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八
四
　
　
　
（
九
七
八
）

〔
労
働
法
・
経
済
法
　
一
〇
五
〕
　
郵
政
局
職
員
の
政
治
的
行
為
と
刑
事
罰

癬灘羅糠

妻
遥

〔
事
実
〕
。

　
一
事
実
の
概
要

　
ω
被
告
人
は
、
北
海
道
宗
谷
郡
猿
払
村
字
鬼
志
別
に
所
在
す
る
鬼
志
別
郵
便

局
に
動
務
す
る
郵
政
事
務
官
で
あ
つ
て
、
猿
払
地
区
労
働
組
合
協
議
会
事
務
局

長
を
勤
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
郵
便
局
に
お
い
て
、
郵
便
貯
金
、
簡
易

保
険
等
に
関
し
現
金
お
よ
び
書
類
等
を
検
査
し
、
右
現
金
の
払
込
窓
口
担
当
者

へ
の
引
継
ぎ
等
の
内
勤
事
務
、
電
話
交
換
事
務
等
に
従
事
す
る
非
管
理
職
の
職

員
で
あ
り
、
そ
の
職
務
内
容
は
、
郵
便
貯
金
取
扱
規
程
、
保
険
料
徴
収
原
簿
契

約
の
取
扱
手
続
と
題
す
る
通
達
等
に
よ
つ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。

③
被
告
人
は
、
昭
和
四
二
年
一
月
八
日
告
示
の
第
三
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙

に
際
し
、
右
地
区
労
協
の
決
定
に
従
い
日
本
社
会
党
候
補
支
援
の
目
的
を
も
つ

て
、
そ
の
職
務
を
利
用
す
る
こ
と
な
く
、
い
ず
れ
も
勤
務
時
間
外
に

　
④
同
月
八
日
、
右
候
補
の
選
挙
用
ポ
ス
タ
ー
六
枚
を
六
箇
所
の
公
営
掲
示
場

　
に
掲
示
し
、

　
⑤
尉
月
七
日
か
ら
九
日
ま
で
の
間
、
同
郵
便
局
内
に
お
い
て
、
猿
払
村
居
住

　
の
A
ほ
か
三
名
に
対
し
右
候
補
等
の
選
挙
用
ポ
ス
タ
ー
合
計
蝋
八
四
枚
の
掲



示
を
そ
れ
ぞ
れ
依
頼
し
て
郵
送
配
布
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
③
被
告
人
の
右
行
為
は
、
人
事
院
規
則
一
四
ー
七
、
匠
項
三
号
、
六
項
一
三

号
（
政
治
的
目
的
を
有
す
る
署
名
又
は
無
署
名
の
文
書
、
図
面
、
音
盤
又
は
形
象
を
発
行

し
、
回
覧
に
供
』
掲
示
し
若
し
く
は
配
布
し
、
又
は
多
数
人
に
対
し
朗
読
し
若
し
く
は

聴
取
さ
せ
、
或
い
は
こ
れ
ら
の
用
に
供
す
る
た
め
に
著
作
し
又
は
編
集
す
る
こ
と
）
所

定
の
文
書
を
掲
示
し
も
し
く
は
配
布
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
公
務
員
法

一
〇
二
条
一
項
、
同
法
一
一
〇
条
一
項
一
九
号
に
該
当
す
る
と
し
て
起
訴
さ
れ

た
。
右
規
則
一
項
は
、
「
す
べ
て
の
一
般
職
に
属
す
る
職
員
に
適
用
す
る
」
と
定

め
、
同
四
項
に
は
、
『
職
員
が
勤
務
時
間
外
に
お
い
で
行
う
場
合
に
お
い
て
も

適
用
さ
れ
る
』
と
し
て
い
る
。

　
二
　
第
一
審
判
決
（
旭
川
地
裁
昭
四
三
・
三
。
二
五
判
決
。
下
刑
集
一
〇
・
三
・
二

九
三
）
は
、
『
国
家
公
務
員
に
つ
き
国
民
の
基
本
的
人
権
の
一
つ
で
あ
る
政
治
活

動
を
ど
の
程
度
制
約
で
き
る
か
に
つ
き
、
そ
の
判
断
権
は
、
一
次
的
に
は
国
会

お
よ
び
国
会
の
委
任
を
受
け
て
規
則
を
制
定
し
た
人
事
院
に
あ
る
と
解
す
る
け

れ
ど
も
、
こ
の
公
務
員
の
政
治
活
動
の
自
由
の
制
約
に
つ
い
て
は
、
そ
の
違
反

行
為
に
課
せ
ら
れ
る
制
裁
を
含
み
そ
の
制
約
の
程
度
が
、
社
会
一
般
に
存
在
し

て
い
る
観
念
を
と
び
超
え
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
制
約
が
合
理
的
で

な
い
と
判
断
す
る
権
能
を
有
す
る
と
解
す
る
。
』
『
法
が
あ
る
行
為
を
禁
じ
そ
の

禁
止
に
よ
つ
て
国
民
の
憲
法
上
の
権
利
に
あ
る
程
度
の
制
約
を
加
え
ら
れ
る
場

合
、
そ
の
禁
止
行
為
に
違
反
し
た
場
合
に
加
え
ら
れ
る
ぺ
き
制
裁
は
、
法
自
的

を
達
成
す
る
に
必
要
最
小
限
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
の
定
め
て

い
る
制
裁
方
法
よ
り
も
、
よ
り
狭
い
範
囲
の
制
裁
方
法
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
つ

て
ひ
と
し
く
法
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
法
の
定
め
て
い

判
例
研
究

る
広
い
制
裁
方
法
は
法
臼
的
達
成
の
必
要
最
小
限
度
を
超
え
た
も
の
と
し
て
違

憲
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
』
『
非
管
理
職
で
あ
る
現
業
公
務
員
で
、
そ
の
職
務
内

容
が
機
械
的
労
務
の
提
供
に
止
ま
る
も
の
が
、
勤
務
時
間
外
に
、
国
の
施
設
を

利
用
す
る
こ
と
な
く
、
か
っ
職
務
を
利
用
し
若
し
く
は
そ
の
公
正
を
害
す
る
意

図
な
し
で
行
つ
た
人
事
院
一
四
ー
七
、
六
項
＝
二
号
の
行
為
で
且
つ
労
働
組
合

の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
所
為
に
刑
事
罰
を
加
え
る
こ
と
を
そ
の
適
用
範
囲
内

に
予
定
し
て
い
る
国
公
法
一
一
〇
条
一
項
一
九
号
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
に
適

用
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
行
為
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
は
合
理
的
に
し
て
必

要
最
小
限
の
域
を
超
え
、
本
件
被
告
人
の
行
為
に
国
公
法
の
右
規
足
を
適
用
す

る
限
度
に
お
い
て
、
憲
法
二
一
条
お
よ
び
一
三
条
に
違
反
す
る
の
で
、
こ
れ
を

被
告
人
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
』

　
第
二
審
判
決
（
札
幌
高
裁
昭
四
四
・
六
・
二
四
判
決
。
判
例
時
報
置
六
〇
・
三
〇
）

は
、
『
言
論
の
自
由
な
い
し
政
治
活
動
の
自
由
を
め
ぐ
る
司
法
審
査
に
つ
い
て

は
立
法
府
の
広
範
な
裁
量
を
前
提
と
す
る
合
理
性
の
基
準
は
必
ず
し
も
適
切
で

は
な
ど
と
し
て
、
『
同
じ
目
的
を
達
成
で
き
る
、
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の

選
び
う
る
手
段
一
と
い
う
基
準
に
準
拠
し
て
、
第
一
審
判
決
と
同
様
、
適
用
違

憲
に
よ
り
被
告
人
に
つ
き
無
罪
と
し
た
。

　
三
　
こ
の
第
二
審
判
決
に
対
し
、
検
察
官
か
ら
上
告
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
。

そ
の
上
告
趣
意
は
、
憲
法
違
反
、
判
例
違
反
な
ど
多
岐
に
わ
た
つ
て
い
る
ボ
、

要
す
る
に
、
精
神
的
自
由
に
対
す
る
制
約
に
つ
い
て
も
、
『
立
法
府
の
裁
量
権

に
属
す
る
も
の
で
、
そ
の
制
限
の
程
度
が
い
ち
じ
る
し
く
右
の
適
正
な
均
衡
を

破
り
、
明
ら
か
に
不
合
理
で
あ
つ
て
、
立
法
府
が
そ
の
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱

し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
い
限
り
そ
の
判
断
嫁
合
憲
』
と
す
る
と
の
設
高

八
匠

（
九
七
九
）



　
　
　
判
例
研
究

裁
判
所
昭
和
四
〇
年
七
月
一
四
日
大
法
廷
判
決
の
い
わ
ゆ
る
合
理
性
の
基
準
に

よ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
原
判
決
は
、
こ
れ
を
否
定
す
べ
き
理
由
も
示
さ
ず
、

『
よ
り
制
限
的
で
な
い
飽
の
選
び
う
る
手
段
』
の
基
準
を
用
い
、
且
つ
適
用
違

憲
と
い
う
従
来
に
な
い
思
考
方
法
に
よ
つ
牝
も
の
で
あ
る
旨
を
主
張
し
て
い

る
●〔

判
旨
〕

　
破
棄
自
判
（
罰
金
五
千
円
）

　
一
　
本
件
政
治
的
行
為
の
禁
止
の
合
憲
性

　
⇔
憲
法
二
剃
条
の
保
障
す
る
表
現
の
自
由
、
政
治
的
行
為
の
自
由
は
、
基
本

的
人
権
の
う
ち
で
も
と
り
わ
け
糞
要
な
も
の
で
あ
り
、
法
律
に
よ
つ
て
も
み
だ

り
に
制
限
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
行
政
は
、
『
憲
法
の
定
め
る
統
治
組
織
の
構
造
に
照
ら
し
、
議
会
制
民
主
主

義
に
基
づ
く
政
治
過
程
を
経
て
決
定
さ
れ
た
政
策
の
忠
実
な
遂
行
を
期
し
、
も

つ
ば
ら
国
民
全
体
に
対
す
る
奉
仕
を
旨
と
し
、
政
治
的
偏
向
を
排
し
て
運
営
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
…
…
行
政
⑳
中
立
的
運
営
が
確
保
さ

れ
、
こ
れ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
、
憲
法
の
要
請
に
か

な
う
も
の
で
あ
り
、
国
民
全
体
の
重
要
な
利
益
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
を
損
う
お
そ
れ
の
あ
る
公

務
員
の
政
治
的
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
合
理
的
で
必
要
や
む
を
え

な
い
限
度
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
憲
法
の
許
容
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
』

　
⇔
国
公
法
繍
O
二
条
一
項
及
び
規
則
に
よ
る
公
務
員
に
対
す
る
政
治
的
行
為

の
禁
止
が
右
の
合
理
的
で
必
要
や
む
を
え
な
い
限
度
に
と
ど
ま
る
も
の
か
否
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
　
（
九
八
O
）

を
判
断
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
次
の
三
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
を
要
す
る
β

　
ω
政
治
的
行
為
の
禁
止
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
『
も
し
公
務
員
の
政
治
的
行

為
の
す
べ
て
が
自
由
に
放
任
さ
れ
る
と
き
は
、
お
の
ず
か
ら
公
務
員
の
政
治
的

中
立
性
が
損
わ
れ
、
た
め
に
そ
の
職
務
の
遂
行
ひ
い
て
は
そ
の
属
す
る
行
政
機

関
の
公
務
の
運
営
に
党
派
的
偏
向
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
り
、
行
政
の
中
立
的
運

営
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
損
わ
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
ま
た
、
公
務
員
の

右
の
よ
う
な
党
派
的
偏
向
は
、
遂
に
政
治
的
党
派
の
行
政
へ
の
不
当
な
介
入
を

容
易
に
し
、
行
政
の
中
立
的
運
営
が
歪
め
ら
れ
る
可
能
性
が
一
層
増
大
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
拡
大
す
れ
ば
、
本
来
政
治
的
中
立
を
保
ち

っ
っ
一
体
と
な
つ
て
国
民
全
体
に
奉
仕
す
べ
き
責
務
を
負
う
行
政
組
織
の
内

部
に
深
刻
な
政
治
的
対
立
を
醸
成
し
、
そ
の
た
め
行
政
の
能
率
的
で
安
定
し
た

運
営
は
阻
害
さ
れ
、
ひ
い
て
は
議
会
制
民
主
主
義
の
政
治
過
程
を
経
て
決
定
さ

れ
た
国
の
政
策
の
忠
実
な
遂
行
に
も
重
大
な
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
り
、

…
…
こ
の
よ
う
な
弊
害
の
発
生
を
防
止
し
、
行
政
の
中
立
的
運
営
と
こ
れ
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
、
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
を
損
う
お
そ

れ
の
あ
る
政
治
的
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
憲
法
の
要
請
に
応
え
、

公
務
員
を
含
む
国
民
全
体
の
共
同
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
の
措
置
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
は
正
当
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
』

　
②
右
禁
止
の
目
的
と
禁
止
さ
れ
る
行
為
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
『
右
の

よ
う
な
弊
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
を
損
う
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
政
治
的
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
ば
、
禁
止
臼
的
と

の
間
に
合
理
的
な
関
連
性
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
－
た
と
え

そ
の
禁
止
が
、
公
務
員
の
職
種
、
職
務
権
限
、
勤
務
時
間
の
内
外
、
国
の
施
設
の



魏
用
の
有
無
等
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
行
政
の
中
立
的
運
営
を
直

接
、
具
体
的
に
損
う
行
為
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
右
の
合
理

的
な
関
連
性
が
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
』

　
③
政
治
的
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
利
益
と
禁
止
す
る
こ

と
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
と
の
均
衡
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
公
務
員
の
政
治
的

中
立
性
を
損
う
お
そ
れ
の
あ
る
行
動
類
型
に
属
す
る
政
治
的
行
為
を
、
こ
れ
に

内
包
さ
れ
る
意
見
表
明
そ
の
も
の
の
制
約
を
ね
ら
い
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の

行
動
の
も
た
ら
す
弊
害
の
防
止
を
ね
ら
い
と
し
て
禁
止
す
る
と
き
は
、
同
時
に

そ
れ
に
よ
り
意
見
表
明
の
自
由
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
単
に

行
動
の
禁
止
に
伴
う
限
度
で
の
問
接
的
、
付
随
的
な
制
約
に
過
ぎ
ず
、
か
つ
国

公
法
一
〇
二
条
幽
項
及
ぴ
規
則
の
定
め
る
行
動
類
型
以
外
の
行
為
に
よ
り
意
見

を
表
明
す
る
自
由
ま
で
も
制
約
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
面
、
禁
止
に
よ
り
得

ら
れ
る
利
益
は
、
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
を
維
持
し
、
行
政
の
中
立
的
運
営

と
こ
れ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
と
い
う
国
民
全
体
の
共
同
利
益
な

の
で
あ
る
か
ら
、
得
ら
れ
る
利
益
は
、
失
わ
れ
る
利
益
に
比
し
て
さ
ら
に
重
要

な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
禁
止
は
利
益
の
均
衡
を
失
す
る
も
の
で
は

な
い
。
』

　
鈎
規
則
匠
項
三
号
、
六
項
一
三
号
の
政
治
的
行
為
は
、
『
特
定
の
政
党
を
支

持
す
る
政
治
的
目
的
を
有
す
る
文
書
を
掲
示
し
又
ば
配
布
す
る
行
為
で
あ
つ

て
、
政
治
的
偏
向
の
強
い
行
動
類
型
に
属
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
政
治
的

行
為
の
中
で
も
、
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
の
維
持
を
損
う
お
そ
れ
が
強
い
と

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
行
為
の
禁
止
と
の
間
に
合
理
的
な
関
連
性

を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
・
ま
た
、
そ
の
行
為
の
禁
止
は
、
…
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…
国
民
全
体
の
共
同
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
禁
止

に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
と
こ
れ
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
と
の
間
に
均
衡
を
失
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
国
公
法
等
の
右
規
定

は
、
合
理
的
で
必
要
や
む
を
え
な
い
限
度
を
超
え
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、

憲
法
二
一
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
』

　
四
『
本
件
の
よ
う
な
政
治
的
行
為
が
公
務
員
に
ょ
つ
て
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、

当
該
公
務
員
の
管
理
職
・
非
管
理
職
の
別
、
現
業
・
非
現
業
の
別
、
裁
量
橡
の
範

囲
の
広
狭
な
ど
は
、
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
行
政

の
中
立
的
運
営
と
こ
れ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
法
の
目

的
を
阻
害
す
る
点
に
、
差
異
を
も
た
ら
す
も
の
塾
は
な
い
』
。
け
だ
し
、
、
『
有
畿

的
統
一
体
と
し
て
機
能
し
て
い
る
行
政
粗
織
に
お
け
る
公
務
の
全
体
の
中
立
性

が
問
題
と
さ
る
ぺ
き
も
の
』
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
二
　
本
件
政
治
的
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
合
憲
性

　
G
『
右
禁
止
に
違
反
し
て
国
民
全
体
の
共
同
利
益
を
損
う
行
為
に
出
る
公
務

員
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
刑
罰
を
も
つ
て
臨
む
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
否
か

は
、
右
の
国
民
全
体
の
共
同
利
益
を
擁
護
す
る
見
地
か
ら
の
立
法
政
策
の
問
題

で
あ
つ
て
、
右
の
禁
止
が
表
現
の
自
由
に
対
す
る
合
理
的
で
必
要
や
む
を
え
な

い
制
限
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
か
つ
、
刑
罰
を
違
憲
と
す
る
特
別
の
事
情
が
な
い
限

り
、
立
法
機
関
の
裁
量
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
尊
重
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
ど
。
本
件
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
規
則
五
項
三
号
、
六
項
一

三
号
の
政
治
的
行
為
は
、
党
派
的
偏
向
の
強
い
行
動
類
型
に
属
す
る
も
の
で
あ

り
、
国
公
法
の
定
め
る
程
度
の
刑
罰
を
法
定
し
た
と
し
て
も
、
決
し
て
不
合
理

と
は
い
え
ず
、
憲
法
三
一
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
（
九
八
噌
）
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⇔
『
公
務
員
の
政
治
的
行
為
の
禁
止
が
国
民
全
体
の
共
同
利
益
を
捷
護
す
る

見
地
か
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
違
反
行
為
が
刑
罰
の
対
象
と
な
る
違

法
性
を
帯
び
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
か
つ
そ
の
禁
止
が
、
憲
法
二
一
条
に
違
反

す
る
も
の
で
な
い
と
判
断
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
違
反
行
為
を
構
成
要
件
と
し
て

罰
則
を
法
定
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
憲
法
二
一
条
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
道

理
は
あ
り
え
な
い
。
』

　
　
ロ

　
⇔
『
政
治
的
行
為
の
定
め
を
人
事
院
規
則
に
委
任
す
る
国
公
法
一
〇
二
条
一

項
が
、
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
を
損
う
お
そ
れ
の
あ
る
行
動
類
型
に
属
す
る

政
治
的
行
為
を
具
体
的
に
定
め
る
七
と
を
委
任
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
同

条
項
の
合
理
的
解
釈
に
よ
り
理
解
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
…
…
右
条
項
は
、
そ

れ
が
同
法
八
二
条
に
よ
る
懲
戒
処
分
及
び
同
法
二
〇
条
一
項
一
九
号
に
よ
る

刑
罰
の
対
象
と
な
る
政
治
的
行
為
の
定
め
を
一
様
に
委
任
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
と
い
つ
て
、
そ
の
こ
と
の
故
に
．
憲
法
の
許
容
す
る
委
任
の
限
度
を
超
え
る

こ
と
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
』

〔
評
釈
〕

　
鱒
　
昭
和
二
二
年
に
制
定
さ
れ
た
国
家
公
務
員
法
は
、
政
令
二
〇
一
号
を
経

て
、
昭
和
二
三
年
法
律
第
二
二
二
号
に
よ
る
主
要
な
改
正
点
と
し
て
、
一
方
で

は
、
国
家
公
務
員
に
対
し
、
争
議
権
を
否
定
し
、
こ
れ
に
違
反
し
て
争
議
行
為
の

遂
行
を
『
共
謀
し
、
そ
そ
の
か
し
、
あ
お
り
、
又
は
企
て
る
』
な
ど
の
行
為
を

な
し
た
者
に
つ
き
罰
則
を
定
め
、
他
方
、
政
治
的
行
為
を
制
限
し
、
こ
れ
に
違

反
し
て
政
治
的
行
為
を
な
し
た
者
に
対
し
て
も
罰
則
を
設
け
る
に
至
つ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
前
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
全
農

林
警
職
法
反
対
闘
争
事
件
判
決
（
最
高
裁
昭
四
八
・
四
・
二
五
大
法
廷
判
決
）
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
　
（
九
八
二
）

つ
て
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
件
猿
払
事
件
上
告
判
決
に
よ
つ
て
，
そ

れ
ぞ
れ
前
記
各
権
利
の
制
限
お
よ
び
各
刑
罰
法
規
が
憲
法
に
適
合
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
事
件
に
お
い
て
刑
事
制
裁
が
肯
定
さ
れ
る
忙
至
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
件
猿
払
事
件
の
第
丁
二
審
判
決
は
、
そ
の
基
本
思
想
に
お
い

て
『
ま
さ
に
全
逓
東
京
中
央
郵
便
局
事
件
判
決
（
最
高
裁
昭
四
一
二
〇
・
…
ハ
大
法

廷判決

）
の
趣
旨
を
公
務
員
の
政
治
活
動
の
自
由
の
問
題
に
お
い
て
生
か
し
た

（
1
）

も
の
』
と
い
わ
れ
る
の
に
対
し
、
本
件
上
告
判
決
に
つ
い
て
、
『
全
農
林
判
決

に
示
さ
れ
た
最
高
裁
の
労
働
基
本
権
の
側
面
か
ら
す
る
公
務
員
像
に
対
す
る
き

び
し
い
姿
勢
は
、
政
治
的
表
現
に
か
か
る
市
民
的
自
由
権
の
側
面
か
ら
す
る
猿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

払
事
件
に
つ
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
』
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
右
全
逓
東
京
中
郵
判
決
お
よ
び
全
農
林
判
決
が
労
働
基
本
権
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
件
が
市
民
的
自
由
権
と
し
て
の
政
治
的
行
為
の
自
由

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
差
異
が
あ
る
K
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
の
趨
旨
・
姿

勢
が
後
者
に
生
か
さ
れ
、
引
き
継
が
れ
る
と
い
わ
れ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
部

分
が
、
い
か
な
る
根
拠
か
ら
、
ど
れ
だ
け
引
き
継
が
れ
う
る
か
、
ま
た
右
各
権

利
の
性
質
上
の
相
違
か
ら
こ
れ
を
判
断
す
る
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
差
異
を
生

ず
る
か
な
ど
の
諸
点
も
、
本
件
判
決
を
通
じ
て
検
討
す
べ
き
一
つ
の
重
要
な
問

題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
二
　
政
治
的
行
為
の
制
限
の
根
拠

　
本
判
決
は
、
政
治
的
行
為
の
制
限
の
根
拠
と
し
て
、
①
行
政
の
中
立
的
運
営
、

②
こ
れ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
、
③
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
の
三
つ

を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
①
は
行
政
の
執
行
・
運
営
に
関
す
る
側
面
で

あ
り
、
②
は
行
政
運
営
に
対
す
る
国
民
の
側
か
ら
の
信
頼
の
問
題
で
あ
り
、
③



は
行
政
の
主
体
的
側
面
に
関
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ
側

面
と
観
点
を
異
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
三
者
の
内
容
、
根
拠

お
よ
ぴ
相
互
の
関
係
が
問
題
で
あ
る
。

①
行
政
の
中
立
的
運
営
が
公
務
員
の
政
治
的
行
為
の
制
限
の
根
拠
と
さ
れ
る

こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
判
決
・
学
説
に
よ
つ
て
も
異
論
な
く
支
持
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
判
決
に
お
い
て
は
、
政
治
と
行
政
と
の
分
離
を
前
提
と
し

た
う
え
で
・
『
憲
法
の
定
め
る
統
治
組
織
の
構
造
に
照
ら
し
、
議
会
制
民
主
主
義

に
基
づ
く
政
治
過
程
を
経
て
決
定
さ
れ
た
政
策
の
忠
実
な
遂
行
を
期
し
、
も
っ

ぱ
ら
国
民
全
体
に
対
す
る
奉
仕
を
旨
と
し
、
政
治
的
偏
向
を
排
し
て
運
営
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
ど
と
判
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
右
の
行
政
の
中
立
的
運

営
が
要
請
さ
れ
る
理
由
は
、
憲
法
一
匠
条
二
項
の
規
定
か
ら
、
『
公
務
が
国
民

の
一
部
に
対
す
る
奉
仕
と
し
て
で
な
く
、
そ
の
全
体
羅
対
す
る
奉
仕
と
し
て
運

誉
砦
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
這
よ
る
と
さ
れ
る
・
鞭
讐
夏
公

務
員
の
政
治
的
自
由
に
対
す
る
制
限
の
根
拠
と
し
て
、
①
全
体
の
奉
仕
者
、
②

政
治
と
行
政
と
の
分
離
、
③
公
務
員
の
利
益
の
保
護
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
本
判
決
は
、
行
政
の
中
立
的
運
営
に
つ
き
、
右
①
お
よ
び
②
を
根
拠
と
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
行
政
の
中
立
的
運
営
』
は
、
「
公
務
員
が
そ

の
行
政
の
実
施
・
運
営
ー
職
務
の
遂
行
1
に
当
つ
て
中
立
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
ー
公
務
執
行
上
の
中
立
1
ー
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま

る
』
と
し
て
、
公
務
員
の
私
人
と
し
て
の
政
治
的
活
動
の
制
限
の
根
拠
と
な
り

　
　
　
　
　
（
4
）

え
な
い
と
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
、
右
の
中
立
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
行
政

の
主
体
的
側
面
で
あ
る
『
公
務
員
』
自
体
に
つ
い
て
政
治
的
中
立
性
を
要
求
す

る
理
由
と
な
る
か
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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③
行
政
の
中
立
的
運
営
に
対
す
る
『
国
民
の
信
頼
』
の
確
保
・
維
持
の
要
藷

は
、
本
件
第
一
・
二
審
判
決
に
は
判
示
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
は
、
本
判
決
以
前
に
す
で
に
総
理
府
統
計
局
事
件
第
一
審
判

決
（
東
京
地
裁
昭
四
四
ニ
ハ
ニ
四
判
決
、
覇
例
時
報
五
六
六
。
三
）
に
お
い
て
、
公

務
員
の
選
挙
活
動
を
放
任
し
た
場
合
に
『
最
も
重
視
す
べ
き
も
の
は
、
一
般
国
民

に
対
し
、
行
政
官
庁
の
公
正
な
運
営
に
つ
い
て
一
般
的
に
不
安
、
不
信
、
疑
惑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
起
さ
せ
る
に
至
る
』
も
の
と
判
示
さ
れ
、
学
説
に
よ
つ
て
も
、
『
公
務
員
の
職

務
外
で
の
政
治
的
活
動
の
制
限
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
は
・
…
．
．
公
務
の
政
治
的

中
立
、
公
正
に
対
す
る
『
国
民
の
信
頼
維
持
b
と
い
う
よ
う
な
中
隅
項
な
理
由

が
必
要
で
は
な
い
か
』
と
い
わ
れ
て
お
り
、
－
さ
ら
に
、
全
逓
本
所
郵
便
局
支
部

（
ブ
ラ
カ
馨
ド
）
事
件
控
訴
判
決
（
東
京
高
裁
昭
四
八
．
九
．
一
九
判
決
、
判
例
時
鞭
七

一
狂
・
四
）
に
お
い
て
も
、
公
務
員
の
『
職
務
の
特
殊
性
に
鑑
み
る
と
き
は
、
公

務
の
政
治
的
中
立
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
・
維
持
に
あ
蚤
』
と
判
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
件
上
告
判
決
に
対
す
る
判
例
抵
評
の
な
か
に
も
、
右

の
『
国
民
の
信
頼
確
保
』
と
い
う
要
請
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
非
難
す
ぺ
き
も

の
で
は
な
く
、
諸
外
国
の
学
説
な
い
し
法
実
務
の
上
で
か
な
り
広
く
支
持
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
二
つ
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
．
そ
の

一
は
、
こ
れ
を
要
件
と
す
る
こ
と
の
根
拠
の
間
題
で
あ
り
、
他
鳳
、
こ
れ
に
対
す

る
国
民
の
『
信
頼
』
の
内
容
、
判
断
の
方
法
・
基
準
な
ど
の
問
題
で
あ
る
。
右
第

一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
多
く
ば
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
行
政
は
究
極
的
に
は

国
民
に
対
し
国
民
全
体
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
民
全
体
か

　
　
（
7
）

ら
不
信
感
を
も
た
れ
ず
、
そ
の
協
力
を
う
る
の
で
な
け
れ
ぱ
、
『
民
主
的
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
（
九
八
憲
）



　
　
　
判
例
研
究

能
率
的
に
、
継
続
的
か
つ
安
定
的
な
』
行
政
の
運
営
を
期
待
し
え
な
い
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

な
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
『
信
頼
』
の
有
無
・

程
度
な
ど
が
『
国
民
の
側
』
か
ら
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
・
当
該
公
務
員
が
、

ど
の
よ
う
な
地
位
・
職
務
内
容
を
有
す
る
か
、
職
務
を
利
用
し
た
か
否
か
、

『
そ
の
公
正
を
害
す
る
意
図
』
（
本
件
第
一
審
判
決
）
を
有
し
た
か
否
か
な
ど
の
諸

点
は
到
底
知
る
由
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
判
断
に
は
き
わ
め
て
困
難
を

生
ず
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
信
頼
性
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
豊
橋
郵
便
局
事
件
判
決
（
名
古
屋
地
裁
豊

柵

三
・
三
Q
判
決
、
凋
例
タ
イ
ム
ス
ニ
九
五
・
四
〇
一
〉
が
、
『
公
務
員

と
し
て
の
地
位
に
あ
る
以
上
、
職
務
内
容
、
公
私
の
別
な
く
そ
の
一
挙
手
一
投

足
が
国
属
か
ら
注
視
さ
れ
』
『
政
治
活
動
を
一
切
禁
止
す
る
考
え
方
と
結
果
的

に
同
一
と
な
る
」
と
判
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
要
件
の
内
容
、
判
断
基
準
・
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

法
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
に
よ
る
危
惧
で
あ
る
。

　
③
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
の
要
請
は
、
本
件
第
一
・
二
審
判
決
は
も
と
よ

り
、
そ
の
他
の
諸
判
決
や
学
説
に
お
い
て
も
、
さ
ほ
ど
異
諭
を
み
な
い
と
思
わ

れ
る
が
溝
公
務
員
の
政
治
的
行
為
の
制
限
を
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
公
務
の

執
行
面
の
み
に
限
る
ζ
す
る
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
公
務
の
執
行
以
外
の
場
面
で

は
す
べ
て
政
治
活
動
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
件
第
一
審
判
決

や
そ
の
飽
の
判
決
例
、
も
し
く
は
多
数
の
学
説
に
お
い
て
も
、
現
業
・
非
現
業
の

別
、
地
位
・
職
務
内
容
の
相
違
、
、
職
務
の
利
用
や
政
治
的
行
為
の
意
図
の
有
無

な
ど
に
よ
り
広
狭
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
が
あ
る
に
し
て
も
、
公
務
の
執
行
以
外
の

場
面
に
お
い
て
な
に
ほ
ど
か
そ
の
政
治
活
動
が
制
限
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い

む
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
公
務
員
が
全
体
の
奉
仕
者
た
る
こ
と
か
ら
、
当
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
（
九
八
四
）

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
公
務
員
自
体
の
政
沿
的
中
立
性

は
政
治
的
行
為
の
制
限
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち

に
、
右
制
限
の
範
囲
が
確
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
三
　
違
憲
判
断
の
基
準
に
つ
い
て

ω
右
判
断
基
準
と
し
て
は
、
⑤
合
理
性
の
基
準
、
合
理
的
関
連
性
の
基
準
、

⑤
必
要
最
小
限
度
の
基
準
、
◎
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
う
る
手
段
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

準
（
L
R
A
の
基
準
と
い
わ
れ
る
）
な
ど
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
④
の
基
準

は
、
和
歌
山
県
教
組
専
従
休
暇
事
件
判
決
（
最
高
裁
昭
四
〇
。
七
・
一
四
大
法
廷
判

決
、
最
判
罠
集
一
九
。
五
・
二
九
八
）
に
お
い
て
、
国
民
の
権
利
に
対
す
る
制
限

に
つ
き
立
法
府
が
第
一
次
的
な
裁
量
権
を
有
し
『
合
理
的
範
囲
の
規
制
』
と
し

て
示
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
基
準
の
特
徴
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

立
法
府
の
裁
量
権
の
尊
重
と
合
憲
性
の
推
定
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
こ
れ
は
『
経
済

的
自
由
を
規
制
す
る
立
法
の
憲
法
適
否
を
審
査
す
る
た
め
の
も
の
』
で
．
精
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

的
自
由
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
の
考
え
も
あ
る
が
、
右
の
よ
う
に
特
徴
付
け
る

こ
と
は
必
ず
し
も
正
当
で
は
な
い
思
わ
れ
る
。
⑤
の
基
準
は
前
記
全
逓
中
郵
判

決
に
よ
つ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
本
件
判
決
に
お
け
る
『
必
要
噂

や
む
を
え
な
い
限
度
』
と
の
異
同
が
問
題
と
な
る
。
◎
の
基
準
は
、
精
神
的
自
由

の
制
限
が
問
題
と
な
る
場
合
の
も
の
と
い
わ
れ
、
規
制
を
う
け
る
個
人
の
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

に
『
大
き
な
比
重
を
お
い
た
う
え
で
』
価
値
衡
量
が
行
わ
れ
る
も
の
と
い
わ
れ

る
。
こ
の
基
準
咲
本
件
第
7
二
審
判
決
以
後
、
こ
の
種
事
件
の
い
く
つ
か
の

判
決
（
む
つ
営
林
署
察
件
、
穂
島
郵
便
局
事
件
第
一
審
判
決
、
全
逓
プ
ラ
カ
暑
ド
事
件
第
翻

審
判
決
な
ど
）
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
が
、
本
判
決
は
こ
れ
に
よ
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

こ
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
批
判
的
な
見
解
も
多
く
な
り
つ
つ
あ
り
・
こ
の
基
準



の
本
来
の
適
用
場
面
と
本
件
と
は
異
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
③
本
判
決
は
、
政
治
肘
行
為
に
対
す
る
罰
則
規
定
に
つ
い
て
は
、
『
刑
罰
を

違
憲
と
す
ゐ
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
立
法
機
関
の
裁
量
に
よ
り
決
定
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
庵
の
は
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
し
て
立
法
府
の
裁
量

権
の
尊
重
を
判
示
し
、
合
理
性
の
基
準
に
よ
つ
た
も
の
と
い
い
う
る
が
、
禁
止

目
的
と
禁
止
さ
れ
る
行
為
と
の
合
理
的
関
連
性
、
利
益
衡
量
に
つ
い
て
は
、
合

憲
性
の
推
定
に
よ
ら
な
い
で
、
独
自
の
判
断
を
な
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
『
必
要

で
や
む
を
え
な
い
限
度
』
を
判
断
し
て
い
る
の
で
、
前
記
判
断
基
準
（
と
く
に
前

記

＠
と
⑤
）
は
、
学
説
が
述
べ
る
よ
う
に
裁
然
と
分
類
さ
れ
、
特
徴
付
け
う
る
も

の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
こ
の
よ
う
な
基
準
に
よ
つ
て
ど
の
よ
う
に

判
断
さ
れ
た
か
で
あ
る
。

　
③
ま
ず
、
禁
止
目
的
と
こ
れ
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
行
為
と
の
関
連
性
に
つ
い

て
は
、
人
事
院
規
則
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
本
件
政
治
的
行
為
は
、
多
数
意
見
に

よ
れ
ば
、
政
治
醜
偏
向
の
強
い
行
動
類
型
に
属
す
る
と
し
、
公
務
員
の
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

中
立
性
を
損
う
お
そ
れ
の
強
い
も
の
と
評
価
す
る
の
に
対
し
、
少
数
意
見
で
は
、

『
最
垂
礎
的
か
串
麟
職
鶏
萱
畜
そ
者
体
・
で
あ
ゑ
し
て
、

対
照
的
な
評
価
を
な
し
て
い
る
。

　
次
に
利
益
衡
量
の
内
容
。
方
法
に
つ
炉
て
は
、
多
数
意
見
に
よ
れ
ば
、
政
治

的
行
動
の
も
た
ら
す
弊
害
を
防
止
し
こ
れ
に
よ
つ
て
守
ら
れ
る
国
民
全
体
の
共

同
利
益
と
公
務
員
の
政
治
的
自
由
と
を
衡
量
し
、
こ
れ
が
均
衡
を
失
す
る
も
の

で
な
い
限
り
、
右
制
限
の
違
反
者
に
刑
罰
を
も
つ
て
臨
む
か
否
か
は
立
法
政
策

の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
に
対
し
、
少
数
意
見
で
は
、
政
治
的
自
由
の
利

益
に
明
ら
か
に
優
越
す
る
重
大
な
国
家
的
、
社
会
的
利
益
を
守
る
た
め
に
真
に

　
　
　
判
例
研
究

や
む
を
え
な
い
場
合
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
し
か
も
制
限
さ
れ
る
行
為
が

基
礎
的
・
中
核
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
制
限
規
定
は
、
当
然
に
違
憲
と
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。

　
ω
利
益
衡
量
に
関
す
る
多
数
意
見
に
つ
い
て
は
間
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
一
は
、
利
益
を
衡
量
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
同
一
次
元
に
あ
る
利
益
で
、

衡
量
し
う
る
程
度
に
明
ら
か
な
も
の
で
な
け
れ
ば
激
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
衡
量

の
方
法
と
し
て
『
言
論
の
利
益
を
一
般
化
し
、
規
制
の
利
益
を
よ
り
特
定
化
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鳩
）

る
』
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
右
多
数
意
見
は
こ
の
よ

う
な
考
慮
な
し
に
嘆
を
な
し
た
よ
う
態
麹
、
学
説
に
よ
り
強
釜
判
を

う
け
る
結
果
と
な
つ
た
。
第
二
の
問
題
は
、
表
現
の
自
由
と
労
働
基
本
権
ど
の
各

制
約
原
理
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
本
権
が
生
存
権
的

基
本
権
で
あ
る
が
ゆ
え
に
精
神
的
自
由
と
同
一
の
制
約
原
理
に
よ
る
べ
き
も
の

と
す
る
考
え
も
あ
る
が
、
右
各
権
利
の
性
質
は
同
醐
で
は
な
く
、
し
た
が
つ
て
、

経
済
的
自
由
に
対
す
る
制
約
原
理
と
も
同
一
で
は
な
い
と
考
え
る
。
第
三
の
問

題
は
、
本
判
決
に
い
う
『
国
民
全
体
の
共
同
利
益
」
に
関
す
る
。
こ
れ
と
『
国

民
生
活
全
体
の
利
益
』
（
全
逓
中
郵
事
件
判
決
）
お
よ
び
公
共
の
福
祉
と
の
異
同

な
ど
、
別
途
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

　
⑤
な
お
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
国
公
法
一
〇
二
条
一
項
の
委
任
の
問
題
、
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
∬
）

限
の
根
拠
と
し
て
『
公
務
員
の
利
益
の
保
護
』
の
側
面
が
あ
る
か
、
本
件
判
決

の
少
数
意
見
と
全
逓
中
郵
事
件
判
決
の
多
数
意
見
お
よ
び
全
農
林
事
件
判
決
の

少
数
意
見
と
の
差
異
な
ど
、
多
く
の
論
点
が
検
討
さ
る
ぺ
き
で
あ
る
。

　
（
1
）
芦
部
信
喜
『
現
業
公
務
員
の
政
治
活
動
規
制
と
表
現
の
自
由
』
法
学
セ
ミ
ナ
重

　
　
一
九
六
九
年
九
月
号
四
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
（
九
八
匠
）



判
例
研
究

（
2
）
和
田
英
夫
『
公
務
員
の
人
権
と
最
高
裁
判
所
』
判
例
時
報
七
匠
七
。
三
。

（
3
）
佐
藤
功
『
公
務
員
と
基
本
的
人
権
』
公
法
研
究
三
三
・
二
九
。

（
4
）
佐
藤
功
『
公
務
員
の
政
治
活
動
と
行
政
の
中
立
性
』
判
例
時
報
七
五
七
・
一

　
二
。

（
5
）
　
阿
部
照
哉
・
判
例
評
論
一
五
六
・
一
三
六
。

（
6
）
　
芦
部
信
喜
『
公
務
員
と
政
治
活
動
の
自
由
』
法
律
時
報
西
七
・
二
・
一
〇
一
、

今
村
成
和
高
公
務
員
の
政
治
的
行
為
と
最
高
裁
』
労
働
法
律
旬
報
八
七
三
・
一
四
。

（
7
）
今
村
成
和
『
人
権
と
裁
判
』
三
七
。

（
8
）
拙
稿
『
郵
政
局
職
員
の
政
治
的
行
為
と
双
告
処
分
の
効
力
』
法
学
研
究
四
七
・

　
五
・
八
六
。

（9

）
　
こ
の
『
信
頼
性
』
は
、
政
治
的
自
由
の
制
限
の
根
拠
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
の

見
解
が
あ
る
。
中
山
瓢
久
他
『
基
本
的
人
権
制
約
の
原
理
』
労
働
法
律
旬
報
八
七
二
・

三
（
覆
巴
養
書
）
．

（
m
）
芦
部
信
喜
『
現
代
人
権
論
』
二
六
七
以
下
、
二
八
三
以
下
、
同
『
公
務
員
と
政

　
治
活
動
の
自
由
』
法
律
時
報
四
七
・
二
・
一
〇
四
。

（
皿
）
芦
部
『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』
三
五
・
一
八
八
・
三
五
八
。

（
E
）
芦
部
『
現
代
人
権
論
』

（
B
）
今
村
成
和
『
人
権
と
裁
判
』
二
七
以
下
．
五
〇
以
下
、
有
倉
遼
吉
『
公
務
員
の

　
政
治
的
行
為
』
法
律
時
報
四
六
・
三
・
二
〇
、
中
山
和
久
他
『
基
本
的
人
権
制
約
の

　
原
理
』
労
働
法
葎
旬
報
八
七
二
・
三
匠
（
高
柳
教
授
発
言
）
、
小
林
直
樹
門
公
務
員

　
の
『
政
治
的
活
動
b
禁
止
の
合
憲
剰
決
』
法
学
セ
ミ
ナ
冨
一
九
七
宏
年
一
月
号
九
、

　
峯
村
光
郎
編
著
『
判
例
公
労
法
研
究
』
土
七
（
松
岡
担
当
）
、
拙
稿
・
前
掲
八
七
。

（
斑
）
政
治
的
行
為
の
憲
法
上
の
根
拠
に
つ
い
て
腺
、
多
数
慧
見
に
よ
れ
ば
、
憲
法
二

　
一
条
を
あ
げ
る
の
み
で
あ
る
が
、
．
少
数
意
見
で
嘆
憲
法
一
匠
象
一
項
、
＝
ハ
条
、

　
一
二
条
を
あ
げ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
件
政
治
的
行
為
の
評
価
に
つ
い
て
は
差
異
を

　
生
ず
る
原
因
曜
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
利
益
衡
量
を
な
す
に
あ
た
つ
て
は

九
二

（
九
八
穴
）

差
異
を
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
。

（
拓
）
芦
部
。
前
掲
法
律
時
報
四
七
・
二
・
一
〇
八
・

（
脇
）
中
山
和
久
『
公
務
貴
の
政
治
的
活
動
の
自
由
』
。
小
林
直
樹
。
前
掲
論
文
、
い

ず
れ
も
法
学
セ
ミ
ナ
：
一
九
七
五
年
一
月
号
、
和
田
英
夫
・
前
掲
論
文
雲
、
そ
の
他

判
例
時
報
七
匠
七
所
掲
の
山
内
⇒
佐
藤
、
今
村
各
論
文
。

（
∬
）
林
修
三
『
四
九
・
一
一
・
六
最
高
裁
判
決
を
読
ん
で
』
法
律
の
ひ
ろ
ば
昭
和
五

　
〇
年
一
月
号
一
一
以
下
、
佐
藤
功
、
前
掲
論
文
・
公
法
研
究
三
三
。

　
こ
れ
に
批
判
的
な
考
え
も
あ
る
。
今
村
成
和
『
人
権
と
裁
判
』
一
五
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
岡
浩


