の
内
在
的
な
制
限
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
人
権
の
限
界
と
い
う
よ
り
も
、
権
利
成
立
の
要
件
で
あ
り
、
権
利
の
観
念

　
　
そ
れ
自
体
と
い
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き
も
の
で
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る
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記
本
研
究
は
、
昭
和
三
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費

　
の
研
究
報
告
の
一
部
で
あ
る
。

（
各
個
研
究
）
一
二
〇
五
四
号
「
基
本
的
人
権
の
包
括
的
保
障
と
憲
法
に
お
け
る
法
的
評
価
の
基
準
」

人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利

一
〇
七

（
八
三
七
）


