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社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現

田

口

精

一

　
　
　
　
一
、
序
　
　
言

　
　
　
　
二
、
権
利
の
保
障
と
法
秩
序
の
定
立

　
　
　
　
三
、
権
利
と
義
務
と
の
関
係

　
　
　
　
四
、
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
の
実
現
と
調
整

　
　
　
　
五
、
結
　
　
語

　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
序
　

言

　
人
権
の
尊
重
と
保
障
の
実
現
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
生
活
に
関
す
る
法
秩
序
存
立
の
基
礎
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
国
家
と
い
う
政
治
的
統
治
機
構
に

お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
に
よ
る
政
治
的
な
統
一
と
は
関
係
の
な
い
一
般
社
会
生
活
に
お
け
る
各
人
相
互
間
の
交
渉
関
係
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

も
、
人
権
の
尊
重
と
不
可
侵
の
保
障
は
、
す
べ
て
の
法
秩
序
の
原
点
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
生
命
、
身
体
、
自
由
、
財
産
、
名
誉
な
ど
、
各
人
の

生
活
に
関
す
る
基
本
的
な
法
益
の
安
全
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
社
会
の
共
同
生
活
を
構
成
す
る
万
人
の
共
通
の
願
望
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ

　
　
　
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
（
一
八
六
七
）
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社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
（
一
八
六
八
）

ま
り
個
人
の
立
場
か
ら
評
価
す
る
な
ら
ば
、
国
と
い
う
政
治
的
な
統
治
機
構
は
、
右
の
よ
う
な
願
望
を
み
た
す
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
価
値
が
積

極
的
に
認
め
ら
れ
、
反
対
に
、
そ
れ
が
各
人
の
生
活
に
と
つ
て
障
害
と
な
る
な
ら
ば
、
国
の
存
在
を
消
極
的
に
と
ら
え
て
、
各
人
は
国
か
ら
遠
ざ

か
る
と
い
う
結
果
に
な
る
。

　
q
D
　
国
か
ら
の
離
脱
　
　
と
こ
ろ
で
人
権
思
想
は
、
そ
の
生
成
の
歴
史
的
由
来
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
個
人
の
国
家
か
ら
の
離
脱
現
象
に
起
因

す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
つ
ま
り
個
人
主
義
、
自
由
主
義
思
想
は
、
各
人
の
生
活
に
お
け
る
自
主
、
独
立
を
重
視
し
て
、
そ
の
思
想
的
展
開
の
論
旨

を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
個
人
を
国
か
ら
分
離
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
個
人
の
私
生
活
の
範
囲
は
国
と
は
無
関
係
の
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の

範
囲
へ
の
国
の
干
渉
を
否
定
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
個
人
は
国
の
施
策
に
依
存
せ
ず
、
反
対
に
そ
の
介
入
を
拒
絶
し
て
、
国
と
の
関

係
を
遠
ざ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
国
の
統
治
支
配
か
ら
、
各
人
の
独
自
の
生
活
範
囲
を
隔
離
す
る
こ
と
を
実
践
目
標
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
従
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
個
人
主
義
の
観
点
か
ら
と
ら
え
た
自
由
の
観
念
と
は
、
国
の
支
配
か
ら
各
人
の
私
的
生
活
を
分
離
す
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
自
由
の
不
可
侵
と
は
国
の
命
令
、
強
制
に
よ
る
干
渉
、
侵
害
に
対
し
て
、
各
人
の
生
活
の
自
主
性
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

故
に
公
法
の
法
理
に
よ
り
憲
法
を
直
接
の
根
拠
と
し
て
、
人
権
保
障
の
請
求
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
国
を
相
手
に
国
家
機
関
の
違
法
行
為
に
よ
る

自
由
の
侵
害
に
対
抗
し
て
、
国
の
行
為
の
取
消
、
排
除
を
主
張
す
る
場
合
に
初
め
て
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
各
人
の

生
存
が
、
国
に
依
存
せ
ず
、
各
自
の
自
然
の
能
力
に
よ
つ
て
維
持
さ
れ
る
べ
き
自
給
自
足
の
生
活
の
な
か
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
条
件
と
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
個
人
が
、
さ
ら
に
他
人
と
の
社
会
関
係
を
形
成
す
る
場
合
に
は
、
政
治
的
権
力
機
構
で
あ
る
国
の
介
入
を
受
け
る
こ

と
な
く
、
各
人
相
互
の
対
等
な
自
主
的
協
力
に
よ
つ
て
、
こ
れ
が
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
価
値
を
認
め
た
。

　
の
国
と
社
会
と
の
分
離
　
　
こ
の
よ
う
に
国
に
対
抗
し
て
、
個
人
の
自
主
性
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
個
人
主
義
、
自
由
主
義
の
人
権
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
、
各
人
の
自
由
な
交
渉
に
よ
つ
て
成
立
す
る
社
会
生
活
の
場
合
と
、
政
治
的
統
一
の
維
持
を
目
標
と
す
る
国
家
生
活
の
場
合
と
を
区
別
す
る
。

そ
の
結
果
、
社
会
生
活
に
関
す
る
民
事
法
、
私
法
と
国
家
生
活
に
関
す
る
公
法
と
の
区
分
を
根
拠
に
し
て
、
人
権
の
保
障
に
関
す
る
憲
法
は
公
法

2



で
あ
る
か
ら
、
憲
法
は
、
も
つ
ば
ら
国
と
国
民
と
の
闘
の
統
治
服
従
園
係
を
規
律
す
る
法
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
に
な
つ
た
σ
そ
れ
故
に
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
お
け
る
人
権
保
障
の
法
理
は
、
国
か
ら
の
権
力
支
配
に
対
抗
し
て
、
個
人
の
自
主
的
な
生
活
領
域
を
防
禦
す
る
た
め
の
自
由
の
法
理
で
あ
る
と

い
う
点
に
、
そ
の
特
質
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
支
配
服
従
関
係
を
前
提
と
し
な
い
民
事
法
の
理
論
は
、
当
事
者
問
の
権
利
・

義
務
に
関
す
る
諸
条
件
の
配
分
に
つ
い
て
、
そ
の
均
衡
を
維
持
す
る
た
め
の
衡
平
の
法
理
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
法
理
に

つ
い
て
、
そ
の
重
点
の
置
き
ど
こ
ろ
に
相
違
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
混
同
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
も

し
両
者
を
混
同
す
る
と
す
れ
ば
、
人
権
保
障
の
実
現
に
関
す
る
正
確
な
法
理
と
法
判
断
を
見
誤
る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
各
人

相
互
の
関
係
に
お
い
て
は
、
人
権
の
絶
対
的
な
主
張
に
よ
る
妥
協
の
余
地
の
な
い
対
立
抗
争
を
生
じ
、
こ
れ
に
よ
つ
て
社
会
は
、
附
争
状
態
に
お

ち
い
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
こ
で
人
権
保
障
に
関
す
る
憲
法
上
の
法
理
が
、
各
人
相
互
の
社
会
生
活
関
係
に
お
け
る
問
題
と
関
係
を
も
つ
場
合
に
、
民
事
法
の
法
理
と
、

ど
の
よ
う
な
関
連
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
僅
か
な
が
ら
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
）
　
入
権
、
基
本
権
の
保
障
が
国
家
生
活
関
係
の
範
囲
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
社
会
生
活
関
係
の
基
礎
と
な
る
こ
と
を
宣
言
し
た
立
法
例
と
し
て
は
、
西
ド
イ
ツ
基
本
法
一
条
二

　項の

規
定
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
条
項
の
解
釈
に
よ
つ
て
、
憲
法
は
国
の
組
織
、
作
用
に
関
す
る
基
礎
法
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
さ
ら
に
広
く
社
会
生
活
｝

般
の
基
礎
法
と
し
て
の
理
解
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
憲
法
の
民
事
関
係
へ
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
直
接
ま
た
は
間
接
の
意
見
の
対
立
が
あ
る
。

　
な
お
人
権
、
基
本
権
が
共
同
生
活
の
す
べ
て
の
法
秩
序
の
基
本
的
要
素
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。
国
o
糞
器
困
富
器
ρ
O
歪
且
N
鼠
o
ユ
霧
＜
Φ
ユ
霧
豊
凝
¢
1

　
お
9
畠
α
巽
田
Ω
鼠
霧
器
2
σ
一
涛
∪
Φ
暮
ω
o
匡
馨
α
（
Ω
這
口
爵
●
）
（
お
。
》
賃
P
這
o
。
N
）
¢
ご
沖
幻
磐
島
b
β
β
9
霞
（
閑
簿
昌
住
戸
）
8
9
（
阿
部
照
哉
ほ
か
訳
・
西
ド
イ
ツ
憲
法

　
綱
要
、
一
五
〇
頁
）
。

（
2
）
　
立
憲
主
義
、
個
人
主
義
、
自
由
主
義
の
愚
想
に
よ
る
社
会
と
国
と
の
区
分
、
対
立
関
係
に
つ
い
て
は
、
国
馨
の
け
男
o
あ
魯
o
鉾
い
①
耳
σ
8
げ
号
ω
＜
o
コ
奉
一
言
薦
巽
9
年
ω
（
一
ρ

　》慧一

。
這
お
）
¢
も
。
N
厭
参
照
。
し
か
し
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
ッ
フ
自
身
は
、
現
代
に
お
け
る
社
会
と
国
と
の
接
近
を
重
視
す
る
立
場
を
と
る
。

（
3
）
　
人
権
、
基
本
権
の
憲
法
上
の
作
用
の
点
か
ら
み
て
、
そ
れ
が
国
家
権
力
に
対
す
る
防
禦
権
（
》
σ
≦
o
一
一
畦
8
鐸
）
で
あ
る
こ
と
を
特
質
と
す
る
と
い
う
こ
と
の
指
摘
に
つ
い
て

　
は
、
国
o
ω
ω
Φ
曽
Q
把
P
紆
・
9
目
o
。
一
即
睾
α
P
8
0
協
、
（
阿
部
訳
一
四
九
頁
以
下
）
参
照
。
な
お
物
権
が
支
配
権
で
あ
る
こ
と
の
法
理
を
応
用
し
て
、
自
由
権
瓜
防
禦
権
で
あ
る
こ

　
と
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
は
、
国
富
旨
ρ
往
O
揖
ぼ
一
9
℃
男
お
一
ぎ
詳
皿
p
α
＜
⑦
鳳
器
豊
昌
鵯
お
3
“
ご
お
｝
9
相
斥
参
照
。

社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現

三
　
　
（
一
八
六
九
）
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社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現

二
、
権
利
の
保
障
と
法
秩
序
の
定
立

四
　
　
（
一
八
七
〇
）

4

　
人
権
の
保
障
も
、
法
理
論
と
し
て
は
、
通
常
の
法
律
に
よ
つ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
法
律
上
の
権
利
の
場
合
と
同
様
に
、
法
と
権
利
と
の
関
係
に

関
す
る
理
論
に
つ
い
て
の
理
解
を
根
拠
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
q
D
　
ヵ
Φ
。
ぼ
の
観
念
の
両
面
性
　
　
殉
9
窪
と
い
う
言
葉
を
翻
訳
す
る
場
合
に
、
法
と
す
る
か
、
権
利
と
す
る
か
、
そ
の
選
択
に
困
難
を
感
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
よ
う
に
、
権
利
も
法
も
、
そ
の
本
体
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
権
利
（
3
霧
量
Φ
葦
誘
評
曇
）
と
は
、
　
幻
Φ
。
ぽ
の
実
現
に
お
い
て
、
こ
れ
が
各
人
の
も
の
と
し
て
各
人
に
帰
属
し
、
各
人
が
そ
の
主
体

（
も
り
ε
Φ
ε
と
し
て
、
こ
れ
を
享
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
観
念
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
そ
れ
は
、
個
々
の
主
体
と
し
て
の
各
人
と
の
結
合
に

よ
る
力
①
。
ぼ
の
主
観
的
な
実
現
の
場
合
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
法
（
爵
・
幕
察
誘
寄
畠
蓉
目
象
§
閃
）
と
は
、
菊
①
。
ぽ
の
社
会
生
活
に
お
け
る
実
現
を
、
個
々
の
主
体
と
結
び
つ
け
る
こ
と
な
く
、

各
人
の
主
観
的
な
恣
意
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
秩
序
と
し
て
、
社
会
の
成
員
に
共
通
す
る
生
活
基
準
の
設
定
と
理
解
す
る
と
こ
ろ
に

成
立
す
る
観
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
菊
。
。
ぼ
の
法
秩
序
と
し
て
の
客
観
的
な
定
立
と
実
現
の
場
合
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
菊
Φ
。
浮
の
語
源
が
、
ま
つ
す
ぐ
な
直
線
に
表
現
さ
れ
る
正
し
さ
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
権
利
（
律
受
）
と
は
各
人
の
行
為
、
主
張
に
お
け
る
正

し
い
こ
と
の
実
現
で
あ
り
、
そ
れ
が
法
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
の
認
定
に
よ
つ
て
、
各
人
に
権
利
の
帰
属
が
法
的
効
果
と
し
て
認
め
ら
れ
、
権

利
と
し
て
法
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
。
そ
れ
故
に
法
（
寄
受
）
は
、
各
人
に
お
け
る
正
し
さ
実
現
の
共
通
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

準
で
あ
り
、
権
利
も
法
も
、
正
し
さ
（
評
受
）
と
い
う
同
一
の
起
源
に
由
来
す
る
こ
と
に
差
異
は
な
い
。

　
こ
の
法
理
は
、
基
本
的
人
権
の
場
合
に
も
通
用
す
る
。
人
権
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
お
い
て
、
各
人
を
そ
の
享
有
の
主
体
と
し
、
各
人
に
帰
属

す
る
基
本
的
な
諸
権
利
の
包
括
的
な
観
念
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
け
各
人
の
生
存
能
力
と
、
そ
の
社
会
生
活
に
お
け
る
実
現
の
努
力
を
、



各
人
相
互
に
承
認
し
尊
重
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
社
会
的
な
合
意
を
根
拠
と
し
て
成
立
す
る
α
つ
ま
り
各
人
の
生
活
の
努
力
は
、
社
会
生
清
に

お
け
る
最
も
基
本
的
な
正
し
さ
の
実
現
で
あ
る
と
い
う
社
会
成
員
に
共
通
す
る
価
値
観
が
、
人
権
思
想
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
社
会
生
活
の
秩
序
に
つ
い
て
、
万
人
が
人
権
を
享
有
す
る
こ
と
の
で
き
る
共
通
の
基
準
と
し
て
の
基
本
的
な
法
秩
序
の
存
立
を
認
識
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
基
本
的
人
権
は
、
各
人
に
つ
い
て
み
れ
ば
個
々
に
生
活
の
安
全
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
こ
れ
を
各
人
共
通
の
生
活
条
件
と
し
て
観
察
す
る
場
合
に
は
、
社
会
の
法
秩
序
の
す
べ
て
の
根
底
が
、
こ
の
人
権
尊
重
の
価
値
観
に
よ
つ
て

形
づ
く
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
③
　
基
本
的
人
権
に
よ
る
法
秩
序
の
確
立
　
　
権
利
を
利
益
に
対
す
る
各
人
の
意
欲
の
満
足
と
理
解
す
れ
ば
、
権
利
の
承
認
は
、
あ
た
か
も
無

制
限
の
権
利
主
張
を
許
容
す
る
か
の
よ
う
に
速
断
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
権
利
は
決
し
て
各
人
の
恣
意
的
な
放
縦
を
肯
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
権
利
は
法
の
個
別
的
、
具
体
的
な
実
現
で
あ
る
と
み
れ
ば
、
権
利
の
享
有
、
主
張
は
、
当
然
に
法
の
存
立
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ

故
に
人
権
の
承
認
は
、
各
人
の
自
主
的
な
生
活
領
域
に
対
す
る
侵
害
の
禁
止
を
認
識
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
各
人
独
自
の
生
活
に

対
す
る
不
可
侵
の
尊
重
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
そ
の
侵
害
を
不
正
と
し
て
、
こ
れ
を
規
制
す
る
こ
と
に
関
す
る
社
会
的
合

意
が
、
す
で
に
存
立
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
確
か
に
、
こ
の
合
意
に
基
づ
く
社
会
規
範
の
す
べ
て
が
、
実
定
法
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
基
本
的
人
権
は
現
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

無
制
限
の
行
動
を
各
人
に
許
容
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
す
で
に
権
利
の
濫
用
が
戒
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
人
権
の
享
有
に
つ
い
て
は
、
実
定
法

に
よ
る
規
制
の
背
後
に
、
社
会
規
範
に
関
す
る
各
人
の
理
性
的
な
認
識
に
基
づ
く
制
約
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

人
権
観
念
の
成
立
は
、
権
力
支
配
か
ら
の
解
放
に
起
因
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
社
会
生
活
秩
序
か
ら
の
離
脱
ま
で
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な

く
、
個
人
は
社
会
生
活
を
無
視
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
各
人
の
恣
意
的
な
行
為
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
基
本
的
人
権
は
、
各
人
固
有
の
も
の
と
し
て
単
純
に
各
人
の
自
由
な
生
活
態
度
の
決
定
に
、
そ
の
す
べ
て
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
（
一
八
七
一
）

5



　
　
　
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
　
（
一
八
七
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
5
4

人
権
観
念
の
成
立
は
、
各
人
の
社
会
生
活
に
対
す
る
理
性
的
な
認
識
に
つ
い
て
の
相
互
信
頼
身
．
基
礎
と
す
る
。
そ
れ
故
に
基
本
的
人
権
は
、
人
権

享
有
の
主
体
で
あ
る
各
人
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
生
活
の
全
領
域
に
わ
た
つ
て
、
そ
こ
に
実
現
さ
れ
る
す
べ
て
の
法
秩
序
の
基
本
を
確
定
す

（
6
）る

も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
、
こ
の
信
頼
が
期
待
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
権
享
有
の
保
障
は
各
人
相
互
の
信
頼
を
離
れ

て
、
他
の
権
力
主
体
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
人
権
の
自
己
否
定
で
あ
り
、
人
権
の
観
念
が
現
実
に
存
立
し
得

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
に
基
本
的
人
権
は
、
す
べ
て
の
社
会
生
活
の
基
礎
と
し
て
各
人
相
互
の
信
頼
を
根
拠
に
認
識
さ
れ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
基
本
的
人
権
の
観
念
を
支
え
る
個
人
主
義
、
自
由
主
義
の
思
想
は
、
人
間
の
社
会
的
な
本
性
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
そ
れ
は
各
人
を
社
会

か
ら
分
離
し
孤
立
化
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
と
誤
解
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
点
が
反
省
さ
れ
て
き
た
。
各
人
の
生
存
は
社
会
生
活
を
離
れ
て
は
、
あ
り

得
な
い
。
そ
れ
故
に
個
人
主
義
、
自
由
主
義
も
、
各
人
の
社
会
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
生
活
の
存
立
の
根
拠
を
、
各
入
相
互
の
自

主
的
な
合
意
に
求
め
る
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
に
個
人
主
義
に
お
け
る
利
己
主
義
、
孤
立
主
義
の
誤
解
は
、
社
会
生
活
に
基
づ
く
正
し
い
こ
と

（
襯
。
窪
）
の
理
念
に
よ
つ
て
、
修
正
の
努
力
が
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
西
ド
イ
ッ
の
実
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
以
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
伝
統
を
受
継
ぐ
社
会
的
法
治
国
原
理
の
展
開
は
、
そ
の
実
証
の
一
例
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
憲
法
一
二
条
が
、
権
利
、
自
由
の
享
有
に
関
し
て
各
人
の
責
任
を
明
示
し
、
ま
た
財
産
権
お
よ
び
、
そ
の
他
の
経
済
的

基
本
権
に
関
し
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
よ
る
義
務
づ
け
と
制
約
の
可
能
性
を
定
め
、
さ
ら
に
二
五
条
以
下
に
一
連
の
社
会
権
条
項
を
制
定
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
人
権
思
想
の
根
拠
と
な
る
個
人
主
義
、
自
由
主
義
の
思
想
が
、
現
在
の
社
会
事
情
の
も
と
で
、
各
人
の
社
会
的
な
相
互
連

帯
の
思
想
に
よ
り
、
修
正
が
加
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
変
化
を
示
す
も
の
と
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
1
）
　
基
本
権
の
権
利
と
し
て
の
部
面
と
法
秩
序
と
し
て
の
部
面
と
の
両
面
性
に
つ
い
て
は
、
鵠
Φ
ω
ω
ρ
O
歪
p
費
こ
ω
」
嵩
矯
‘
沁
き
α
P
い
o
お
鴇
（
阿
部
訳
一
四
三
頁
以
下
）
参
照
。

　
（
2
）
　
田
中
耕
太
郎
、
法
律
学
概
論
、
昭
和
二
八
年
、
三
三
九
頁
参
照
。
法
、
権
利
が
正
義
の
実
現
で
あ
り
、
特
に
法
が
客
観
的
な
正
義
の
実
現
を
目
標
と
す
る
こ
と
の
説
明
に
つ
い

　
　
て
絃
、
O
房
富
く
渕
区
9
8
ダ
閃
8
鐸
ω
勺
巳
ご
8
讐
ざ
㊦
か
鼠
一
・
這
O
O
）
9
枯
ω
牢
噸
旨
歪
お
ρ
（
田
中
耕
太
郎
訳
．
法
哲
学
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
薯
作
集
第
一
巻
一
四
七
頁
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以
下
、
一
四
八
頁
、
一
五
三
頁
）
参
照
。

（
3
）
　
入
権
が
実
定
法
上
の
権
利
と
な
つ
て
実
現
す
る
場
合
に
、
そ
れ
が
直
接
に
施
行
さ
れ
る
法
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
西
ド
イ
ッ
基
本
法
一
条
三

　
項
の
立
法
例
が
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
点
に
つ
い
て
の
要
約
と
し
て
は
、
頃
o
ω
ω
ρ
勲
鉾
ρ
ψ
昌
c
o
鴇
り
切
帥
且
p
匿
8
0
寧
（
阿
部
訳
一
四
九
頁
以
下
）
参
照
。

（
4
）
　
日
本
国
憲
法
一
二
条
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
民
事
法
理
論
と
し
て
完
成
さ
れ
た
権
利
濫
用
禁
止
の
法
理
は
、
権
利
の
内
在
的
、
本
質
的
な
成
立
要
件
お
よ
び
限
界
を
示
す
一

　
般
理
論
と
し
て
、
人
権
の
享
有
に
関
す
る
憲
法
理
論
に
お
い
て
も
通
用
す
る
。

（
5
）
　
日
本
国
憲
法
九
七
条
は
基
本
的
人
権
を
国
民
に
対
し
て
信
託
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
単
に
個
入
の
恣
意
に
よ
つ
て
処
分
す
る
こ
と
の
で
ぎ
る
私
益
と
違
い
、
各
人
相
互
間
の
相

　
互
信
頼
に
基
づ
く
信
義
則
と
、
こ
れ
に
違
反
す
る
権
利
濫
用
の
禁
止
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
そ
れ
故
に
人
権
の
個
人
的
な
利
益
を
こ
え
て
、
そ
の
根
拠
に
社
会
的
公
共
性
を

が
で
ぎ
る
。

（
6
）
　
嵩
o
ω
ω
Φ
一
m
。
ρ
ρ
堕
嵩
P
閑
磐
α
P
8
ω
騰
地
（
阿
部
訳
一
五
〇
頁
以
下
）
参
照
。

（
7
）
　
法
治
国
原
理
の
社
会
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
民
一
窪
ω
幹
段
P
U
器
幹
欝
＄
お
o
拝
鮎
魯
ω
自
昌
号
巽
8
ロ
匡
幹
U
o
5
零
巨
き
ρ
国
F
国
（
這
ミ
）
》
¢
O
o・
鱒
諏
・

　
参
照
。
ま
た
、
詳
細
な
解
説
と
し
て
竃
ρ
。
章
N
i
U
辞
慨
ー
閃
o
轟
潟
ー
ω
魯
o
ド
O
霊
昌
凝
8
9
斜
》
罫
8
矯
爵
幻
ロ
b
身
●
一
賄
赴
ρ
ざ
F
参
照
。

三
、
権
利
と
義
務
と
の
関
係

　
と
こ
ろ
で
社
会
生
活
に
お
け
る
秩
序
の
混
乱
は
、
各
人
の
利
己
的
な
権
利
主
張
に
起
因
す
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
原
因
は
、
憲
法
に
お
け
る
自

由
、
権
利
本
位
の
人
権
条
項
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
現
行
の
日
本
国
憲
法
に
対
す
る
改
正
意
見
の
な
か
で
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
今
度
の
自
民
党
憲
法
調
査
会
の
中
間
報
告
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
q
D
　
人
権
宣
言
と
し
て
の
憲
法
　
　
立
憲
主
義
の
憲
法
に
お
け
る
人
権
思
想
は
、
圧
政
に
対
す
る
国
民
の
抵
抗
と
い
う
革
命
思
想
に
由
来
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
の
規
定
は
、
人
権
尊
重
の
新
た
な
政
治
方
針
を
示
す
権
利
宣
言
の
部
分
に
重
点
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
憲
法

に
よ
る
人
権
保
障
の
目
標
は
、
人
権
の
享
有
が
国
の
権
力
に
よ
つ
て
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
国
家
機
関
の
活
動
を
規
制

す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
の
規
定
が
国
民
の
権
利
尊
重
に
傾
く
こ
と
に
な
る
の
は
、
当
然
の
結
果
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
そ
れ
故
に

立
憲
主
義
の
憲
法
は
、
各
人
の
行
為
を
規
制
し
て
、
こ
れ
を
義
務
づ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
国
家
権
力
を
憲
法
の
規
制
の
も
と
に
お
き
、
国
家
権

　
　
　
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
（
一
八
七
三
）

7

認
識
す
る
こ
と



　
　
　
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
　
（
一
八
七
四
）

力
の
恣
意
的
な
濫
用
を
阻
止
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
し
か
も
国
民
主
権
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
国
家
権
力
の
源
泉
は
国
民
に
あ
り
、
国
政
は
、

す
べ
て
国
民
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
主
権
者
で
あ
る
国
民
の
人
権
尊
重
が
国
政
の
中
心
で
あ
り
、
政
治
の
理
念
と
な
る
。
従
つ
て
憲

法
の
規
定
が
人
権
宣
言
と
し
て
、
人
権
の
尊
重
と
保
障
に
重
点
を
お
い
て
構
成
さ
れ
る
の
は
、
立
憲
主
義
憲
法
の
歴
史
に
お
け
る
当
然
の
結
論
で

あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
②
　
人
権
保
障
法
と
し
て
の
憲
法
　
　
し
か
し
憲
法
は
将
来
へ
の
政
治
綱
領
を
掲
げ
る
宣
言
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
さ
ら
に
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

権
の
享
有
と
保
障
に
関
す
る
法
規
を
定
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
憲
法
の
規
定
が
政
治
綱
領
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
権
は
非

現
実
的
な
理
念
で
あ
り
、
そ
の
享
有
と
保
障
は
将
来
の
夢
想
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
。
憲
法
に
よ
る
人
権
保
障
は
、
実
際
に
は
不
十
分
な

も
の
で
あ
る
と
の
不
満
を
残
し
な
が
ら
も
、
着
実
に
、
こ
れ
を
実
現
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
確
実
な
保
障
と
充
実
と
を
求
め
て

努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
憲
法
は
法
規
と
し
て
、
関
係
機
関
を
義
務
づ
け
、
人
権
侵
害
を
阻
止
す
る
た
め
の
法
規
と

し
て
の
機
能
を
発
揮
し
て
き
た
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
法
規
と
し
て
の
憲
法
は
、
人
権
の
享
有
、
保
障
に
関
す
る
諸
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

件
を
定
め
、
そ
の
維
持
、
実
現
に
必
要
な
法
制
度
、
法
手
続
に
関
す
る
基
本
事
項
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
立
憲
主
義
の
憲
法
が
、
国

民
の
国
家
共
同
生
活
に
お
け
る
自
由
、
権
利
の
尊
重
、
保
障
を
目
標
に
し
て
、
こ
れ
に
必
要
な
法
規
定
立
の
基
準
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
権
利
義

務
に
関
す
る
法
規
と
し
て
の
憲
法
に
お
い
て
、
不
可
欠
の
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
③
国
家
権
力
に
対
抗
す
る
権
利
と
各
人
相
互
問
に
お
け
る
義
務
①
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
人
権
は
、
本
来
、
国
民
の
側
か
ら

国
の
権
力
作
用
に
対
抗
し
て
主
張
さ
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
真
正
の
人
権
侵
害
問
題
と
は
、
国
と
国
民
と
の
間
の
支
配
服
従
関
係
に

お
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
直
ち
に
各
人
相
互
間
の
問
題
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
従
つ
て
各
人
相
互
間
に
お
い
て
人
権
問
題
が
発
生
し

た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
事
件
は
民
事
事
件
と
し
て
、
ま
ず
直
接
に
は
当
該
民
事
法
の
規
制
事
項
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の

理
由
は
、
当
事
者
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
原
因
は
、
国
の
権
力
作
用
で
は
な
く
て
、
各
人
相
互
問
に
お
け
る
私
人
の
行
為
に
よ

8



る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
国
は
、
こ
れ
ら
の
侵
害
行
為
を
、
そ
の
ま
ま
に
放
任
し
て
お
い
て
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
も

し
、
こ
こ
に
処
罰
の
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
刑
事
法
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
侵
害
行
為
を
防

止
す
る
必
要
上
、
国
が
一
般
に
公
の
秩
序
、
公
共
の
安
全
を
維
持
す
る
た
め
に
活
動
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
行
政
法
の
適
用
分
野
が
存

在
す
る
。

　
確
か
に
憲
法
は
、
こ
れ
ら
の
法
規
の
施
行
と
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
憲
法
は
、
こ
れ
ら
の
法
規
が
規
制
す
る
範
囲
に
介

入
し
て
、
直
接
に
各
人
の
行
為
を
規
律
す
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
憲
法
を
唯
一
、
直
接
の
根
拠
に
し
て
当
事
者
の
法
律
行
為
の
有
効
、
無
効

が
判
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
有
罪
、
無
罪
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
憲
法
が
直
接
に
規
制
の
対
象
と
し
て
い
る
の

は
、
民
事
、
刑
事
、
行
政
の
各
作
用
を
担
当
す
る
国
家
機
関
の
権
限
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
憲
法
は
人
権
保
障
条
項
を
通
じ
て
、
国
家
機
関
が
各
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
自
由
、
権
利
に
介
入
し
う
る
範
囲
、
限
度
、
手
続
な
ど
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
確
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
に
お
け
る
国
民
の
自
由
、

権
利
の
保
障
は
国
家
機
関
に
対
抗
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
各
人
が
憲
法
に
基
づ
い
て
人
権
保
障
の
主
張
を
展
開
す
る
こ
と
は
、
行
政
庁
、

裁
判
所
な
ど
の
国
家
機
関
に
対
し
て
、
そ
の
権
限
行
使
の
違
憲
を
理
由
に
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
各
人
の
自
由
が
人
権
と
し
て
憲
法
上
、
最
大
限
の
尊
重
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
各
人
の
国
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て

で
あ
つ
て
、
各
人
相
互
間
の
社
会
生
活
関
係
に
お
い
て
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
立
憲
主
義
の
憲
法
に
お
け
る
人
権
宣
言
は
、
国
と
国
民
と
の
支
配

服
従
関
係
に
お
い
て
、
国
民
が
国
に
対
し
、
各
人
の
自
主
性
の
不
可
侵
を
権
利
と
し
て
主
張
し
、
国
の
承
認
を
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
つ

て
、
国
が
各
人
の
自
由
、
権
利
に
対
し
、
そ
の
尊
重
と
保
障
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
第
一
の
実
践
目
標
と
な
る
。

　
②
　
と
こ
ろ
で
各
人
の
人
権
主
張
が
、
国
を
相
手
と
し
て
国
と
国
民
と
の
間
に
お
い
て
な
さ
れ
る
限
り
、
各
人
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、
人
権

主
張
の
対
立
、
競
合
と
い
う
こ
と
は
発
生
す
る
余
地
は
な
い
。
し
か
し
人
権
の
最
大
限
の
尊
重
と
不
可
侵
の
主
張
を
各
人
相
互
間
に
お
い
て
対
立

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
、
妥
協
、
和
解
の
余
地
の
な
い
抗
争
状
態
と
な
る
。
そ
れ
故
に
、
各
人
相
互
の
社
会
生
活
関
係
に
お
い

　
　
　
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
（
一
八
七
五
）
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社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
（
一
八
七
六
）

て
人
権
の
享
有
は
、
権
利
主
張
と
し
て
相
手
方
に
迫
る
こ
と
よ
り
も
、
ま
ず
相
互
に
人
権
の
享
有
に
関
す
る
各
人
の
生
活
範
囲
を
認
め
合
い
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

の
不
可
侵
の
義
務
を
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
民
と
国
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
国
民
の
側
の
不
可
侵
の
基
本
的
人
権

で
あ
つ
て
も
、
各
人
相
互
の
関
係
で
は
、
相
互
に
各
人
の
人
権
を
尊
重
す
べ
ぎ
義
務
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
各
人
相
互
の
関
係
に
お
い
て
は
、
何
人
も
他
人
に
優
越
し
て
、
他
人
を
支
配
す
る
地
位
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
実
に
は
各
人
に
能
力
の
格

差
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
根
拠
に
、
法
制
度
上
、
他
人
を
自
己
の
支
配
下
に
実
力
で
服
従
さ
せ
る
権
能
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
各

人
を
支
配
し
、
必
要
と
あ
れ
ば
命
令
、
強
制
の
方
法
に
よ
つ
て
、
こ
れ
に
服
従
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
国
の
統
治
作
用
と
し
て
な
さ
れ
る

場
合
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
成
立
し
う
る
の
は
、
事
実
上
の
実
力
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
て
、
も
ち
ろ
ん
法
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
た
限
度

に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
各
人
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、
他
人
に
対
す
る
実
力
支
配
と
い
う
こ
と
は
、
現
行
法
制
上
は
認
め
ら
れ
ず
、
も

し
現
実
に
、
こ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
暴
力
支
配
で
あ
り
、
法
律
上
も
、
事
実
上
も
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
各
人
相
互
間
の
社
会
生
活
関
係
に
お
い
て
、
当
事
者
間
の
拘
束
は
、
そ
の
合
意
を
根
拠
と
し
て
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
各
人
の
社

会
的
生
存
を
認
識
す
る
限
り
、
各
人
の
自
主
的
な
生
活
活
動
の
能
力
が
相
互
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
人
権
に
関
す
る
社
会
共

通
の
確
信
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、
人
権
に
関
す
る
権
利
意
識
が
、
人
権
を
尊
重
、
擁
護
す
る
た
め
の
義

務
意
識
を
伴
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
理
解
を
欠
く
と
、
人
権
の
主
張
は
利
己
的
な
権
利
亡
者
の
反
道
義
的
な
主
張
に
堕
落
す

（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

る
。
現
行
憲
法
が
権
利
本
位
に
傾
き
過
ぎ
る
と
い
う
批
判
は
、
こ
の
点
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
　
そ
れ
は
立
憲

主
義
の
権
利
宣
言
に
対
す
る
批
判
と
い
う
よ
り
も
、
人
権
の
観
念
の
各
人
相
互
関
係
に
お
け
る
無
分
別
な
拡
大
に
対
す
る
響
告
と
み
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
、
基
本
権
は
社
会
生
活
上
、
義
務
を
伴
う
こ
と
を
明
記
し
た
こ
と
は
、
立
法
例
と
し
て
、
現
在
で

も
注
目
す
べ
ぎ
意
義
を
残
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
1
）
　
林
修
三
監
修
、
自
民
党
憲
法
調
査
会
中
間
報
告
、
憲
法
見
直
し
作
業
の
視
点
、
一
二
八
頁
、
一
五
五
頁
以
下
参
照
。
権
利
と
義
務
の
不
均
衡
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
内
閣
憲

　
　
法
調
査
会
の
報
告
書
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
国
民
の
基
本
的
義
務
の
具
体
的
な
定
立
は
、
憲
法
の
段
楷
で
な
さ
れ
る
よ
り
も
、
通
常
の
法
律
に
お
い
て
制
定
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の



　
で
あ
る
。

（
2
）
　
阿
部
・
池
田
編
、
憲
法
⑧
（
新
版
）
、
一
四
頁
以
下
、
五
八
頁
以
下
、
六
三
頁
参
照
。

（
3
）
　
基
本
的
人
権
が
、
ま
た
客
観
的
な
法
秩
序
の
基
礎
と
な
る
点
に
つ
い
て
は
、
＝
窃
器
｝
O
霊
且
F
9
目
つ
。
｛
艶
幻
目
号
9
節
8
搾
（
阿
部
訳
｝
四
九
頁
以
下
）
参
照
。

（
4
）
　
国
o
ω
ω
ρ
勲
p
ρ
ψ
嵩
P
幻
ロ
鼠
p
b
o
Φ
ω
（
阿
部
訳
一
五
〇
頁
）
参
照
。

（
5
）
　
寓
o
ω
ω
①
｝
貸
勲
ρ
ψ
目
9
国
き
α
P
ω
o
。
ざ
ψ
に
G
。
》
幻
毘
α
P
N
旨
（
阿
部
訳
一
四
七
頁
、
一
五
〇
頁
）
参
照
。

（
6
）
　
国
民
の
基
本
的
義
務
に
つ
い
て
の
最
近
の
検
討
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
西
ド
イ
ツ
の
例
で
は
あ
る
が
、
』
九
八
二
年
度
の
国
法
学
会
に
お
け
る
第
一
課
題
の
報
告
が
あ
る

　
（
＜
＜
∪
誓
閃
ダ
甲
占
）
。

（
7
）
　
権
利
と
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
権
利
主
張
が
正
し
い
こ
と
（
閑
o
。
穽
）
を
主
張
す
べ
ぎ
義
務
に
転
化
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
知
区
鐸
蓼
F
幻
9
年
聲
獣
ざ
－

　
の
8
窪
9
ψ
一
8
い
（
田
中
耕
太
郎
訳
一
六
六
頁
以
下
）
参
照
。

四
、
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
の
実
現
と
調
整

　
各
人
相
互
間
の
社
会
生
活
関
係
に
お
け
る
人
権
の
保
障
は
、
国
と
国
民
と
の
支
配
服
従
関
係
の
場
合
と
異
な
り
、
単
純
に
人
権
の
不
可
侵
と
侵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

害
に
対
す
る
消
極
的
な
防
禦
権
の
法
理
の
み
で
は
、
解
決
の
道
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
社
会
関
係
で
は
、
す
べ
て
の
当
事

者
、
関
係
者
が
基
本
的
人
権
の
享
有
の
主
体
で
あ
り
、
同
等
に
人
権
の
保
障
を
受
け
る
べ
き
地
位
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
一
方
の
当
事

者
の
主
張
の
み
を
採
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
つ
ま
り
一
方
の
当
事
者
の
人
権
の
み
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
他
方
の
当
事
者
の
自
由
、
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
無
視
し
、
こ
れ
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
人
権
の
第
三
者
効
力
を
、
一
面
的
な
思
考
で
、
各
人
相

互
の
関
係
に
直
接
に
導
入
す
る
こ
と
は
、
不
公
平
な
結
果
を
招
来
す
る
危
険
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
慮
に
よ
つ
て
、
周
知
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
、
直
接
的
な
第
三
者
効
力
説
に
は
賛
成
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
。

　
し
か
し
基
本
的
人
権
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
国
の
義
務
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
権
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
ぎ
各
種
の
法
益
が
、
他
人

に
よ
つ
て
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
擁
護
す
る
こ
と
は
、
人
権
に
対
応
し
て
成
立
す
る
国
側
の
義
務
で
あ
り
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て

　
　
　
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
樟
の
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
　
（
一
八
七
七
）
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社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
（
一
八
七
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

履
行
し
、
確
実
に
実
現
す
べ
き
か
の
判
断
は
、
各
国
家
機
関
の
権
限
に
伴
う
裁
量
に
よ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
裁
量
は
、
人
権
に
対
す
る
最
大
限
の

尊
重
、
保
障
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
機
関
担
当
者
の
自
由
な
決
定
に
白
紙
委
任
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
結
局
は
、
憲
法
の
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
社
会
生
活
全
般
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
社
会
目
的
の
観
点
か
ら
、
公
の
秩
序
、
公
共
の
安
全
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
人
の
人
権
享

有
に
関
す
る
生
活
の
安
全
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
国
の
社
会
目
的
に
関
す
る
行
政
作
用
で
あ
り
、
そ
の
目
的
達
成
に
必
要
な
命

令
、
強
制
の
権
能
は
警
察
の
権
限
に
属
す
る
。
こ
の
よ
う
な
権
力
作
用
の
本
体
が
他
人
を
制
圧
す
る
実
力
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
存
在

が
法
制
度
の
も
と
で
正
当
化
さ
れ
る
理
由
は
、
各
人
の
人
権
の
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
方
法
、
手
段
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

故
に
、
こ
の
目
標
か
ら
外
れ
れ
ば
、
警
察
権
の
行
使
は
違
法
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
権
の
尊
重
は
、
警
察
権
存
立
の
正
当
性
の
根
拠
と
、
そ

の
行
使
の
限
界
を
憲
法
の
段
階
に
お
い
て
定
立
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
次
に
各
人
相
互
の
民
事
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
実
現
は
、
ま
ず
当
事
者
の
自
由
な
選
択
に
よ
る
契
約
と
、
当
事
者
問
の
私
的
自
治
に

よ
つ
て
法
律
関
係
が
形
成
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
の
契
約
締
結
に
対
す
る
積
極
的
な
努
力
に
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
当
事
者
間
の
権
利
義
務
関
係
を
保
護
し
、
こ
れ
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
公
正
な
私
法
秩
序
に
関
す
る
法
制
度
を
必
要
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
、
そ
れ
は
、
ま
ず
第
一
に
民
事
法
制
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
事
法
の
維
持
と
、
そ
の
具
体
的
な
実
現
は
、
法

目
的
の
作
用
と
し
て
、
裁
判
所
の
民
事
司
法
に
お
け
る
裁
判
権
に
属
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
こ
の
場
各
に
裁
判
機
関
は
、
憲
法
の

基
準
に
即
し
て
法
律
を
解
釈
、
適
用
し
、
民
事
法
規
の
規
定
を
主
観
的
に
歪
曲
す
る
こ
と
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
憲
法
に
お
け
る

人
権
の
保
障
は
、
ま
た
裁
判
権
の
行
使
に
関
す
る
法
秩
序
を
、
憲
法
の
段
階
に
お
い
て
根
拠
づ
け
た
こ
と
に
な
る
。

　
も
つ
と
も
民
事
関
係
に
お
け
る
自
由
、
権
利
の
保
障
は
、
そ
の
す
べ
て
が
当
事
者
の
私
的
自
治
と
裁
判
機
関
の
活
動
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
こ
の
ほ
か
に
民
事
法
制
の
維
持
に
関
す
る
法
務
行
政
の
作
用
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、
行
政
は
、
国
民
の
自

12



由
、
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
か
え
つ
て
当
事
者
間
の
法
律
関
係
を
公
正
に
確
保
し
、
他
か
ら
の
妨
害
に
対
し
て
保
護
す
る
た
め

に
、
後
見
的
な
機
能
を
も
果
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ
の
法
務
行
政
の
作
用
も
、
国
民
の
自
由
、
権
利
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

場
合
に
お
い
て
も
法
律
の
制
定
が
必
要
に
な
る
が
、
憲
法
に
お
け
る
人
権
の
保
障
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
法
律
の
制
定
、
解
釈
、
執
行
に
つ

い
て
の
客
観
的
な
基
準
と
法
秩
序
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
各
人
相
互
間
に
お
け
る
人
権
主
張
の
対
立
に
関
し
、
最
も
困
難
な
問
題
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、
経
済
の
領
域
で
あ
る
。
労
資
の
対
立
、
私
有

財
産
の
義
務
づ
け
に
つ
い
て
、
す
で
に
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
立
法
例
が
示
す
よ
う
に
、
人
権
保
障
の
要
求
は
、
国
家
機
関
の
権
力
行
使
を
対
象
と

し
て
、
こ
れ
を
抑
制
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
関
係
に
お
け
る
企
業
の
影
響
に
対
し
て
も
、
個
人
的
自
由
、
権
利
の
保
護
を
重
視
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
各
人
相
互
間
に
お
け
る
経
済
活
動
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
、
そ
の
自
律
的
な
調
整
力
と
経
済
秩
序
の
回
復
力

が
失
わ
れ
て
、
国
に
よ
る
経
済
の
計
画
的
な
調
整
に
よ
り
、
企
業
に
対
す
る
規
制
が
さ
け
ら
れ
な
く
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
済
情

勢
の
も
と
で
は
、
各
人
に
対
す
る
企
業
活
動
の
影
響
は
、
国
の
公
権
力
に
よ
る
場
合
と
現
実
に
は
変
り
な
く
、
基
本
的
人
権
の
享
有
に
必
要
な
最

少
限
度
の
保
障
さ
え
も
脅
か
す
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
人
権
の
保
障
は
、
国
の
政
治
権
力
に
対
抗
す
る
範
囲
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
経
済
生
活
の
分
野
に
お
け
る
人

権
の
保
障
は
、
国
と
国
民
と
の
支
配
服
従
関
係
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
場
合
、
憲
法
に
よ
る
人
権
の
保
障
は
、
民
間
企
業
に
対
す

る
関
係
に
お
い
て
も
、
な
お
一
層
、
そ
の
重
要
さ
を
増
大
し
て
い
る
。
政
治
的
な
自
由
の
観
点
か
ら
、
人
権
は
国
の
政
治
的
支
配
権
力
に
対
抗
す

る
防
禦
権
と
し
て
、
自
由
の
不
可
侵
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
つ
た
が
、
経
済
的
な
生
存
の
観
点
か
ら
は
、
各
人
の
生
存
に
必
要
な
諸
条
件
の
公
平

な
配
分
が
重
要
と
な
る
。
人
権
の
第
三
者
効
力
に
関
し
て
各
人
相
互
間
に
お
け
る
対
立
の
調
整
は
、
憲
法
の
運
営
に
関
す
る
現
代
的
な
課
題
と
し

て
、
特
に
経
済
の
分
野
に
重
点
が
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
自
由
の
不
可
侵
と
そ
の
保
障
に
関
す
る
法
治
国
原
理
の
集
大
成
に
比
較

し
て
、
ま
だ
、
そ
の
ま
と
ま
つ
た
理
論
体
系
の
形
成
が
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
つ
と
も
労
働
法
の
分
野
で
は
、
す
で
に
、
そ
の
成
果

　
　
　
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
（
一
八
七
九
）

13



　
　
　
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
　
（
一
八
八
○
）

を
あ
げ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
労
資
相
互
の
安
定
し
た
法
秩
序
、
法
関
係
が
確
立
し
た
と
は
、
ま
だ
断
言
で
き
な
い
事
情
で
あ
る
。
憲

法
に
お
け
る
人
権
保
障
の
宣
言
は
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
情
勢
の
も
と
に
お
い
て
も
、
経
済
的
な
均
衡
の
維
持
、
回
復
に
つ
い
て
、
憲
法
上
の
基

本
方
針
を
定
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

田
¢
ω
ω
①
矯
O
旨
昌
α
N
こ
ψ
目
旨
囲
罰
国
p
＆
p
曽
O
ヌ
（
阿
部
訳
一
四
三
頁
以
下
）
参
照
。

国
o
ω
ω
o
協
費
戸
ρ
ψ
置
ど
幻
弩
匹
戸
ω
q
ド
（
阿
部
訳
一
八
四
頁
）
参
照
。

私
人
相
互
間
に
お
け
る
第
三
者
効
力
に
つ
い
て
は
、
芦
部
信
喜
、
憲
法
五
人
権
ω
、

＝
Φ
ω
器
讐
勲
費
P
¢
お
ρ
国
き
α
ロ
6
脇
O
（
阿
部
訳
一
八
一
頁
）
参
照
。

＝
o
ω
ω
o
｝
ρ
ρ
ρ
ψ
置
辞
国
き
α
戸
ω
誘
（
阿
部
訳
一
八
五
頁
）
参
照
。

国
①
ω
ω
ρ
ρ
鉾
ρ
9
置
ρ
幻
き
α
p
ω
9
（
阿
部
訳
一
八
四
頁
）
参
照
。

田
①
霧
Φ
曽
僧
勲
ρ
9
一
島
帥
国
ゆ
口
身
．
ω
零
（
阿
部
訳
一
八
五
頁
）
参
照
。

三
九
頁
以
下
。
ま
た
直
接
適
用
説
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
五
八
頁
以
下
、
七
〇
頁
以
下
参
照
。

14

五
、
結

藍口口

　
個
人
主
義
、
自
由
主
義
の
思
想
に
よ
る
人
権
思
想
は
、
各
人
相
互
の
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、
各
人
の
自
由
競
争
へ
と
駆
り
た
て
た
。
確
か

に
、
こ
れ
に
よ
つ
て
社
会
、
経
済
の
発
展
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
つ
た
。
し
か
し
、
こ
の
自
由
は
、
各
人
の
利
己
的
な
権
利
主
張
の
競
争
、
対

立
を
激
化
さ
せ
る
の
み
で
、
生
活
の
安
全
を
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
由
は
、
能
力
者
に
は
無
限
の
発
展
の
可
能
性
を
保
障
す
る
こ
と
に
は

な
つ
て
も
、
弱
者
に
は
優
勝
劣
敗
の
必
然
に
よ
る
生
活
の
脅
威
と
な
る
。
社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
の
保
障
は
、
一
面
的
な
自
由
放
任
の
み
で
は

な
く
て
、
社
会
生
活
に
お
け
る
各
人
共
存
の
維
持
で
あ
り
、
社
会
全
般
に
わ
た
る
生
活
の
安
全
の
保
障
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
人
権
保

障
は
、
そ
の
意
味
で
、
各
人
の
人
権
享
有
に
と
も
な
う
社
会
的
な
責
任
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
日
本
国
憲
法
一
二
条
の
義
務
、
責

任
は
、
人
権
の
価
値
を
根
拠
づ
け
る
本
質
的
な
内
容
を
示
す
も
の
と
し
て
、
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。


