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第
四
章
　
考
察
（
承
前
）

前
章
ま
で
、
裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
わ
が
国
の
判
例
を
中
心
と
し
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
分

析
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
抽
出
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

た
だ
、
こ
の
検
討
を
進
め
る
前
に
、
統
治
行
為
論
と
い
う
議
論
に
お
い
て
、
現
在
、
一
般
的
あ
る
い
は
標
準
的
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
事
項
を
確
認
し
て
お
こ
う
（
１
）。

①
統
治
行
為
は
、
十
分
発
達
し
た
裁
判
制
度
の
も
と
で
の
み
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
行
政
に
対
す
る
訴
訟
が
一
定
の
事
項
に
限
ら
れ
て
い
る
よ

う
な
制
度
の
も
と
で
は
、
統
治
行
為
論
を
議
論
す
る
意
味
は
な
い
。

②
統
治
行
為
を
理
由
と
す
る
不
受
理
（
無
審
査
）
は
、
受
理
（
審
査
）
に
関
す
る
通
常
の
条
件
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
い
る
の
に
、
特
別
な
理
由
に
よ

り
受
理
（
審
査
）
を
拒
否
す
る
場
合
で
あ
る
。

③
統
治
行
為
は
、
当
該
行
為
の
取
消
し
や
無
効
を
求
め
る
訴
訟
、
訴
訟
に
お
い
て
抗
弁
の
形
で
当
該
行
為
の
違
法
性
を
問
題
に
す
る
方
法
（
わ
が

国
の
場
合
は
、
訴
訟
の
前
提
問
題
と
し
て
統
治
行
為
の
違
法
性
が
問
題
に
な
る
場
合
）
（
2
）、

当
該
行
為
を
原
因
と
し
て
国
家
に
賠
償
や
補
償
を
求
め
る
訴
訟
、
の
い

ず
れ
の
訴
訟
類
型
で
も
、
合
法
性
が
審
査
さ
れ
な
い
。

④
統
治
行
為
は
行
政
裁
判
で
も
司
法
裁
判
で
も
審
査
さ
れ
な
い
（
3
）。

⑤
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
統
治
行
為
の
主
体
は
執
行
権
で
あ
る
。
た
だ
し
、
わ
が
国
で
は
統
治
行
為
の
主
体
は
、
必
ず
し
も
執
行
権
に
限
ら
れ

三



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

四

ず
、
政
治
部
門
で
あ
る
（
4
）。

な
お
、
②
の
特
別
な
理
由
と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。
通
常
、
そ
れ
は
、
政
治
的
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

裁
判
所
で
審
査
さ
れ
な
い
事
項
の
う
ち
、
ほ
か
の
法
理
で
無
審
査
の
説
明
の
つ
か
な
い
も
の
の
中
か
ら
統
治
行
為
の
要
素
を
探
し
、
そ
し
て
、
そ
の

要
素
の
存
在
が
な
ぜ
裁
判
を
免
れ
さ
せ
る
の
か
と
い
う
理
由
を
考
え
て
い
く
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
で
は
、
以
下
で
検
討
を
進
め
て
行
く
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
と
わ
が
国
に
お
け
る
統
治
行
為
に
関
す
る
学
説
の
概
要
を
み
て
お
こ
う
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
1
）Cf.P

au
lD

u
ez,

L
e
s

a
c
te

s
d

e
g
o
u

v
e
r
n

e
m

e
n

t,
S

irey,1935,p
p

.17-26.

（
2
）訴
訟
に
お
い
て
、
前
提
問
題
と
な
っ
て
い
る
統
治
行
為
自
体
が
無
効
と
な
ら
な
く
て
も
、
そ
の
統
治
行
為
を
根
拠
と
し
て
と
ら
れ
た
行
為
が
無
効
と
な
る
な
ら
ば
、
結
果

的
に
前
提
問
題
が
無
効
と
さ
れ
る
の
と
同
様
の
効
果
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
―
参
照
、
入
江
俊
郎
「
統
治
行
為
」
公
法
研
究
一
三
号
（
一
九
五
五
年
）
九
三
―
九
四

頁
。

（
3
）Cf.

M
.

L
.

M
ich

o
u

d
,

D
es

actes
d

e
go

u
vern

em
en

t,
A

n
n

a
le

s
d

e
l ,e

n
s
e
ig

n
e
m

e
n

t
s
u

p
ér

ie
u

r
d

e
G

r
e
n

o
b

le
,
1889,

p
.
263

;
M

ich
el

V
irally,

L
,in

trou
vab

le

《acte
d

e
gou

vern
em

en
t

》,
R

e
v

u
e

d
u

d
r
o
it

p
u

b
lic

,1952,
p

p
.322-323.

た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
司
法
裁
判
所
は
審
査
で
き
る
と
い
う

論
者
も
い
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
―C

f.M
ich

ou
d

,p
p

.276-277.

な
お
、
憲
法
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
審
査
権
も
問
題
と
な
る
。

（
4
）参
照
、
入
江
・
前
出
註
（
２
）
八
四
―
八
五
頁
、
佐
藤
幸
治
『
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
）
三
五
四
頁
、
渋
谷
秀
樹
『
憲
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七

年
）
五
九
七
―
五
九
八
頁
。
な
お
、
主
体
と
し
て
裁
判
所
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
裁
判
所
の
行
使
す
る
裁
判
権
は
、
こ
こ
で
は
問
題
に
な
り
え
な
い
が
、
司
法
行

政
権
の
行
使
は
ど
う
か
。
理
屈
の
上
で
は
統
治
行
為
の
主
体
と
な
り
え
な
い
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
も
、
現
実
的
な
可
能
性
は
極
め
て
低
い
だ
ろ
う
。
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第
一
節
　
統
治
行
為
に
関
す
る
学
説
―
フ
ラ
ン
ス
―

フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
統
治
行
為
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
主
要
な
も
の
を
簡
潔
に
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

一
　
政
治
的
動
機
説
の
放
棄
ま
で

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
一
七
九
九
年
憲
法
五
二
条
で
創
設
さ
れ
、
統
領
（con

su
l

）
の
指
揮
の
下
で
、
行
政
に
関
し
て
生
じ
た
紛
争
を
解
決
す

る
責
務
を
負
う
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
国
家
元
首
に
意
見
を
具
申
す
る
の
に
と
ど
ま
り
、
行
政
裁
判
権
自
体
は
国
家
元

首
に
留
保
さ
れ
て
い
た
（
い
わ
ゆ
る
留
保
裁
判
制
度
）。
実
際
に
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
は
ほ
と
ん
ど
常
に
従
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
理
論

的
に
は
元
首
は
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
こ
の
元
首
に
よ
る
拒
否
を
回
避
す
る
必
要
と
い
う
状
況
の
も
と
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
明

確
な
基
準
を
示
す
こ
と
な
く
、「
政
治
的
」
な
行
為
は
裁
判
の
対
象
と
な
ら
な
い
統
治
行
為
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
し
た
（
5
）。

当
時
、
学
説
の
中
に
は
、

行
政
が
政
治
的
目
的
で
行
為
し
た
か
ど
う
か
で
、
統
治
行
為
か
否
か
を
判
断
す
る
と
唱
え
る
も
の
も
あ
っ
た
（
政
治
的
動
機
説
）
（
6
）。

し
か
し
、
こ
の
説

に
従
う
と
、
判
断
が
全
く
恣
意
的
に
な
る
と
い
う
欠
陥
が
あ
っ
た
。

右
の
留
保
裁
判
制
度
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
が
、
一
八
七
二
年
五
月
二
四
日
の
法
律
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
次
の
よ
う
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

タ
に
自
ら
裁
判
す
る
権
利
を
認
め
た
（
7
）。

第
九
条

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
行
政
事
件
に
関
す
る
訴
え
、
お
よ
び
各
種
の
行
政
官
庁
の
諸
行
為
に
対
し
て
提
起
さ
れ
る
越
権
を
理
由
と

五



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

六

す
る
取
消
請
求
に
つ
い
て
終
審
と
し
て
判
決
す
る
。

こ
の
制
度
変
更
の
も
と
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
一
八
七
五
年
二
月
一
九
日
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
公
事
件
（
8
）

で
、
少
な
く
と
も
、
判
断
基
準
を
行
政

の
意
図
に
求
め
る
政
治
的
動
機
説
を
放
棄
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

二
　
現
在
ま
で
の
学
説
状
況

こ
の
政
治
的
動
機
説
の
放
棄
以
降
、
学
説
は
統
治
行
為
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
、
政

治
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
学
説
、
法
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
学
説
、
統
治
行
為
を
否
定
す
る
学
説
、
に
お
お
む
ね
分
類
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
法
的
説
明
と
政
治
的
説
明
（
法
外
的
説
明
）
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
法
的

と
い
う
場
合
の
意
味
の
範
囲
を
ど
う
と
る
か
で
見
方
が
変
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
法
的
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
、
制
定
法
と
そ
の
解
釈
の
枠
内
で
処
理

で
き
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
方
、
法
的
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
、
実
定
法
を
超
え
た
よ
り
広
い
範
囲
の
法
現
象
と
捉
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
法
的
と
い
う
言
葉
を
前
者
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、
こ
の
法
的
か
政
治

的
か
と
い
う
分
類
、
あ
る
い
は
否
定
説
な
の
か
統
治
行
為
と
い
う
概
念
は
認
め
て
い
る
の
か
と
い
う
判
断
は
、
多
分
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ

ま
り
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。

（
１
）
政
治
的
説
明
説
（
既
存
の
実
定
法
の
枠
組
み
を
超
え
た
説
明
）

ま
ず
、
政
治
的
説
明
説
を
み
よ
う
。
政
治
的
動
機
説
が
放
棄
さ
れ
た
の
は
す
で
に
見
た
。
こ
れ
以
外
に
、
次
の
よ
う
な
学
説
が
あ
る
。

（
ａ
）
Ｅ
・
ラ
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
（E

.L
aferrière

）



西
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一
八
九
六
年
に
行
政
裁
判
に
関
す
る
著
作
を
発
表
し
た
当
時
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
ラ
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
は
、
統
治
行
為
に
つ

い
て
、
行
政
裁
判
所
は
審
査
を
し
な
い
と
主
張
し
た
。

ま
ず
、
こ
の
行
政
裁
判
所
の
無
権
限
は
、
一
八
四
九
年
三
月
三
日
の
組
織
法
律
四
七
条
一
項
と
そ
れ
を
ほ
ぼ
引
き
継
い
だ
一
八
七
二
年
五
月
二
四

日
の
法
律
二
六
条
一
項
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
一
八
四
九
年
の
組
織
法
律
を
議
会
で
説
明
す
る
た
め
の
ヴ
ィ
ヴ
ィ

ア
ン
（V

ivien

）
の
報
告
書
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
、
彼
は
、
制
定
法
以
外
に
、
公
法
の
一
般
原
理
や
条
理
か
ら
統
治
行
為
（acte

d
e

gou
vern

em
en

t

）
と
行
政
行
為
（acte

d
,ad

m
in

i-

stration

）
の
区
別
が
な
さ
れ
る
と
い
う
。
彼
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

「
行
政
を
行
な
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
法
律
の
日
常
的
な
適
用
の
確
保
で
あ
り
、
市
民
と
中
央
あ
る
い
は
地
方
行
政
機
関
と
の
関
係
、
お
よ
び
各
種

の
行
政
機
関
相
互
間
の
関
係
に
留
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
統
治
を
行
な
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
憲
法
の
遵
守
と
、
大
き
な
公
権
力
の
運
営
に
留
意
し
、

政
府
と
両
議
院
と
の
関
係
、
お
よ
び
自
国
と
外
国
と
の
関
係
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。

統
治
行
為
に
お
い
て
支
配
す
る
も
の
、
そ
れ
は
、
ゆ
え
に
そ
の
政
治
的
性
格
で
あ
る
。
統
治
行
為
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
行
政
裁
判
か
ら
逃
れ
、
統

治
行
為
は
、
政
治
的
裁
判
権
、
つ
ま
り
大
臣
の
行
為
を
統
制
し
、
あ
る
い
は
例
外
的
な
場
合
に
は
、
大
臣
を
そ
の
行
為
に
つ
い
て
告
発
し
裁
判
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
両
議
院
が
行
使
す
る
裁
判
権
に
の
み
服
す
る
」
（
9
）。

ま
た
、
彼
は
、
統
治
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
執
行
権
の
「
動
機
」（m

o
b

ile

）
で
は
な
く
、「
性
質
」（n

atu
re

）
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
述

べ
て
い
る
（
10
）。

こ
の
よ
う
に
、
彼
は
、
統
治
と
行
政
を
政
治
的
性
格
が
あ
る
か
ど
う
か
よ
っ
て
区
別
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
こ
の
統
治
と
行
政
の
区
別
と
い
う

七



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

八

考
え
方
は
、
後
の
学
説
に
相
当
の
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
学
説
の
問
題
点
は
、
ま
ず
、
こ
の
区
別
が
明
確
と
は
言
い
が
た
い
点
に
あ
る
。
彼
は
何
が
政
治
的
な
も
の
な
の
か
を
明
確
に
定
義
し
て
い
な

い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
区
別
の
実
際
の
判
断
は
か
な
り
困
難
で
あ
ろ
う
。
区
別
の
判
断
基
準
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
よ
り

重
大
な
問
題
と
し
て
、
な
ぜ
、
政
治
的
な
性
格
の
あ
る
統
治
行
為
が
裁
判
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
の
解
明
が
不
十
分
で
あ
る

こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

裁
判
か
ら
免
れ
る
理
由
に
つ
い
て
推
測
す
る
な
ら
、
ひ
と
つ
の
解
説
と
し
て
は
次
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
行
政
行
為
は
行
政
裁
判
で
審
査
さ
れ

る
。
一
方
、
統
治
行
為
は
、
行
為
主
体
は
行
政
で
あ
る
が
、
そ
の
性
質
・
作
用
が
行
政
行
為
に
該
当
し
な
い
の
で
行
政
裁
判
で
審
査
さ
れ
な
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
（
実
際
、
後
出
の
シ
ャ
ピ
ュ
や
セ
ラ
ン
は
こ
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
）。

し
か
し
、
制
定
法
に
は
そ
の
よ
う
な
区
別
は
特
別
書
か
れ
て
い
な
い
し
（
後
出
（
２
）（
ａ
）
参
照
）、
逆
に
、
行
為
主
体
に
着
目
す
れ
ば
、
行
政
行

為
も
統
治
行
為
も
行
政
が
行
な
っ
て
い
る
か
ら
、
行
政
裁
判
の
審
査
対
象
に
な
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
単
に
、
統
治
行
為
が
行
政
行

為
と
性
質
・
作
用
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
裁
判
か
ら
免
れ
る
確
か
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

説
明
は
、
制
定
法
と
そ
の
解
釈
の
枠
内
で
統
治
行
為
を
説
明
し
て
い
る
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
彼
が
肯
定
的
に
引
用
し
た
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
の
説
明
文
の
中
に
は
、
裁
判
権
の
行
使
が
執
行
権
の
公
共
の
利
益
の
観
点
か
ら
の
行
為
を
麻

痺
さ
せ
、
他
の
権
力
に
脅
威
を
与
え
る
新
し
い
権
力
を
作
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
記
述
が
あ
る
（
後
出
（
２
）（
ａ
）
参
照
）
の
で
、
彼
も
そ
の

よ
う
な
方
向
に
考
え
て
い
た
可
能
性
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
統
治
行
為
論
の
根
拠
を
国
家
的
秩
序
の
維
持
に
も
と

め
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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な
お
、
彼
は
、
一
八
七
二
年
五
月
二
四
日
の
法
律
二
六
条
一
項
も
統
治
行
為
の
存
在
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
十
分
な
根
拠
と
な

ら
な
い
こ
と
は
、
の
ち
に
述
べ
る
（
後
出
（
２
）（
ａ
）
参
照
）。

（
ｂ
）
モ
ー
リ
ス
・
オ
ー
リ
ウ
（M

au
rice

H
au

riou

）

第
三
共
和
制
の
時
代
に
活
躍
し
た
公
法
学
者
オ
ー
リ
ウ
も
、
行
政
行
為
と
統
治
行
為
を
区
別
す
る
と
い
う
見
方
を
採
用
し
た
。
彼
は
、
行
政
裁
判

の
対
象
と
な
る
行
政
行
為
と
、
対
象
に
な
ら
な
い
統
治
行
為
と
を
区
別
す
る
基
準
は
、
行
政
が
公
共
に
関
す
る
日
常
業
務
を
遂
行
す
る
作
用
で
あ
る

の
に
対
し
、
統
治
と
は
、
例
外
的
事
件
を
解
決
し
た
り
、
国
家
的
に
重
大
な
利
益
を
保
護
し
た
り
す
る
作
用
で
あ
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
と
論
じ

た
。
統
治
行
為
と
は
、
政
治
に
か
か
わ
る
作
用
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
こ
の
区
別
は
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
行
政
の
行
為
が
、
政
治
的
重
要
性
と
い
う
口
実
の
も
と
に
、

恣
意
的
に
統
治
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
結
局
、
こ
の
区
別
の
基
準
は
、
極
め
て
危
険
な
も
の
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
困

難
を
避
け
る
た
め
に
は
、
統
治
行
為
と
は
、
行
政
判
例
が
統
治
行
為
で
あ
る
と
し
た
行
為
の
リ
ス
ト
に
載
っ
て
い
る
も
の
と
す
る
し
か
方
法
が
な
い
（
11
）。

こ
の
よ
う
に
彼
は
、
明
確
な
基
準
を
定
立
す
る
こ
と
を
諦
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、
統
治
行
為
の
本
質
は
、
あ
く
ま
で
、
そ
の
政
治
性
に
あ
る
と
し

て
い
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
統
治
行
為
の
理
論
は
、
正
当
な
観
念
に
対
応
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
国
家
の
正
当
な
防
衛
の
た
め

の
政
治
的
必
要
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
12
）。

ま
た
、
彼
は
、
こ
れ
に
つ
き
、
法
の
外
に
あ
る
行
為
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、

「
そ
れ
が
よ
り
大
き
い
害
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
で
説
明
し
て
い
る
（
13
）。

こ
の
よ
う
な
オ
ー
リ
ウ
の
学
説
の
意
義
は
、
以
下
に
あ
る
。
ま
ず
、
統
治
行
為
が
裁
判
か
ら
免
れ
る
実
質
的
根
拠
を
提
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
彼
は
、
統
治
行
為
が
行
政
裁
判
か
ら
免
れ
る
根
拠
を
、
国
家
の
正
当
な
防
衛
、
す
な
わ
ち
国
家
的
秩
序
の
防
衛
と
い
う
こ
と
に
求
め
た
も
の
と

九



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

一
〇

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
が
法
の
外
に
あ
る
行
為
（
法
を
破
る
行
為
）
を
よ
り
大
き
な
害
を
避
け
る
た
め
に
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ

る
と
主
張
し
、
統
治
行
為
と
法
秩
序
の
枠
組
み
を
超
え
る
場
合
と
を
関
連
付
け
て
い
る
点
も
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
の
学
説
で
は
、
な
ぜ
、
国
家
的
秩
序
の
防
衛
に
関
係
す
る
政
治
的
判
断
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
判
断
よ
り
執
行
機
関
の
判
断
が
優
先

さ
れ
る
べ
き
な
の
か
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
統
治
行
為
と
行
政
行
為
の
区
別
の
明
確
な
基
準
を
定
立
す
る
こ
と
を
諦
め
た
点
に
問
題
が
な

い
の
か
ど
う
か
を
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ｃ
）
ポ
ー
ル
・
ジ
ュ
エ
ズ
（P

au
lD

u
ez

）
の
判
例
政
策
説

や
は
り
、
第
三
共
和
制
に
お
い
て
活
動
し
た
ジ
ュ
エ
ズ
の
議
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
を
ど
う
説
明
す
る
か
と
い
う
部
分
と
、
彼
自
身
の
説
の
部

分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
扱
う
の
は
前
者
で
、
後
者
は
、
後
に
改
め
て
紹
介
す
る
（
後
出
（
３
）（
ｃ
）
参
照
）。

彼
は
、
統
治
行
為
は
法
的
論
理
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
統
治
行
為
は
、
判
例
政
策
の
所
産
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
政
治
的
理
由
を
次
の
三
つ
に
分
類
す
る
。
①
裁
判
官
が
議
会
と
の
紛
争
を
避
け
る
こ
と
を
望
む
こ
と
。
②
裁
判
官

が
、
訴
訟
に
お
い
て
審
査
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
関
係
上
の
困
難
を
政
府
に
も
た
ら
す
こ
と
を
危
惧
す
る
こ
と
。
③
一
定
の
事
項
に
つ
い
て

は
、
政
府
が
大
き
な
自
由
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
観
念
を
裁
判
官
が
も
っ
て
い
る
こ
と
（
14
）。

つ
ま
り
、
裁
判
官
が
統
治
行
為
を
審
査
し
な
い
理
由
は
、
法
的
な
理
由
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
裁
判
官
の
政
治
的
考
慮
に
基
づ
く
遠
慮
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
ジ
ュ
エ
ズ
の
見
解
は
、
行
政
行
為
と
統
治
行
為
の
区
別
を
出
発
点
と
す
る
他
の
政
治
的
説
明
説
と
は
毛
色
が
異
な
る
も
の
と

い
え
よ
う
。

し
か
し
、
ジ
ュ
エ
ズ
に
よ
る
判
例
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
は
、
以
下
の
問
題
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。
①
に
関
し
て
は
、
裁
判
の
管
轄
権
と
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か
議
会
の
自
律
権
な
ど
で
法
的
に
説
明
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
②
に
関
し
て
は
、
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
判
例
の
変
遷
の
例

を
み
て
も
わ
か
る
と
お
り
（
第
二
章
第
六
節
参
照
）、
国
際
関
係
上
の
困
難
の
評
価
は
相
対
的
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
な
根
拠
に
な
ら
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
③
は
、
単
な
る
裁
量
権
で
法
的
に
説
明
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
結
局
、
裁
判
官
の
遠
慮
と
は
、
法
的
に
そ
も
そ
も
説
明
で

き
る
か
、
あ
る
い
は
実
質
的
根
拠
に
乏
し
い
政
治
的
考
慮
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

実
の
と
こ
ろ
、
ジ
ュ
エ
ズ
は
、
統
治
行
為
論
は
、
必
要
性
の
理
論
（th

éorie
d

e
la

n
écessité

）
を
含
ま
な
い
と
い
う
限
定
を
し
て
い
る
。
必
要

性
の
理
論
に
よ
る
と
、
政
府
は
、
必
要
性
の
名
に
お
い
て
、
合
法
性
を
破
る
行
為
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
彼
の
想
定
す
る
統
治
行
為
論
は
、

あ
く
ま
で
通
常
の
法
的
秩
序
の
範
囲
内
で
執
行
権
が
行
動
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
（
15
）。

こ
の
た
め
、
先
に
み
た
オ
ー
リ
ウ
の
よ
う
な
国
家
的
秩
序

の
防
衛
を
理
由
と
す
る
統
治
行
為
論
と
は
様
相
を
異
に
す
る
。
問
題
は
、
必
要
性
の
理
論
を
統
治
行
為
論
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
概
念
操
作
の
問
題
と
も
い
え
る
け
れ
ど
も
、
現
時
点
で
は
、
必
要
性
の
理
論
を
含
ま
な
い
と
す
る
と
統
治
行
為
論
で
説
明
さ
れ
る

も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
や
、
統
治
行
為
論
に
必
要
性
の
理
論
を
含
め
る
ほ
う
が
通
常
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
排
除
は
妥
当
で
な
い

と
思
わ
れ
る
。

（
ｄ
）
ル
ネ
・
シ
ャ
ピ
ュ
（R

en
é

C
h

ap
u

s

）

現
在
、
行
政
法
学
の
大
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
シ
ャ
ピ
ュ
は
、
一
九
五
八
年
に
発
表
し
た
論
文
で
、
改
め
て
、
行
政
行
為
と
統
治
行
為
の
区
別

を
主
張
し
た
。
彼
は
、
こ
の
区
別
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
民
主
制
と
議
会
制
の
制
度
と
機
構
の
運
営
を
確
保
す
る
こ
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
外
国
あ

、
、
、

る
い
は
国
際
機
関
と
の
関
係
を
維
持
す
る
こ
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
戦
争
を
す
る
こ
と

、
、
、
、
、
、
、

、
こ
れ
ら
は
行
政
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

？
わ
れ
わ
れ
は
本
当
に

そ
う
考
え
な
い
（
16
）（

強
調
原
著
者
）」。

一
一



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

一
二

こ
う
し
て
、
彼
は
、
統
治
行
為
が
裁
判
か
ら
免
れ
る
こ
と
の
正
当
性
を
、
判
例
政
策
で
あ
る
と
か
行
政
裁
判
所
の
遠
慮
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、

こ
の
行
政
行
為
と
統
治
行
為
の
区
別
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
統
治
行
為
に
対
す
る
裁
判
の
無
管
轄
は
、
二
つ
の
裁
判
秩
序

の
相
互
の
管
轄
を
決
め
て
い
る
ル
ー
ル
の
適
用
に
よ
っ
て
、
通
常
の
方
法
で
説
明
で
き
る
と
す
る
。「
こ
れ
ら
の
行
為
に
関
す
る
、
司
法
裁
判
の
無

管
轄
は
、
困
難
を
引
き
起
こ
さ
な
い
し
、
常
に
当
然
の
こ
と
に
見
え
た
。
行
政
裁
判
の
無
管
轄
も
や
は
り
そ
う
で
あ
る
。
…
そ
の
無
管
轄
は
、
行
政

裁
判
所
が
、
行
政
の
裁
判
所
で
し
か
な
く
、
行
政
裁
判
所
が
、
行
政
以
外
の
行
為
や
活
動
を
審
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
自
然
に

引
き
出
さ
れ
る
」
（
17
）。

こ
の
よ
う
に
、
彼
は
、
統
治
行
為
が
裁
判
か
ら
免
れ
る
理
由
を
管
轄
権
の
問
題
と
し
て
形
式
的
に
説
明
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
ラ
フ
ェ
リ
エ

ー
ル
の
説
を
紹
介
し
た
箇
所
で
展
開
し
た
も
の
と
同
様
な
批
判
が
あ
た
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
彼
は
、
判
例
政
策
と
か
行
政
裁
判
所
の
遠
慮
と
い
う
説
明
は
政
治
的
理
由
に
よ
る
説
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
行
政
行
為
と
統
治

行
為
の
区
別
に
よ
る
説
明
は
法
的
理
由
に
よ
る
説
明
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
法
的
と
い
う
意
味
を
、
制
定
法

と
そ
の
解
釈
の
枠
内
で
処
理
で
き
る
も
の
と
捉
え
る
な
ら
、
シ
ャ
ピ
ュ
の
行
政
行
為
と
統
治
行
為
の
区
別
は
、
政
治
的
（
法
外
的
）
な
も
の
で
あ
り
、

法
的
説
明
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
制
定
法
で
は
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
特
別
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
法
的
と
い
う
意

味
を
、
実
定
法
を
超
え
た
よ
り
広
い
範
囲
で
捉
え
た
場
合
、
シ
ャ
ピ
ュ
の
行
政
行
為
と
統
治
行
為
の
区
別
も
、
そ
の
広
い
意
味
で
の
法
規
範
を
適
用

し
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
、
法
的
説
明
だ
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
ｅ
）
ピ
エ
ー
ル
・
セ
ラ
ン
（P

ierre
S

erran
d

）

一
九
九
六
年
に
『
統
治
行
為
（
国
家
の
法
的
作
用
理
論
へ
の
寄
与
）』
と
題
す
る
博
士
号
論
文
を
提
出
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
統
治
行
為
論
を
包
括
的
に
研
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究
し
た
セ
ラ
ン
も
、
機
関
と
し
て
は
同
一
の
執
行
権
が
、
行
政
作
用
以
外
に
、
統
治
作
用
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
引
き
継
い
で
い
る
（
18
）。

彼
は
、
作
用
（fon

ction

）
と
い
う
観
点
か
ら
、
執
行
機
関
が
行
な
う
可
能
性
の
あ
る
作
用
を
次
の
よ
う
に
列
挙
す
る
。

第
一
は
、
行
政
作
用
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
第
五
共
和
制
憲
法
に
お
い
て
は
、
行
政
命
令
の
制
定
、
文
官
・
武
官
の
任
命
等
が
含
ま
れ
る
（
19
）。

第
二

は
、
立
法
作
用
で
あ
る
。
第
五
共
和
制
憲
法
の
場
合
だ
と
、
憲
法
九
二
条
に
よ
る
法
律
の
効
力
を
も
つ
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
（
現
在
は
憲
法
改
正
に
よ
り
規
定

が
削
除
さ
れ
て
い
る
）
や
憲
法
一
六
条
に
基
づ
く
法
律
事
項
に
か
か
わ
る
措
置
が
あ
る
（
20
）。

第
三
は
、
裁
判
作
用
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
第
三
共
和
制
時

に
裁
判
で
そ
の
性
格
が
問
題
と
な
っ
た
、
捕
獲
審
検
所
（C

on
seil

d
es

p
rises

）
の
行
為
な
ど
が
あ
る
（
21
）。

第
四
は
、
司
法
作
用
で
あ
る
。
例
え
ば
、

民
事
裁
判
所
が
不
適
法
に
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
異
議
に
対
す
る
、
司
法
大
臣
に
よ
る
拒
否
行
為
な
ど
が
あ
る
（
22
）。

第
五
は
、
民
事
作
用
で
あ
る
。

例
え
ば
、
民
法
一
七
一
条
に
基
づ
く
、
不
適
法
な
婚
姻
の
例
外
的
許
可
な
ど
が
あ
る
（
23
）。

第
六
は
、
国
内
秩
序
に
関
わ
る
統
治
作
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

憲
法
上
の
公
的
権
力
機
関
を
動
か
し
、
そ
の
運
用
を
調
整
す
る
作
用
で
あ
る
（
24
）。

議
会
の
解
散
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
第
七
は
、
対
外
的
秩
序
に
関

わ
る
連
合
・
外
交
作
用
（fon

ction
féd

érative
et

d
ip

lom
atiq

u
e

）（
対
外
秩
序
に
関
わ
る
統
治
行
為
）
で
あ
る
（
25
）。

条
約
の
締
結
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た

る
。こ

の
よ
う
に
、
執
行
権
は
、
行
政
以
外
の
作
用
も
担
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
執
行
権
が
行
政
作
用
と
区
別
さ
れ
る
統
治
作
用
を

担
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
自
動
的
に
裁
判
所
が
統
治
作
用
を
管
轄
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
。

フ
ラ
ン
ス
の
現
行
の
裁
判
制
度
の
枠
組
み
で
は
、
司
法
裁
判
所
は
、
原
則
と
し
て
民
事
事
件
に
管
轄
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
行
為
の
性
質
上
、

統
治
行
為
は
管
轄
で
き
な
い
（
26
）。

ま
た
、
行
政
裁
判
所
も
、
行
政
作
用
し
か
審
査
で
き
な
い
（
27
）。

そ
れ
で
は
憲
法
院
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
憲
法
お
よ
び

一
三



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

一
四

組
織
法
律
に
よ
り
憲
法
院
に
与
え
ら
れ
た
管
轄
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
、
い
か
な
る
条
文
も
憲
法
院
に
執
行
権
の
行
為
を
審
査
す
る
管
轄
を
与
え
て

い
な
い
（
28
）。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
説
明
だ
と
、
特
に
憲
法
院
に
つ
い
て
は
、
統
治
行
為
を
審
査
で
き
な
い
の
は
単
な
る
裁
判
組
織
上
の
欠
如
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
（
後
出
（
２
）（
ｄ
）
の
フ
ァ
ボ
ル
ー
説
参
照
）。
そ
こ
で
、
統
治
行
為
を
裁
判
で
き
な
い
実
質
的
な
理
由

を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
29
）。

セ
ラ
ン
は
、
そ
の
理
由
を
「
法
規
範
に
還
元
で
き
な
い
政
治
の
自
律
性
」
に
求
め
る
。
社
会
生
活
の
一
定
の
事
柄
は
、
法
規
範
に
よ
っ
て
枠
付
け

ら
れ
な
い
。
政
治
的
決
定
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
。
ま
ず
、
政
治
機
関
の
と
る
活
動
の
多
く
は
憲
法
典
に
よ
っ
て
予
見
さ
れ
て
い

な
い
。
次
に
、
憲
法
典
は
、
条
件
付
け
ら
れ
て
い
な
い
特
権
を
与
え
る
単
な
る
授
権
規
範
を
多
く
含
ん
で
お
り
、
ゆ
え
に
政
治
機
関
に
決
定
の
選
択

余
地
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
憲
法
典
が
政
治
的
特
権
を
そ
の
行
使
に
つ
き
条
件
を
付
し
て
限
界
付
け
を
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
と
き
で
さ
え
、

規
範
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
条
件
を
解
釈
す
る
と
い
う
政
治
的
決
定
を
、
他
に
移
す
か
先
送
り
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
結
局
、
政
治
は
基
本
的
に

限
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
規
範
に
よ
っ
て
限
界
付
け
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
（
30
）。

そ
し
て
、
統
治
行
為
は
基
本
的
に
政
治
的
決
定
で
あ
る
か
ら
（
31
）、

以
上
の
理
由
が
妥
当
す
る
。
ま
た
、
統
治
行
為
に
つ
い
て
は
、
行
為
主
体
と
決
定

の
形
式
を
規
範
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
基
準
が
な
い
こ
と
か
ら
決
定
の
内
容
を
規
範
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
32
）。

例
え
ば
、
議
会

の
解
散
の
決
定
、
憲
法
一
六
条
の
非
常
大
権
の
発
動
の
決
定
、
開
戦
の
決
定
、
条
約
の
締
結
の
決
定
な
ど
は
、
基
本
的
に
裁
量
的
な
決
定
で
あ
る
。

内
容
に
つ
い
て
基
準
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
決
定
を
法
規
範
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
33
）。

こ
の
よ
う
な
政
治
的
決
定
を
裁
判
に
よ
っ
て
統
制
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
的
決
定
を
政
治
部
門
か
ら
裁
判
所
に
移
し
変
え
る
と
い
う
こ
と
に
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ほ
か
な
ら
な
い
（
34
）。

こ
の
例
と
し
て
、
憲
法
院
の
立
法
過
程
に
お
け
る
政
治
的
決
定
へ
の
参
加
の
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。
第
一
に
、
憲
法
院
が
憲

法
的
な
価
値
の
あ
る
規
範
を
創
造
す
る
場
合
（
公
役
務
の
継
続
性
や
人
格
の
尊
厳
の
尊
重
な
ど
の
事
例
）。
第
二
に
、
既
存
の
規
範
に
憲
法
的
価
値
を
付
与
す

る
場
合
（
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
と
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
へ
の
憲
法
的
価
値
の
付
与
な
ど
）。
第
三
に
、
既
存
の
憲
法
的
価
値
の
あ
る
規
範
の
解
釈
に
よ
る

場
合
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
に
、
憲
法
院
は
合
憲
性
の
統
制
を
行
な
う
と
き
に
、
限
定
解
釈
、
立
法
裁
量
の
逸
脱
の
統
制
、
比
例
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

と
い
っ
た
法
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
利
用
し
て
政
治
的
な
決
定
を
行
な
う
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
用
を
通
じ
て
、
憲
法
院
は
立
法
過
程
に
お
い

て
政
治
的
決
定
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
35
）。

そ
れ
で
は
、
統
治
行
為
を
裁
判
に
よ
っ
て
統
制
し
よ
う
と
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
そ
れ
は
、
や
は
り
、
決
定
の
移
し
変
え
で
あ
り
先
送
り
で
あ
る
。

例
え
ば
、
外
国
の
元
首
を
国
内
で
接
受
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
、
議
会
を
解
散
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
、
非
常
事
態
権
限
を
発
動
す
る
か
ど
う
か
の

決
定
に
つ
い
て
、
も
し
裁
判
所
が
そ
の
決
定
を
審
査
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
基
準
が
な
い
の
に
決
定
す
る
か
、
政
治
部
門
の
規
範
の
解
釈
を
自
分
の

解
釈
に
置
き
換
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
36
）。

結
局
、
裁
判
化
を
推
し
進
め
る
こ
と
は
幻
想
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
に
非
常
時
や
例
外
的
場
合
の
決
定

の
と
き
に
顕
著
な
こ
と
で
あ
る
。
統
治
行
為
は
「
性
質
上
」
裁
判
で
き
な
い
し
、
ま
た
望
ま
し
く
も
な
い
の
で
あ
る
（
37
）。

こ
こ
で
、
統
治
行
為
を
裁
判
で
審
査
す
る
こ
と
が
、
政
治
的
決
定
の
移
し
変
え
で
あ
り
、
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
執
行
権
の
方

が
裁
判
所
よ
り
政
治
的
決
定
を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
民
主
主
義
の
原
理
に
よ
っ
て
、
政
治
的
決
定
は
選
ば
れ
た
あ
る
い
は
責
任
あ
る
代
表
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

代
表
が
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に
、
政
治
的
決
定
に
対
す
る
真
の
保
障
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
38
）。

民
主
制
に
お
い
て
は
、
最
終
的

決
定
を
す
る
権
力
機
関
は
、
人
民
、
あ
る
い
は
人
民
の
代
表
、
あ
る
い
は
人
民
に
責
任
の
あ
る
権
力
機
関
で
あ
り
、
裁
判
官
で
は
な
い
（
39
）。

一
五



裁
判
に
よ
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条
約
の
審
査
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つ
い
て
（
三
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完
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治
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為
論
の
射
程
―

一
六

第
二
に
、
統
治
行
為
は
、
議
論
よ
り
決
断
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
複
数
の
裁
判
官
か
ら
な
る
裁
判
所
は
、
議
論
に
は
向
い
て
い
て
も
、

決
断
に
は
不
向
き
で
あ
り
、
指
導
者
が
存
在
し
、
迅
速
な
決
定
が
で
き
、
責
任
を
と
れ
る
執
行
権
の
方
が
統
治
行
為
の
決
断
に
ふ
さ
わ
し
い
（
40
）。

第
三
に
、
裁
判
に
よ
っ
て
統
治
活
動
を
条
件
付
け
す
る
こ
と
は
、
統
治
の
不
在
化
に
つ
な
が
る
。
と
い
う
の
は
、
執
行
権
の
統
治
活
動
を
裁
判
所

が
審
査
す
る
と
、
執
行
権
の
活
動
を
停
止
す
る
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
す
場
合
が
あ
る
一
方
、
裁
判
所
は
み
ず
か
ら
統
治
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と

る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
41
）。

第
四
に
、
統
治
行
為
の
裁
判
化
は
、
裁
判
所
が
政
治
的
決
定
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
の
政
治
化
を
招
く
（
42
）。

結
局
、
一
方
で
一
般
的
な
裁
判
の
統
制
お
よ
び
特
定
の
場
合
の
合
憲
性
の
統
制
と
、
他
方
で
代
表
に
よ
る
政
治
的
決
定
の
尊
重
を
調
和
さ
せ
る
中

間
的
な
立
場
を
と
る
べ
き
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
制
度
も
そ
れ
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
（
43
）。

以
上
の
よ
う
な
セ
ラ
ン
の
見
解
は
、
行
政
作
用
と
統
治
作
用
の
区
別
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
点
で
、
従
来
の
学
説
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
彼
は
、
な
ぜ
統
治
作
用
が
裁
判
に
よ
っ
て
審
査
で
き
な
い
の
か
を
こ
れ
ま
で
の
学
説
よ
り
掘
り
下
げ
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
裁
判
所

の
管
轄
と
い
う
形
式
的
な
根
拠
だ
け
で
な
く
、
な
ぜ
裁
判
所
が
統
治
行
為
の
審
査
に
不
適
で
あ
る
の
か
を
実
質
的
に
考
察
し
て
い
る
点
に
み
て
と
れ

る
。
政
治
的
決
定
に
は
、
決
定
の
基
準
が
な
く
、
裁
量
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
法
規
範
に
還
元
で
き
な
い
も

の
が
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
裁
判
所
が
統
治
行
為
と
い
っ
た
政
治
的
決
定
を
審
査
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
決
定
の
先
送
り
で
あ
り
、
決

定
の
主
体
の
移
し
変
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
裁
判
所
と
執
行
権
と
で
、
ど
ち
ら
が
よ
り
政
治
的
決
定
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
考
察
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
評
価
で
き
る
。
彼
は
、
決
定
に
対
す
る
責
任
と
民
主
制
と
の
関
係
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
政
治
的
決
定
に
は
迅
速
な
決
定
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
、
そ
の
と
き
は
、
執
行
権
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
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し
か
し
、
彼
の
見
解
に
は
い
く
つ
か
問
題
が
あ
る
。

ま
ず
、
統
治
作
用
と
行
政
作
用
を
区
別
し
、
行
政
裁
判
所
は
、
行
政
作
用
に
し
か
管
轄
を
も
た
な
い
と
結
論
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
現

在
で
は
、
行
政
裁
判
所
は
、
例
え
ば
条
約
の
締
結
手
続
に
関
し
審
査
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
条
約
を
議
会
承
認
に
付
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
は
、
行

政
作
用
だ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
よ
り
重
要
な
論
点
と
し
て
、
彼
の
政
治
的
決
定
の
概
念
に
関
す
る
問
題
点
を
み
よ
う
。

第
一
に
、
政
治
的
決
定
は
裁
量
的
な
行
為
で
あ
り
、
裁
判
所
が
審
査
し
て
も
無
意
味
で
あ
る
ば
か
り
か
有
害
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

の
点
、
政
治
的
決
定
の
内
容
に
つ
い
て
は
そ
う
だ
と
い
え
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
形
式
面
や
手
続
面
は
審
査
可
能
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
の
審

査
が
全
く
無
意
味
と
ま
で
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
裁
量
的
な
決
定
に
つ
い
て
統
治
行
為
と
し
て
全
く
審
査
し
な
い
べ
き
な
の
か
、
裁

量
の
問
題
と
し
て
考
え
、
裁
判
所
が
一
応
審
査
で
き
る
と
み
る
か
、
を
改
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
彼
も
権
限
や
形
式
に
関
す
る

外
形
的
審
査
は
否
定
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（
44
）。

第
二
に
、
彼
が
、
憲
法
院
に
よ
る
規
範
の
創
造
や
規
範
の
解
釈
を
政
治
的
決
定
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
、
憲
法
院
な
ど
の
裁
判

機
関
が
行
な
っ
て
い
る
の
は
、
通
常
、
規
範
を
全
く
新
し
く
創
造
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
中
に
潜
在
し
て
い
る
規
範
を
発
見
し
そ
れ
を
適

用
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
彼
の
い
う
政
治
的
決
定
の
概
念
の
範
囲
は
広
範
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。
政
治
的
決
定
の
概

念
は
、
も
っ
と
限
定
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
彼
は
、
特
に
非
常
時
や
例
外
的
場
合
の
政
治
的
決
定
の
場
合
、
裁
判
が
幻
想
的
に
な
る
と
い
う
指
摘
は
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上

の
言
及
は
な
い
。
つ
ま
り
、
統
治
行
為
を
含
む
政
治
的
決
定
が
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
十
分
に
考
慮
が
払
わ

一
七



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

一
八

れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
２
）
法
的
説
明
説
（
実
定
法
の
枠
組
み
内
で
の
説
明
）

法
的
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
、
制
定
法
と
そ
の
解
釈
の
枠
内
で
処
理
で
き
る
も
の
と
い
う
意
味
で
捉
え
た
場
合
で
も
、
統
治
行
為
を
「
法
的
」
に

説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
試
み
た
学
説
を
み
て
み
よ
う
。

（
ａ
）
条
文
根
拠
説

い
く
つ
か
の
法
律
は
、
統
治
行
為
に
関
係
す
る
と
も
と
れ
る
規
定
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
だ
け
で
統
治
行
為
論
を
根
拠
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
一
八
四
九
年
三
月
三
日
の
組
織
法
律
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

第
六
条

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
行
政
訴
訟
に
関
し
て
終
審
と
し
て
判
決
を
下
す
。

第
四
七
条
一
項

司
法
大
臣
は
ま
た
、
憲
法
第
八
九
条
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
権
限
特
別
裁
判
所
に
お
い
て
、
争
訟
部
に
係
属
し
て
い
る
け
れ

ど
も
、
行
政
訴
訟
に
は
属
し
な
い
事
件
が
自
ら
の
管
轄
に
属
す
る
と
主
張
す
る
権
限
を
有
す
る
。

こ
の
法
律
案
に
関
す
る
報
告
書
を
議
会
に
提
出
し
た
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
は
、
そ
の
報
告
書
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
責
任
原
理
の
下
で
の
代
表
制
の
政
府
に
お
い
て
は
、
大
き
な
公
的
必
要
の
観
点
か
ら
、
各
大
臣
が
私
的
な
権
利
を
侵
害
す
る
措
置
を
と
る
と
い

う
状
況
が
あ
る
。
各
大
臣
は
、
そ
の
措
置
に
つ
い
て
、
政
治
的
権
力
に
責
任
を
も
つ
。
そ
れ
ら
の
措
置
を
行
政
裁
判
で
審
査
で
き
る
と
す
る
と
、
そ

れ
は
、
公
共
の
利
益
の
観
点
か
ら
の
行
為
を
麻
痺
さ
せ
、
他
の
権
力
に
脅
威
を
与
え
る
新
し
い
権
力
を
作
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
的
権
利
が
侵

害
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、
一
般
的
な
安
全
に
関
す
る
措
置
、
外
交
行
為
の
適
用
も
や
は
り
行
政
訴
訟
に
か
か
ら
な
い
」
（
45
）。
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こ
の
説
明
を
見
る
と
、
当
該
組
織
法
律
の
立
法
者
は
、
統
治
行
為
の
存
在
を
認
め
て
お
り
、
四
七
条
一
項
の
「
行
政
訴
訟
に
は
属
し
な
い
事
件
」

と
は
、
純
粋
行
政
の
行
為
（acte

d
e

p
u

re
ad

m
in

istratio
n

）
（
46
）

に
関
す
る
事
件
と
と
も
に
統
治
行
為
が
問
題
と
な
る
事
件
を
含
む
と
解
釈
す
べ

き
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
現
在
も
効
力
の
あ
る
一
八
七
二
年
五
月
二
四
日
の
法
律
は
、
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
二
六
条
一
項
は
、
ほ
ぼ
一
八

四
九
年
法
の
四
七
条
一
項
を
引
き
継
い
で
い
る
。

第
二
六
条
一
項

各
大
臣
は
、
権
限
裁
判
所
に
お
い
て
、
争
訟
部
に
係
属
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
行
政
訴
訟
に
は
属
し
な
い
事
件
が
自
ら
の
管

轄
に
属
す
る
と
主
張
す
る
権
限
を
有
す
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
現
在
の
法
律
自
体
が
統
治
行
為
の
存
在
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（
47
）。

も
っ
と
も
、
実
際
は
、
二
六
条
の
手
続
は
休

止
状
態
で
あ
り
、
適
用
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
（
48
）。

ま
た
、
法
律
自
体
は
、
統
治
行
為
を
含
む
と
明
確
に
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

点
に
は
注
意
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

結
局
、
統
治
行
為
が
裁
判
を
免
れ
る
根
拠
を
条
文
に
求
め
る
説
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
の
こ
る
。

第
一
は
、
法
律
に
お
い
て
「
行
政
訴
訟
に
は
属
し
な
い
事
件
」
に
は
統
治
行
為
を
含
む
と
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
。
そ
う

す
る
と
、「
行
政
訴
訟
に
は
属
し
な
い
事
件
」
と
は
、
純
粋
行
政
の
行
為
に
関
す
る
事
件
や
司
法
裁
判
所
の
管
轄
の
事
件
（
49
）

の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
解

釈
の
余
地
が
生
ま
れ
る
。

第
二
は
、
一
八
七
二
年
の
法
律
二
六
条
の
元
と
な
っ
た
一
八
四
九
年
法
の
四
七
条
は
、
議
会
で
様
々
に
審
議
さ
れ
修
正
を
経
て
成
立
し
た
も
の
で
、

ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
そ
の
条
文
の
意
味
を
解
釈
す
る
と
き
の
決
定
的
な
材
料
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
（
50
）。

一
九



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

二
〇

第
三
は
、
当
該
条
文
が
休
止
状
態
で
、
条
文
に
従
っ
た
手
続
は
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
行
政
裁
判
所
が
、
自
ら
統
治
行
為
の
存
在
を
認
め
自
ら
審
査

し
な
い
と
い
う
手
続
を
と
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
統
治
行
為
論
の
根
拠
を
当
該
条
文
に
置
く
の
は
不
適
切
で
あ
り
、
別
の
根
拠
を
探
求
す
べ
き
で
あ

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
こ
と
。

第
四
は
、
仮
に
、
統
治
行
為
論
の
形
式
的
根
拠
を
当
該
条
文
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
、
法
律
の
条
文
が
そ
の
よ
う
な
規
定
を

お
い
て
い
る
の
か
と
い
う
実
質
的
理
由
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
が
「
そ
れ
ら
の
措
置
を
行
政
裁
判
で

審
査
で
き
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
執
行
権
の
公
共
の
利
益
の
観
点
か
ら
の
行
為
を
麻
痺
さ
せ
、
他
の
権
力
に
脅
威
を
与
え
る
新
し
い
権
力
を
作
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
が
、
執
行
権
の
行
為
が
麻
痺
す
る
と
ど
の
よ
う
に
都
合
が
悪
い
の
か
、
他
の
権
力
に

対
す
る
ど
の
よ
う
な
脅
威
が
生
じ
る
の
か
、
に
つ
い
て
説
明
が
十
分
で
は
な
い
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
法
律
の
当
該
条
文
は
、
統
治
行
為
の
存
在
を
主
張
す
る
た
め
に
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
決
定
的
な
根
拠

を
提
供
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
結
局
、
理
論
的
な
満
足
を
得
る
た
め
に
は
、
実
質
的
な
根
拠
を
よ
り
詳
細
に
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
と

い
え
る
。

（
ｂ
）
憲
法
執
行
説

こ
の
系
統
の
学
説
は
、
Ｅ
・
ラ
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
な
ど
の
政
治
的
説
明
説
と
同
様
の
統
治
行
為
と
行
政
行
為
の
区
別
を
基
礎
と
し
、
そ
れ
を
実
定
法

の
枠
組
み
で
説
明
で
き
る
と
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
代
表
者
で
あ
る
デ
ュ
ク
ロ
ッ
ク
と
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
の
学
説
を
み
よ
う
。

行
政
法
学
者
の
デ
ュ
ク
ロ
ッ
ク
（T

h
.

D
u

crocq

）
は
、
一
八
九
七
版
の
行
政
法
の
概
説
書
に
お
い
て
、
統
治
行
為
と
行
政
行
為
の
区
別
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。「
統
治
の
デ
ク
レ
は
、
憲
法
典
の
条
項
の
直
接
的
な
執
行
を
行
な
う
統
治
行
為
で
あ
る
限
り
、
憲
法
に
し
か
依
存
し
な
い
。
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憲
法
以
外
の
法
律
の
直
接
的
執
行
を
行
な
う
た
め
の
行
政
の
デ
ク
レ
の
み
、
行
政
法
の
ル
ー
ル
に
従
う
。
…
こ
の
区
別
は
憲
法
と
行
政
法
の
区
別
自

体
の
不
可
避
の
結
果
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
と
行
政
法
の
区
別
と
と
も
に
し
か
、
な
く
な
り
え
な
い
だ
ろ
う
」
（
51
）。

そ
し
て
、
統
治
行
為
は
、「
…
コ
ン

セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
は
服
す
る
こ
と
な
く
、
議
会
の
統
制
に
の
み
服
す
る
」
（
52
）

こ
と
に
な
る
。

第
三
共
和
制
期
の
憲
法
学
者
と
し
て
著
名
な
レ
イ
モ
ン
・
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
（R

a
y

m
o

n
d

C
a

rré
d

e
M

a
lb

e
rg

）
も
、
デ
ュ
ク
ロ
ッ

ク
と
同
様
に
議
論
を
展
開
す
る
。「
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
行
政
は
、
執
行
権
力
に
の
み
あ
り
、
立
法
の
許
可
に
よ
っ
て
し
か
行
使
さ
れ
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
、
統
治
は
、
自
由
に
活
動
し
、
法
律
の
執
行
と
い
う
観
念
に
還
元
さ
れ
え
な
い
」
（
53
）。

そ
し
て
こ
の
区
別
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
統
治
行
為
の
理
論
は
、
行
政
機
関
が
、
立
法
に
条
件
付
け
ら
れ
、
法
律
の
執

行
権
力
に
す
ぎ
な
い
そ
の
権
力
の
ほ
か
に
、
立
法
の
許
可
よ
り
も
上
位
の
委
任
か
ら
来
る
、
そ
し
て
法
律
の
執
行
権
力
と
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
本

来
統
治
の
権
力
で
あ
る
、
自
立
的
な
権
力
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
と
も
と
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
権
力
が
出
て
く
る
上
位
の
源
は
、
憲

法
典
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
統
治
行
為
の
理
論
は
憲
法
と
一
般
法
律
と
の
区
別
に
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
」
（
54
）。

一
方
、
彼
は
、「
統
治
の
権
力
は
、
立
法
機
関
に
由
来
す
る
立
法
の
授
権
に
従
属
し
な
い
と
し
て
も
、
憲
法
の
授
権
の
条
件
の
下
お
よ
び
授
権
の

限
界
の
範
囲
内
に
し
か
存
在
し
な
い
」
と
し
（
55
）、

統
治
行
為
は
憲
法
の
枠
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
限
定
を
加
え
て
い
る
。

統
治
行
為
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
審
査
を
免
れ
る
理
由
は
、
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
八
七
二
年
五
月
二
四
日
の
法
律
二
六
条
に
根
拠
が

あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
統
治
行
為
に
は
、
裁
判
に
よ
る
統
制
は
な
く
と
も
、
議
会
に
よ
る
統
制
は
残
っ
て
い
る
と
論
じ
る
（
56
）。

こ
の
よ
う
な
憲
法
執
行
説
は
、
統
治
行
為
と
行
政
行
為
を
区
別
す
る
と
い
う
点
で
、
政
治
的
説
明
説
と
発
想
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
異
な

る
の
は
そ
の
区
別
の
根
拠
で
、
憲
法
執
行
説
は
、
統
治
行
為
を
憲
法
の
直
接
的
な
執
行
で
あ
る
と
説
明
し
、
実
定
法
の
枠
内
で
説
明
で
き
る
と
考
え

二
一



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

二
二

た
の
で
あ
る
。

こ
の
説
の
問
題
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
判
例
実
務
と
適
合
し
な
い
。
一
八
七
五
年
二
月
二
五
日
の
憲
法
的
法
律
第
三
条
は
、
大
統
領
に
公
務
員
の
任
命
権
を
与
え
て
い
る
の
で
、

公
務
員
の
任
命
は
憲
法
の
直
接
的
執
行
で
あ
り
、
行
政
裁
判
を
免
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
は
行
政
裁
判
所
が
公
務
員
の
任
命
に
関
し
て
審
査
し

て
い
る
（
57
）。

第
二
に
、
成
文
で
硬
性
の
憲
法
は
、
近
代
自
由
主
義
の
産
物
で
あ
り
、
本
来
違
憲
立
法
審
査
権
を
導
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
に
、
立
憲
者
が
沈

黙
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
統
治
行
為
を
お
き
、
裁
判
の
統
制
を
狭
め
る
の
は
お
か
し
い
（
58
）。

第
三
に
、
仮
に
統
治
行
為
を
憲
法
の
直
接
的
な
執
行
だ
と
説
明
し
た
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら
直
に
裁
判
か
ら
免
れ
る
根
拠
が

出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
局
、
一
八
七
二
年
五
月
二
四
日
の
法
律
二
六
条
と
い
っ
た
別
の
法
的
根
拠
を
持
ち
出
す
必
要
が
で
て
く
る
。
そ
し
て
、

こ
の
法
律
が
十
分
な
統
治
行
為
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
前
の
条
文
根
拠
説
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。

第
四
に
、
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
の
よ
う
に
、
統
治
行
為
は
憲
法
の
授
権
の
範
囲
内
で
あ
る
と
限
定
す
る
と
、
憲
法
の
枠
組
み
を
超
え
る
よ
う

な
行
為
は
単
な
る
違
憲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
違
憲
の
統
治
行
為
は
法
的
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

結
局
、
憲
法
執
行
説
は
、
実
定
法
の
枠
内
で
統
治
行
為
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
定
法
内
で
必
ず
し
も
統
治
行
為
を
整

合
的
に
説
明
で
き
て
い
る
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
た
、
な
に
よ
り
も
、
統
治
行
為
が
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
だ
と
い
う
点

を
十
分
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
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（
ｃ
）
セ
リ
エ
（C

élier

）
の
混
合
行
為
（acte

m
ixte

）
説

こ
の
説
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
争
訟
部
大
法
廷
一
九
四
七
年
三
月
二
八
日
ゴ
ン
ベ
ー
ル
氏
事
件
判
決
（
59
）

で
論
告
担
当
官
セ
リ
エ
が
主
張
し
た
も

の
で
あ
る
。

彼
は
、
政
治
的
行
為
か
行
政
行
為
か
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
区
別
し
、
政
治
的
行
為
は
行
政
裁
判
に
か
か
ら
な
い
統
治
行
為
で
あ
る
と
す
る
説
を
、

執
行
権
の
行
為
に
は
ど
ち
ら
の
要
素
も
あ
る
と
し
て
排
斥
す
る
。

「
統
治
行
為
を
特
徴
づ
け
る
も
の
、
そ
れ
は
、
行
政
裁
判
か
ら
免
れ
る
権
力
機
関
と
の
関
係
に
お
い
て
執
行
権
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
形
で
、
混
合
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
、
執
行
権
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
執
行
権
だ
け
が
関
わ
る

の
で
は
な
い
決
定
を
審
査
で
き
な
い
」
（
60
）。

そ
う
す
る
と
、
議
会
お
よ
び
外
国
と
の
関
係
で
な
さ
れ
た
執
行
権
の
行
為
は
、
行
政
裁
判
か
ら
免
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
議
会
と
外
国
は
、
行
政

裁
判
の
管
轄
に
服
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
統
治
行
為
の
理
論
は
次
の
原
理
に
基
づ
く
。
仮
に
あ
な
た
方
（
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
裁
判
官
〔
引
用
者
補
足
〕）

が
執
行
権
の
決
定
す
べ
て
を
統
制
す
る
と
し
て
も
、
あ
な
た
方
は
執
行
権
単
独
の
決
定
に
対
し
て
の
み
そ
の
統
制
を
行
な
う
。
ま
た
、
あ
な
た
方
に

付
託
さ
れ
て
い
る
決
定
が
他
の
権
力
機
関
―
議
会
あ
る
い
は
外
国
―
に
か
か
わ
る
と
き
は
、
あ
な
た
方
は
判
決
を
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
統
治

行
為
の
理
論
は
、
行
政
裁
判
官
と
し
て
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
官
と
し
て
の
あ
な
た
方
の
権
限
の
限
界
を
示
し
て
い
る
」
（
61
）。

結
局
、
統
治
行
為
は
、「
行
政
」
訴
訟
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
統
治
行
為
を
単
な
る
管
轄
権
の
問
題
と
捉
え
、
法
的
に
説
明
で

き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
議
会
お
よ
び
外
国
と
「
関
係
」
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
基
準
は
、
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
実
際
、
行
政
裁
判
所
の
判
例
で
も
、

二
三



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

二
四

外
国
と
関
係
す
る
と
さ
れ
審
査
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
条
約
の
解
釈
や
条
約
の
承
認
手
続
に
つ
い
て
、
現
在
で
は
審
査
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

（
第
二
章
第
三
節
・
第
六
節
参
照
）。

ま
た
、
セ
リ
エ
は
、
執
行
権
の
「
単
独
」
の
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
説
明
を
加
え
、
単
独
の
行
為
で
あ
れ
ば
審
査
で
き
る
と
し
て
い
る
け

れ
ど
も
、
執
行
権
の
他
の
権
力
機
関
に
向
け
ら
れ
た
行
為
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、
他
の
権
力
機
関
の
反
応
を
別
と
す
れ
ば
、
執
行
権
の
行
為
自
体

は
、
単
独
の
行
為
で
あ
り
、
通
常
の
執
行
権
の
行
為
と
変
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
セ
リ
エ
は
、
法
律
を
議
会
に
提
出
す
る
か
ど
う
か
の
執
行

権
の
決
定
は
、
議
会
と
か
か
わ
る
か
ら
統
治
行
為
で
あ
る
と
す
る
が
、
法
律
を
議
会
に
提
出
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
は
あ
く
ま
で
執
行
権
の

単
独
の
権
限
で
あ
り
、
ま
た
、
議
会
は
そ
の
法
律
を
可
決
す
る
義
務
を
も
つ
わ
け
で
も
な
い
（
62
）。

行
政
裁
判
所
は
、
法
的
な
障
碍
で
審
査
で
き
な
い
の

で
は
な
く
、
政
治
的
な
障
碍
を
理
由
に
審
査
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
63
）。

つ
ま
り
、
単
に
他
の
権
力
機
関
に
関
係
し
て
い
る
と
か
、
執
行
権
の
単
独
の
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
は
、
統
治
行
為
論
を
説
明
す
る

た
め
に
は
、
十
分
説
得
的
と
い
え
な
い
。
な
ん
ら
か
の
別
の
実
質
的
根
拠
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
彼
は
、
統
治
行
為
と
い
う
概
念
は
残
し
て
い
る
の
で
、
否
定
説
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

（
ｄ
）
ル
イ
・
フ
ァ
ボ
ル
ー
（L

ou
is

F
avoreu

）
の
管
轄
欠
如
説

第
五
共
和
制
期
の
有
力
な
憲
法
学
者
で
、
特
に
憲
法
院
の
研
究
で
知
ら
れ
た
フ
ァ
ボ
ル
ー
は
、
一
九
六
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
博
士
号
論
文

.

（
64
）の

中
で
、

統
治
行
為
が
裁
判
か
ら
免
れ
る
理
由
は
、
管
轄
権
の
あ
る
裁
判
所
の
欠
如
に
求
め
ら
れ
る
と
主
張
し
た
。
統
治
行
為
が
審
査
さ
れ
な
い
の
は
、
通
常

裁
判
所
（
司
法
裁
判
所
・
行
政
裁
判
所
）
が
審
査
を
放
棄
し
て
い
る
一
方
で
、
憲
法
裁
判
所
が
存
在
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
の
権
限
が
厳
し
く
制
約
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
65
）。
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彼
は
、
統
治
行
為
を
性
質
上
裁
判
に
よ
っ
て
審
査
可
能
な
行
為
と
み
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
で
あ
る
。
ま
ず
、
行
政
が
主
体
と
な
っ
て
行
な
う
統

治
行
為
は
、
一
九
五
八
年
憲
法
に
お
い
て
、
他
の
権
力
機
関
よ
り
上
位
に
位
置
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
統
治
行
為
は
、
少
な
く
と
も
憲

法
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
か
ら
、
審
査
は
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
憲
法
典
に
審
査
を
排
除
す
る
明
確
な
条
項
が
な
い
限
り
、
合
憲
性
の

審
査
は
可
能
で
あ
る
（
66
）。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
通
常
裁
判
所
は
、
統
治
行
為
を
審
査
し
な
い
の
か
。
司
法
裁
判
所
は
、
私
人
の
活
動
を
管
轄
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ

も
行
政
の
行
為
を
直
接
審
査
で
き
な
い
（
67
）。

一
方
、
行
政
裁
判
所
は
、
行
政
に
関
す
る
裁
判
所
に
す
ぎ
ず
、
統
治
行
為
と
い
っ
た
行
政
外
の
活
動
に
つ

い
て
は
判
断
で
き
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
七
二
年
の
法
律
二
六
条
は
、
統
治
行
為
な
ど
を
、
行
政
訴
訟
に
は
属
し
な
い
事
件
と
し

て
い
る
と
も
と
れ
る
こ
と
か
ら
、
行
政
裁
判
所
は
、
自
ら
の
権
限
を
制
限
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
68
）。

そ
し
て
、
彼
は
、
通
常
の
裁
判
所
で
審
査
で
き
な
い
統
治
行
為
を
次
の
二
つ
の
類
型
に
分
け
、
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

ひ
と
つ
め
は
、
執
行
権
の
憲
法
条
項
執
行
行
為
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
、
執
行
権
（
大
統
領
・
政
府
）
が
、
議
会
、
選
挙
人
団
あ
る
い
は
憲
法
院
と

の
関
係
で
な
す
権
力
機
関
相
互
の
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
執
行
権
に
よ
る
、
第
五
共
和
国
憲
法
一
三
、
二
一
、
三
七
、
三
八
条
に
基
づ
く
法

律
の
執
行
以
外
の
、
憲
法
の
他
の
明
確
な
条
項
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
執
行
権
が
統
治
作
用
を
行
使
す
る
際
に
な
さ
れ
る

行
為
（
統
治
行
為
）
が
こ
れ
に
あ
た
る
（
69
）。

こ
れ
は
、
法
律
を
執
行
す
る
と
い
う
通
常
の
行
政
行
為
で
は
な
く
、
憲
法
の
条
項
を
直
接
執
行
す
る
行
為
で

あ
る
か
ら
、
行
政
裁
判
所
の
管
轄
に
入
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ふ
た
つ
め
は
、
執
行
権
の
国
際
関
係
行
為
で
あ
る
。
通
常
裁
判
所
は
、
国
内
法
秩
序
に
お
い
て
法
的
効
力
を
も
つ
国
際
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
も
し
外
交
行
為
を
通
常
の
裁
判
所
が
審
査
し
決
定
す
る
と
、
政
府
の
外
交
プ
ラ
ン
に
影
響
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
。
こ
の
点
に
お

二
五



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

二
六

い
て
、
執
行
権
の
国
際
関
係
行
為
は
統
治
行
為
で
あ
り
、
通
常
の
裁
判
所
の
審
査
を
免
れ
る
の
で
あ
る
（
70
）。

彼
は
、
結
局
、
統
治
行
為
が
裁
判
で
審
査
で
き
な
い
の
は
、
単
に
裁
判
組
織
の
欠
如
で
あ
る
か
ら
（
通
常
裁
判
所
の
管
轄
権
が
制
約
さ
れ
、
ま
た
、
憲
法

院
も
そ
の
管
轄
権
を
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
）、
憲
法
裁
判
所
に
十
分
な
権
限
を
与
え
れ
ば
、
統
治
行
為
を
審
査
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
（
71
）。

以
上
の
よ
う
な
、
フ
ァ
ボ
ル
ー
の
見
解
に
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。

第
一
は
、
彼
が
述
べ
た
よ
う
な
統
治
行
為
に
対
し
て
、
通
常
裁
判
所
は
、
本
当
に
全
く
審
理
で
き
な
い
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
憲
法
条
項
を
直

接
執
行
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
主
体
は
行
政
府
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
行
政
裁
判
所
の
管
轄
が
明
確
に
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
執
行
権
の
国
際
関
係
行
為
に
関
し
て
、
通
常
の
裁
判
所
が
審
査
し
決
定
す
る
と
、
政
府
の
外
交
プ
ラ
ン
に
影
響
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
こ
と
が

審
査
を
免
れ
る
理
由
だ
と
す
る
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
（
第
二
章
第
三
節
・
第
六
節
参
照
）、
現
在
で
は
外
交
へ
の
影
響
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
も
の

で
は
な
い
と
さ
れ
、
審
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

第
二
は
、
憲
法
裁
判
所
に
十
分
な
権
限
を
与
え
れ
ば
、
統
治
行
為
を
す
べ
て
審
査
で
き
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
統
治
行
為
と
い
ら
れ
て
い
る

も
の
の
中
に
は
、
必
ず
し
も
法
的
判
断
に
適
さ
な
い
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
十
分
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
72
）。

（
３
）
否
定
説

（
ａ
）
ミ
シ
ョ
ー
（M

.L
.M

ich
ou

d

）

行
政
法
学
者
の
ミ
シ
ョ
ー
は
、
一
八
八
九
年
に
統
治
行
為
否
定
説
を
発
表
し
、
統
治
行
為
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
議
論

を
展
開
す
る
。

統
治
と
行
政
の
区
別
は
容
認
で
き
な
い
。「
法
的
観
点
か
ら
は
、
統
治
と
行
政
の
間
に
は
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
権
力
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（a
u

to
rité

s

）（
仮
に
こ
れ
ら
が
異
な
っ
た
も
の
と
考
え
た
と
し
て
）
か
ら
発
せ
ら
れ
る
行
為
は
同
じ
ル
ー
ル
に
服
す
る
。
そ
し
て
、
あ
る
人
は
訴
訟
が
で

き
他
の
人
が
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
行
為
が
行
政
の
性
格
か
統
治
の
性
格
か
と
い
う
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
別
の
理
由
に
由
来
す
る
」
（
73
）。

「
執
行
権
の
各
種
官
憲
か
ら
発
せ
ら
れ
る
す
べ
て
の
行
為
は
、
原
則
的
に
行
政
訴
訟
の
一
般
的
ル
ー
ル
に
服
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
行
為
は
、

権
利
の
侵
害
の
場
合
、
越
権
の
場
合
、
訴
訟
で
議
論
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ル
ー
ル
に
対
し
て
は
い
く
つ
か
の
例
外
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
例

外
は
す
べ
て
理
由
付
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
行
為
の
統
治
と
し
て
の
性
格
を
援
用
す
る
こ
と
は
、
十
分
な
仕
方
で
そ
の
例
外
を
理
由

付
け
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
（
74
）。

要
す
る
に
、
訴
訟
を
免
れ
る
理
由
は
、
統
治
行
為
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ほ
か
の
理
由
に
よ
っ
て
説

明
で
き
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
類
型
に
応
じ
て
、
統
治
行
為
の
理
論
と
は
異
な
る
そ
れ
ぞ
れ
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
は
、
大
統
領
と
議
会
の
関
係
で
あ
る
。
例
え
ば
、
議
会
の
招
集
や
解
散
な
ど
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、「
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
執
行
権
と
立
法
権
の
間
の
裁
定
者
の
役
目
を
務
め
る
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
」。
ま
た
、
利
害
を
も
つ
の
は
議
会
自
体
で
あ

り
、
個
人
は
、「
直
接
的
で
個
人
的
な
利
益
」
を
も
た
な
い
の
で
、
訴
訟
が
で
き
な
い
（
75
）。

つ
ま
り
、
行
政
裁
判
所
の
管
轄
の
問
題
と
訴
え
の
利
益
の

問
題
と
み
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
選
挙
に
関
す
る
執
行
権
の
行
為
は
、
単
に
裁
判
の
管
轄
の
問
題
で
あ
る
。

第
二
は
、
自
国
と
外
国
と
の
関
係
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、
条
約
を
取
り
消
す
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
統
治
行
為
の
理
論

で
正
当
化
す
る
必
要
は
な
く
、「
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
が
、
約
束
の
当
事
者
で
あ
る
外
国
政
府
に
対
し
て
、
い
か
な
る
裁
判
権
も
も
っ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
」
（
76
）。

た
だ
し
、
条
約
の
国
内
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
裁
判
権
が
及
ぶ
余
地
が
あ
る
（
77
）。

つ
ま
り
、
条
約
の
国
家
間
に
お
け
る
効
力
に
つ
い
て
は
、
裁
判
の
管
轄
権
の
問
題
と
み
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

二
七



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

二
八

異
論
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
外
交
行
為
に
つ
い
て
も
、
裁
判
は
成
立
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
政
府
を
拘
束
す
る
い
か
な
る
法
律
も
な
い
の
で
、
訴
訟
を
根
拠
付
け
る
権

利
も
な
い
か
ら
で
あ
る
（
78
）。

こ
れ
は
、
純
粋
行
政
の
行
為
と
類
似
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
執
行
権
に
自
由
裁
量
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
三
は
、
戦
争
で
あ
る
。
こ
れ
も
統
治
行
為
で
は
な
く
、
疫
病
や
災
害
と
同
様
な
不
可
抗
力
（force

m
ajeu

re

）
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

犠
牲
者
は
国
家
の
責
任
を
問
う
権
利
を
も
た
な
い
と
説
明
で
き
る
（
79
）。

こ
の
よ
う
に
、
ミ
シ
ョ
ー
は
、
統
治
行
為
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
他
の
理
由
で
説
明
で
き
る
と
す
る
。
現
代
国
家
は
、
法
に
よ
る
統
治
を
原

則
と
し
、
か
つ
そ
れ
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
裁
判
が
そ
れ
を
担
保
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
統
治
行
為
と

い
う
、
共
通
に
承
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
明
確
性
の
欠
け
る
理
論
に
よ
ら
ず
、
よ
り
通
常
に
使
用
さ
れ
一
般
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る

理
由
で
、
裁
判
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
な
い
理
由
を
説
明
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
方
が
望
ま
し
い
と
い
え
る
。
彼
の
目
指
す
方
向
性
自
体

は
必
ず
し
も
間
違
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
彼
の
学
説
の
問
題
点
と
し
て
次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

ま
ず
、
執
行
権
と
議
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
よ
う
。
選
挙
に
関
す
る
執
行
権
の
行
為
の
審
査
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
三
共
和
制
憲
法
（
一
八

七
五
年
七
月
一
六
日
憲
法
的
法
律
第
一
〇
条
）
で
「
各
議
院
は
、
そ
の
構
成
員
の
被
選
挙
資
格
な
ら
び
に
そ
の
選
挙
の
適
法
性
に
つ
き
審
判
す
る
」
と
規

定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
単
純
に
管
轄
権
の
問
題
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
執
行
権
の
議
会
に
対
す
る
そ
の
他
の
行
為
に
関
し
て
管
轄
権

を
決
定
し
て
い
る
明
確
な
法
令
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
（
80
）。

訴
え
の
利
益
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
議
員
個
人
が
訴
訟
を
お
こ
せ
る
ケ
ー
ス
も
考
え
ら

れ
る
（
81
）。

そ
う
す
る
と
ミ
シ
ョ
ー
の
主
張
す
る
理
由
が
十
分
か
ど
う
か
は
疑
問
の
余
地
も
あ
る
。
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次
に
、
外
交
行
為
に
つ
い
て
、
彼
は
そ
の
自
由
裁
量
的
性
格
を
援
用
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
自

由
裁
量
行
為
は
裁
判
の
実
体
判
断
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
を
要
す
る
。

ま
た
、
ミ
シ
ョ
ー
は
、
戦
争
以
外
の
非
常
事
態
に
対
す
る
措
置
な
ど
を
扱
っ
て
い
な
い
の
で
、
彼
の
提
示
す
る
理
由
で
、
結
局
、
統
治
行
為
と
い

わ
れ
て
い
る
も
の
を
す
べ
て
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

（
ｂ
）
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ヴ
ィ
ラ
リ
ー
（M

ich
elV

irally

）

第
四
共
和
制
期
の
一
九
五
二
年
に
、
ミ
シ
ョ
ー
に
類
似
し
た
統
治
行
為
否
定
説
を
復
活
さ
せ
た
の
は
、
国
際
法
学
者
と
し
て
著
名
な
ヴ
ィ
ラ
リ
ー

で
あ
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

一
八
七
五
年
二
月
一
九
日
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
公
事
件
よ
り
後
、
裁
判
所
自
身
は
、
判
決
文
本
体
に
お
い
て
、「
統
治
行
為
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て

な
い
（
82
）。

実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
統
治
行
為
と
い
う
概
念
は
、
学
説
の
作
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
（
83
）。

そ
し
て
、
支
配
的
な
こ
れ
ら
の
学
説
は
、
統
治
行
為

を
次
の
よ
う
に
特
徴
付
け
て
い
る
。
統
治
行
為
は
、
す
べ
て
の
訴
訟
で
受
理
さ
れ
ず
、
そ
の
裁
判
か
ら
の
免
除
は
、
管
轄
の
通
常
の
ル
ー
ル
で
は
説

明
で
き
な
い
（
84
）。

以
上
を
前
提
と
し
、
彼
は
、
ま
ず
、
統
治
行
為
の
リ
ス
ト
の
中
か
ら
、
訴
訟
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
を
除
外
す
る
（
85
）。

次
に
、
彼
は
、
通
常
の
管

轄
権
の
ル
ー
ル
で
無
管
轄
を
す
で
に
説
明
で
き
る
も
の
も
除
外
す
る
（
86
）。

し
か
し
、
統
治
行
為
の
リ
ス
ト
に
は
、
ま
だ
ま
だ
残
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
（
87
）。

こ
れ
に
つ
い
て
、
彼
は
、
支
配
的
学
説
に
対
抗
し
て
、
残
さ
れ
た
統
治
行
為
も
通
常
の
ル
ー
ル
で
説
明
で
き
る
と
す
る
。

ま
ず
、
外
国
と
関
係
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
と
論
ず
る
。
行
政
裁
判
所
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
内
法
し
か
審
査
で
き
な

い
の
で
、「
少
な
く
と
も
部
分
的
に
」
国
際
法
に
従
っ
て
い
る
、
外
国
と
関
係
す
る
行
為
を
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
88
）。

そ
の
結
果
、
彼
は
、
条

二
九



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

三
〇

約
の
、
交
渉
・
署
名
・
批
准
・
廃
棄
・
解
釈
等
を
行
政
裁
判
所
は
審
査
で
き
な
い
と
論
じ
る
。
逆
に
、
国
内
法
に
し
か
か
か
わ
ら
な
い
行
為
は
、
国

際
関
係
を
契
機
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
審
査
で
き
る
と
す
る
（
89
）。

次
に
、
議
会
と
関
係
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
類
型
を
分
け
て
論
ず
る
。
議
会
の
選
挙
を
決
定
す
る
デ
ク
レ
や
立
候
補
者
の
登
録
拒

否
な
ど
の
選
挙
に
関
係
す
る
執
行
権
の
行
為
に
つ
い
て
の
、
行
政
裁
判
所
の
不
受
理
は
、「
こ
れ
ら
の
行
為
の
合
法
性
の
審
査
は
立
法
議
会
の
排
他

的
管
轄
に
属
す
る
」
か
ら
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
確
か
に
、
選
挙
に
関
係
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
三
共
和
制
憲
法
と
同
様
、
第
四
共
和
制
憲
法

第
八
条
も
、「
二
つ
の
議
院
そ
れ
ぞ
れ
は
、
そ
の
構
成
員
の
被
選
挙
資
格
な
ら
び
に
そ
の
選
挙
の
適
法
性
に
つ
き
審
判
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
ヴ
ィ
ラ
リ
ー
の
説
明
は
、
議
院
の
自
律
権
を
示
す
憲
法
上
の
規
範
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
法
律
案
の
提
出
な
ど
の

法
律
作
成
手
続
に
関
す
る
執
行
権
の
行
為
は
、「
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
の
み
服
す
る
」
も
の
で
、
訴
訟
に
よ
る
法
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
及
ば

ず
、
政
府
の
政
治
的
責
任
だ
け
が
問
題
と
な
る
（
90
）。

以
上
の
彼
の
議
論
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。

ま
ず
、
彼
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
公
事
件
よ
り
後
、
裁
判
所
は
、「
統
治
行
為
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
論
文
を

発
表
し
た
数
ヵ
月
後
の
一
九
五
三
年
二
月
一
二
日
に
、
権
限
裁
判
所
が
「
統
治
行
為
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
以
来
（
91
）、

裁
判
所
は
、
統
治
行
為
と
い

う
用
語
を
繰
り
返
し
用
い
て
い
る
。

次
に
、
外
国
と
関
係
す
る
行
為
に
つ
い
て
の
彼
の
議
論
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
国
際
法
の
対
外
的
効
力
の
部
分
に
つ

い
て
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
裁
判
所
が
審
査
権
を
持
た
な
い
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
（
第
一
章
第
一
節
二
参
照
）、
条
約
は
フ
ラ
ン

ス
国
内
で
効
力
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
該
条
約
の
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
効
力
の
部
分
に
つ
い
て
、
審
査
で
き
な
い
と
す
る
の
は
失
当
で
あ
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ろ
う
。
国
内
の
裁
判
所
が
、
裁
判
で
条
約
を
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
今
で
は
、
条
約
の
批
准
や
解

釈
に
つ
い
て
行
政
裁
判
所
が
審
査
権
を
行
使
し
て
い
る
。

ま
た
、
彼
は
、
法
律
作
成
手
続
に
関
係
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
結
局
、
議
会
に
よ
っ
て
政
治
的
責
任
が
追
及
さ
れ
る
か
ら
、
裁
判
に
よ
る
法
的
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ば
な
い
と
説
明
す
る
。
し
か
し
、
法
的
責
任
と
政
治
的
責
任
は
互
い
に
独
立
し
た
も
の
で
、
政
治
的
責
任
が
追
及
さ
れ
る
か
ら
、

法
的
責
任
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
（
92
）。

こ
こ
に
彼
の
議
論
の
欠
陥
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
彼
の
説
明
は
十
分
な
も
の
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
ｃ
）
ポ
ー
ル
・
ジ
ュ
エ
ズ
の
自
由
裁
量
権
説

ジ
ュ
エ
ズ
の
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
に
対
す
る
説
明
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ュ
エ
ズ
は
、
そ
の
著
書
の
中
で
、
自
分
自

身
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
述
べ
、
統
治
行
為
の
概
念
を
不
要
と
し
て
い
る
（
93
）。

統
治
行
為
は
、
理
論
的
に
合
理
性
が
な
く
、
実
際
的
に
も
有
用
で
は
な
い
。
ま
ず
、
現
代
国
家
は
、
合
法
性
の
原
理
に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い
る
法

治
国
家
で
あ
る
か
ら
、
統
治
行
為
は
合
理
的
に
説
明
で
き
な
い
（
彼
は
、
必
要
性
の
理
論
は
別
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
）。
次
に
、
統
治
行
為
の
理
論

は
、
実
際
的
な
不
都
合
な
し
に
、
自
由
裁
量
権
の
理
論
（th

é
o

rie
d

u
p

o
u

vo
ir

d
iscré

tio
n

n
aire

）
に
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
自
由

裁
量
権
の
理
論
は
次
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
。

自
由
裁
量
権
の
理
論
を
統
治
行
為
の
理
論
の
代
わ
り
に
用
い
れ
ば
、
実
体
審
理
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
訴
訟
の
不
受
理
と
い
う
法
の
支
配
か
ら
逸

脱
し
た
事
態
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
自
由
裁
量
権
の
理
論
を
拡
張
す
る
こ
と
は
、
行
政
の
正
当
な
自
律
を
犠
牲
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
非
合
法
の
行
為
に
は
、
無
権
限
、
手

三
一
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三
二

続
違
反
、
法
律
違
反
、
権
限
の
濫
用
の
四
つ
の
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
実
体
審
査
し
て
取
り
消
し
て
も
問
題
な
い
、

そ
も
そ
も
統
治
行
為
の
問
題
の
対
象
に
な
ら
な
い
、
行
為
を
合
法
的
に
や
り
直
せ
ば
す
む
、
統
治
行
為
に
関
係
す
る
法
的
規
制
は
量
的
に
少
な
く
、

ま
た
内
容
も
漠
然
と
し
て
い
る
の
で
、
行
政
の
自
由
の
余
地
が
大
き
い
、
違
法
性
の
認
定
が
困
難
で
あ
る
、
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
、
統
治
行
為
に

関
す
る
行
政
の
自
由
を
必
要
以
上
に
制
約
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
ジ
ュ
エ
ズ
の
説
は
、
あ
く
ま
で
、
必
要
性
の
理
論
を
別
問
題
と
し
て
い
る
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
必
要
性
の
理
論
が

適
用
さ
れ
る
よ
う
な
事
例
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
自
由
裁
量
権
の
理
論
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
が
で
て
く
る
だ
ろ
う
。
裁
量
権
を
逸
脱
し
て

い
る
け
れ
ど
も
裁
判
所
が
介
入
す
る
と
不
都
合
な
事
例
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

三
　
小
括

こ
れ
ま
で
み
た
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
概
観
か
ら
、
さ
し
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
統
治
行
為
に
関
係
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
判

例
を
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
法
文
化
に
よ
っ
て
説
明
す
る
と
い
う
観
点
よ
り
も
、
統
治
行
為
の
な
る
べ
く
普
遍
的
で
合
理
的
な
説
明
と
い
う
観
点
に
立
っ

て
み
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
統
治
行
為
と
行
政
行
為
を
そ
の
性
質
・
作
用
に
よ
り
区
別
し
、
統
治
に
は
、
単
な
る
法
律
の
執
行
以
外
の
作
用
が
あ
る
と
い
う
指
摘
自

体
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
政
行
為
で
な
い
こ
と
か
ら
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
行
政
裁
判
の
管
轄
を
否
定
す
る
の
は
短
絡
的
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仮

に
行
政
裁
判
の
管
轄
を
否
定
で
き
た
と
し
て
も
、
司
法
裁
判
所
の
管
轄
を
な
ぜ
否
定
で
き
る
の
か
が
あ
き
ら
か
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
執
行
権
の
行

為
が
司
法
裁
判
所
で
問
題
に
な
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
事
例
が
少
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
説
明
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
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こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
訴
訟
の
前
提
問
題
と
し
て
、
執
行
権
の
行
為
が
問
題
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

第
二
に
、
法
律
の
条
文
や
裁
判
の
管
轄
な
ど
の
形
式
的
根
拠
に
よ
っ
て
統
治
行
為
が
裁
判
か
ら
免
れ
る
と
説
明
す
る
試
み
は
成
功
し
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。
実
質
的
根
拠
の
探
求
が
必
要
で
あ
る
。

第
三
に
、
オ
ー
リ
ウ
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
、
国
家
の
正
当
な
防
衛
（
国
家
的
秩
序
の
防
衛
）
の
た
め
の
措
置
は
、
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
政
治

的
決
定
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
正
当
な
実
質
的
根
拠
と
な
り
う
る
。

第
四
に
、
セ
ラ
ン
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
、
政
治
的
決
定
・
統
治
行
為
は
法
規
範
に
還
元
で
き
な
い
自
律
性
を
も
っ
て
お
り
、
高
度
に
裁
量
的
な
も

の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
審
査
で
き
な
い
と
い
う
実
質
的
根
拠
は
、
正
し
い
核
心
部
分
を
含
む
も
の
の
、
そ
の
概
念
が
広
範
す
ぎ
る
と
考
え
ら
れ

る
。第

五
に
、
セ
ラ
ン
が
指
摘
し
た
、
執
行
権
と
裁
判
所
の
ど
ち
ら
が
政
治
的
決
定
・
統
治
行
為
に
ふ
さ
わ
し
い
か
と
い
う
問
題
の
立
て
方
は
正
当
で

あ
り
、
ま
た
執
行
権
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
あ
る
程
度
尊
重
に
値
す
る
。

三
三

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
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,É

tat,18
ju

in
1852,

F
am

ille

d
,O

rléan
s

C
.

le
d

o
m

ain
e

d
,É
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（
7
）
な
お
、
二
月
革
命
か
ら
第
二
帝
政
に
至
る
ま
で
の
短
期
間
（
一
八
四
九
年
三
月
三
日
の
組
織
法
律
か
ら
一
八
五
二
年
一
月
二
五
日
の
デ
ク
レ
ま
で
）
は
、
留
保
裁
判
制

度
で
は
な
く
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
独
立
し
た
裁
判
権
が
認
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ら
れ
て
い
た
。
―
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,É

tat,
19

février
1875,

P
rin

ce
N

ap
oléon

,
D

a
llo

z,
1875,

3
,

p
p

.
18-20,

con
cl.

D
avid

;
M

arceau
L

on
g,

P
rosp

er
W

eil,
G

u
y

B
raib

an
t,

P
ierre

D
elvolvé

et
B

ru
n

o
G

en
evois,

L
e
s

g
r
a

n
d

s
a

r
r
ê
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d
e

d
r
o
it

a
d

m
in

is
tr

a
tif

e
t

d
e

d
r
o
it

p
u

b
lic

,10
eéd

.,S
irey,1921,p

.436.

（
14
）D

u
ez,

s
u

p
r
a

n
ote
1,p

p
.79-86.

（
15
）Ib

id
.,p

p
.24-25.

（
16
）R

en
é

C
h

ap
u

s,L
,acte

d
e

gou
vern

em
en

t,m
on

stre
ou

victim
e?,

D
a

llo
z
,1958,ch

ron
iqu

e,p
.8.

（
17
）Ib

id
.,p

.9.

（
18
）S

erran
d

,
s
u

p
r
a

n
ote
6,p

p
.453

et471.

（
19
）Ib

id
.,p

p
.472-475.

（
20
）Ib

id
.,p

p
.475-477.

（
21
）Ib

id
.,

p
p

.477-479.
C

f.
C

on
seil

d
,É

tat,14
m

ars
1924,

S
oc.

d
e

n
avigation

à
vap

eu
r

d
u

L
loyd

d
e

T
rieste,

D
a

llo
z,1924,

3
,

p
.60

;
R

e
v

u
e

d
u

d
r
o
it

p
u

b
lic ,1924,

p
p

.224-230,
n

ote
G

.
J.

捕
獲
審
検
所
に
つ
い
て
の
説
明
は
、C

f.
S

erran
d

,
s
u

p
r
a

n
ote
6,

p
.334.

（
22
）Ib

id
.,p

p
.479-481.C

f.C
on

seild
,É

tat,10
d

écem
bre
1926,S

ieu
r

D
esm

arais,
L

e
b
o
n

,p
.1087.

（
23
）S

erran
d

,
s
u

p
r
a

n
ote
6,p

p
.481-490.C

f.C
on

seild
,É

tat,25
octobre

1963,S
ieu

r
C

om
p

an
,
L

e
b
o
n

,p
p

.504-505.

（
24
）S
erran

d
,
s
u

p
r
a

n
ote
6,p

.567.



西
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二
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二
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〇
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年
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三
五

（
25
）Ib

id
.,p

p
.575-576.

（
26
）Ib

id
.,p

.580.

（
27
）Ib

id
.,p

.581.

（
28
）Ib

id
.,p

p
.584-585.

（
29
）Ib

id
.,p

.590.

（
30
）Ib

id
.,p

p
.592-603.

（
31
）Ib

id
.,p

.609.

（
32
）Ib

id
.,p

.616.

（
33
）Ib

id
.,p

p
.617-620.

（
34
）Ib

id
.,p

.621.

（
35
）Ib

id
.,p

p
.622-638.

（
36
）Ib

id
.,p

p
.638-640.

（
37
）Ib

id
.,p

p
.641-642.

（
38
）Ib

id
.,p

.648.

（
39
）Ib

id
.,p

.649.

（
40
）Ib

id
.,p

.651.

（
41
）Ib

id
.,p

p
.658-659.

（
42
）Ib

id
.,p

p
.660-664.

（
43
）Ib

id
.,p

p
.665-666.

（
44
）Ib

id
.,p

.664.

（
45
）V

ivien
,
D

a
llo

z
,1849,4

,p
.76.

（
46
）Ib

id
.,

p
p

.74
et
76.

当
時
、
純
粋
行
政
の
行
為
は
、
国
民
の
権
利
に
は
関
わ
ら
ず
、
利
益
の
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
行
政
訴
訟
で
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
と

さ
れ
て
い
た
。
―
参
照
、
阿
部
・
前
出
註
（
7
）
七
頁
。



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

三
六

（
47
）
す
で
に
見
た
ラ
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
や
後
出
の
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
な
ど
が
言
及
し
て
い
る
。

（
48
）C

f.S
erran

d
,
s
u

p
r
a

n
ote
6,p

.428.

（
49
）「
行
政
訴
訟
に
は
属
し
な
い
事
件
」
に
純
粋
行
政
の
行
為
に
関
す
る
事
件
の
ほ
か
司
法
裁
判
所
の
管
轄
の
事
件
を
含
む
と
み
る
見
解
も
あ
る
。
―C

f.
M

ich
ou

d
,

s
u

p
r
a

n
ote
3,p

.298.

（
50
）Ib

id
.,p

p
.298-305.

（
51
）T

h
.

D
u

crocq,
C

o
u

r
s

d
e

d
r
o
it

a
d

m
in

in
is

tr
a

tif
e
t

d
e

lé
g
is

la
tio

n
fr

a
n

ç
a

is
e

d
e
s

fin
a

n
c
e
s

a
v

e
c

in
tr

o
d

u
c
tio

n
d

e
d

r
o
it

c
o
n

s
titu

tio
n

n
e
l

e
t

le
s

p
r
in

c
ip

e
s

d
u

d
r
o
it

p
u

b
lic

, 7
eéd

.,t.1,
A

.F
on

tem
oin

g,1897,p
.71.

（
52
）Ib

id
.,p

.87.

（
53
）R

aym
on

d
C

arré
d

e
M

alberg,
C

o
n

tr
ib

u
tio

n
à

la
T

h
é
o
r
ie

g
é
n

é
r
a

le
d

e
l , ,E

ta
t,t.1.,S

irey,1920,p
.524.

（
54
）Ib

id
.,p

.527.

（
55
）Ib

id
.,p

.530.

（
56
）Ib

id
.,p

.547.

（
57
）D

u
ez,

s
u

p
r
a

n
ote
1,p

.33.

（
58
）Ib

id
.,p

.33.

（
59
）C

on
seild

,É
tat,A

ssem
blée,28

m
ars
1947,G

om
bert,

S
ir

e
y

,1947,3
,p

p
.89-94,con

cl.C
élier.

（
60
）C

élier,
s
u

p
r
a

n
ote
59,p

.90.

（
61
）Ib

id
.,p

.91.

（
62
）
な
お
、
こ
の
法
律
案
の
提
出
は
単
に
執
行
権
の
自
由
裁
量
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
議
会
と
執
行
権
に
か
か
わ
る
行
為
で
あ
る

と
い
う
理
由
で
審
査
権
を
も
た
な
い
と
し
て
い
る
。
―C

f.C
on

seild
,É

tat,18
ju

illet1930,S
ieu

r
R

ou
ch

é,
L

e
b
o
n

,p
p

.771-772.

（
63
）C

f.V
irally,

s
u

p
r
a

n
ote
3,p

.339.

（
64
）
こ
の
論
文
を
一
部
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
上
村
貞
美
「
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
下
の
統
治
行
為
」
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
第
一
部
四
七
号(

一
九
七
九
年)

一
三
九
‐
一
六
七
頁
。

（
65
）L
ou

is
F

avoreu
,
D

u
d

é
n

i
d

e
ju

s
tic

e
e
n

d
r
o
it

p
u

b
lic

fr
a

n
ç
a

is
,L

.G
.D

.J.,1964,p
.169.
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南
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学
法
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集
　
　
第
四
一
巻
　
　
第
一
・
二
合
併
号
（
二
〇
〇
八
年
　
十
一
月
）

三
七

（
66
）Ib

id
.,p

p
.232-233.

（
67
）Ib

id
.,p

p
.235

et254.

（
68
）Ib

id
.,p

p
.237-239

et254.

（
69
）Ib

id
.,p

p
.256-257.

（
70
）Ib

id
.,p

p
.263-264.

（
71
）Ib

id
.,p

.269.

（
72
）C

f.S
erran

d
,
s
u

p
r
a

n
ote
6,p

.433.

（
73
）M

ich
ou

d
,
s
u

p
r
a

n
ote
3,p

p
.263-264.

（
74
）Ib

id
.,p

.313.

（
75
）Ib

id
.,p

.314.

（
76
）Ib

id
.,p

.318.

（
77
）Ib

id
.,p

p
.319-321.

（
78
）Ib

id
.,p

p
.321-322.

（
79
）Ib

id
.,p

p
.324-325.

（
80
）
な
お
、
ミ
シ
ョ
ー
は
、
特
別
な
裁
判
所
を
つ
く
れ
ば
審
査
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
―M

ich
ou

d
,
s
u

p
r
a

n
ote
3,p

.314.

（
81
）C

f.D
u

ez,
s
u

p
r
a

n
ote
1,p

p
.40-41.

（
82
）V

irally,
s
u

p
r
a

n
ote
3,p

.321.

（
83
）Ib

id
.,p

.322.

（
84
）Ib

id
.,p

.326.

（
85
）Ib

id
.,p

p
.326-330.

（
86
）Ib

id
.,p

p
.330-336.

（
87
）Ib

id
.,p

.336.

（
88
）Ib

id
.,p

.341.



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

三
八

第
二
節
　
統
治
行
為
に
関
す
る
学
説
―
日
本
―

一
　
学
説
状
況

わ
が
国
で
は
、
統
治
行
為
の
根
拠
を
国
民
主
権
や
権
力
分
立
の
原
理
に
も
と
め
る
内
在
的
制
約
説
、
裁
判
所
の
自
制
に
求
め
る
自
制
説
、
両
者
を

折
衷
し
た
機
能
説
が
広
く
普
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
結
論
的
に
は
自
制
説
に
類
似
し
た
限
定
的
統
治
行
為
説
も
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
学
説
を
若
干

検
討
し
て
み
よ
う
。

（
１
）
内
在
的
制
約
説

内
在
的
制
約
説
は
、
判
例
も
と
る
と
こ
ろ
の
考
え
方
だ
と
思
わ
れ
る
。
最
高
裁
判
所
大
法
廷
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
六
月
八
日
判
決
（
苫
米
地

（
89
）Ib

id
.,p

p
.341-350.

（
90
）Ib

id
.,

p
p

.
350-353.

選
挙
に
関
す
る
審
査
権
に
関
し
て
参
照
、
大
石
眞
『
議
院
自
律
権
の
構
造
』（
成
文
堂
、
一
九
八
八
年
）
四
一
‐
四
三
頁
。
な
お
、
第
五
共
和
制

憲
法
は
、
第
五
九
条
で
、「
憲
法
院
は
、
争
い
の
あ
る
場
合
に
、
国
民
議
会
議
員
お
よ
び
元
老
院
議
員
の
選
挙
の
適
法
性
に
つ
い
て
決
定
す
る
」
と
し
、
選
挙
に
関
す
る

審
査
権
を
議
院
か
ら
憲
法
院
に
移
し
て
い
る
。

（
91
）T

rib
u

n
al

d
es

co
n

flits,
12

février
1953,

S
ecrétaire

d
u

C
o

m
ité

d
,en

trep
rise

d
e

la
S

o
ciété

n
atio

n
ale

d
e

co
n

stru
ctio

n
s

aéro
n

au
tiq

u
es

d
u

S
u

d
-E

st
c

/
cette

S
o

ciété,
L

e
b

o
n

,
p

p
.585-586.

（
92
）S

erran
d

,
s
u

p
r
a

n
ote
6,p

.390.

（
93
）D

u
ez,

s
u

p
r
a

n
ote
1,p

p
.193-210.
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二
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〇
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事
件
）
（
94
）

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
わ
が
憲
法
の
三
権
分
立
の
制
度
の
下
に
お
い
て
も
、
司
法
権
の
行
使
に
つ
い
て
お
の
ず
か
ら
あ
る
程
度
の
制
約
は
免
れ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
あ

ら
ゆ
る
国
家
行
為
が
無
制
限
に
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
も
の
と
即
断
す
べ
き
で
な
い
。
直
接
国
家
統
治
の
基
本
に
関
す
る
高
度
に
政
治
性
の
あ
る

国
家
行
為
の
ご
と
き
は
た
と
え
そ
れ
が
法
律
上
の
争
訟
と
な
り
、
こ
れ
に
対
す
る
有
効
無
効
の
判
断
が
法
律
上
可
能
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
か

か
る
国
家
行
為
は
裁
判
所
の
審
査
権
の
外
に
あ
り
、
そ
の
判
断
は
主
権
者
た
る
国
民
に
対
し
て
政
治
責
任
を
負
う
と
こ
ろ
の
政
府
、
国
会
等
の
政
治

部
門
の
判
断
に
委
さ
れ
、
最
終
的
に
は
国
民
の
政
治
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
司
法
権
に
対
す
る
制
約
は
、
結
局
、

三
権
分
立
の
原
理
に
由
来
し
、
当
該
国
家
行
為
の
高
度
の
政
治
性
、
裁
判
所
の
司
法
機
関
と
し
て
の
性
格
、
裁
判
に
必
然
的
に
随
伴
す
る
手
続
上
の

制
約
等
に
か
ん
が
み
、
特
定
の
明
文
に
よ
る
規
定
は
な
い
け
れ
ど
も
、
司
法
権
の
憲
法
上
の
本
質
に
内
在
す
る
制
約
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」。

こ
こ
で
、
こ
の
判
決
は
、
司
法
権
が
制
約
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
◯Ａ
国
民
主
権
も
し
く
は
三
権
分
立
の
原
理
、
◯Ｂ
国
家
行
為
の
高
度
の
政
治
性
、

◯Ｃ
裁
判
所
の
司
法
機
関
と
し
て
の
性
格
、
◯Ｄ
裁
判
に
随
伴
す
る
手
続
上
の
制
約
、
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
立
場
を
と
る
代
表
的
論
者
で
あ
る
金
子
宏
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
国
の
最
高
政
治
機
関
の
行
為
で
高
度
の
政
治
性
（
そ
れ
は
、
単
に
政
治
的
影
響
が
大
き
い
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
…
国
家
機
構
の
在
り
方
お
よ
び
運
営
の

根
本
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
と
い
う
意
味
で
の
政
治
性
で
あ
る
）
を
有
す
る
行
為
は
わ
が
国
法
上
も
司
法
審
査
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
、
と
考
え
る
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
法
的
根
拠
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
結
局
は
政
治
と
裁
判
と
の
関
係
に
お
け
る
司
法
権
の
内
在
的
制
約
に
求
め

ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
問
題
は
そ
の
よ
う
な
内
在
的
制
約
の
根
拠
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
、
こ
の
内
在
的
制

約
は
、
憲
法
の
採
用
し
て
い
る
民
主
主
義
的
責
任
原
理
（
政
治
が
主
権
者
た
る
国
民
の
信
託
に
基
づ
き
、
選
挙
お
よ
び
一
般
言
論
に
よ
る
国
民
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

三
九



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

四
〇

通
じ
て
、
議
会
お
よ
び
内
閣
の
責
任
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
）
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
民
主
主
義
的
責
任
原
理
と
市
民
的
法
治
主
義
―
こ
の

両
者
は
と
も
に
憲
法
上
の
基
本
原
理
で
あ
る
―
を
調
整
す
る
原
理
と
し
て
統
治
行
為
が
認
め
ら
れ
る
、
と
考
え
る
（
さ
ら
に
、
裁
判
所
が
政
治
作
用
に
対

し
て
統
制
を
及
ぼ
し
た
場
合
に
え
ら
れ
る
利
益
と
損
失
を
比
較
考
量
す
る
場
合
に
、
損
失
の
方
が
よ
り
多
く
目
に
つ
く
と
い
う
事
実
も
解
釈
上
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い（95
））」
（
96
）。

そ
し
て
、
こ
の
民
主
主
義
的
責
任
原
理
と
市
民
的
法
治
主
義
と
い
う
二
つ
の
原
理
を
調
整
す
る
と
き
に
考
慮
す
べ
き
事
柄
と
し
て
以
下
の
も
の
が

あ
る
（
97
）。

①
政
治
部
門
は
国
民
に
対
し
て
政
治
的
責
任
を
負
い
、
か
つ
国
民
か
ら
選
挙
・
一
般
言
論
を
通
じ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
一
方
、
司
法
権
は
、

政
治
的
に
責
任
を
負
わ
ず
、
国
民
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
な
い
。
高
度
の
政
治
性
の
あ
る
行
為
は
、
政
治
的
責
任
を
負
わ
な
い
裁
判
官
で
は
な
く
、

国
民
に
対
し
て
責
任
を
負
う
政
治
部
門
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
苫
米
地
事
件
判
決
の
挙
げ
る
根
拠
◯Ａ
◯Ｂ
に
相
当
）。

②
わ
が
国
の
司
法
権
の
任
務
は
、
私
人
の
権
利
保
護
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
裁
判
所
の
組
織
や
手
続
も
そ
の
目
的
に
そ
う
よ
う
に
形
成
さ
れ
て

い
る
の
で
、
動
態
的
・
非
合
理
的
な
政
治
の
分
野
に
属
す
る
行
為
は
、
司
法
審
査
に
適
さ
な
い
（
苫
米
地
事
件
判
決
の
挙
げ
る
根
拠
◯Ｄ
に
相
当
）。

③
政
治
的
行
為
を
審
査
す
る
と
、
司
法
の
政
治
化
を
招
来
し
、
司
法
権
の
政
治
的
中
立
・
独
立
を
お
び
や
か
す
（
苫
米
地
事
件
判
決
の
挙
げ
る
根
拠
◯Ｃ

に
お
そ
ら
く
相
当
）。

④
さ
ら
に
、
仮
に
裁
判
所
が
政
治
部
門
の
行
為
を
違
法
と
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
執
行
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
に
委
ね
た
方
が
効
果
的
で
あ
る
（
98
）。

そ
れ
で
は
、
以
上
で
説
明
し
た
こ
の
内
在
的
制
約
説
の
言
う
、
民
主
主
義
原
理
（
国
民
主
権
原
理
）
は
、
統
治
行
為
論
の
根
拠
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
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金
子
の
論
理
を
繰
り
返
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

国
家
の
原
理
と
し
て
、
法
治
主
義
と
い
う
原
理
の
ほ
か
、
民
主
主
義
原
理
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
常
に
ど
ち
ら
か
が
優
越
す
る
と
い

う
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
局
面
で
は
、
一
方
の
原
理
が
優
越
し
、
別
の
局
面
で
は
他
方
の
原
理
が
優
越
す
る
。
そ
し
て
、
高
度
の
政
治
性
を
有
す
る

行
為
で
は
、
民
主
主
義
原
理
が
優
越
し
、
当
該
行
為
は
政
治
部
門
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
行
為
に
関
し
、
民
主
主
義

原
理
が
優
越
す
る
理
由
と
し
て
、
①
か
ら
④
ま
で
の
根
拠
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
う
ち
③
は
、
蓋
然
性
に
か
か
わ
る
問
題
に
す
ぎ
ず
、
決
定
的
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
裁
判
所
が
、
政
治
上
論
争
的

な
問
題
に
関
し
て
、
違
憲
・
違
法
か
合
憲
・
合
法
の
判
断
を
示
す
と
、
ど
ち
ら
か
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
与
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
裁
判
所
が

中
立
性
・
公
正
性
に
つ
い
て
不
信
感
を
も
た
れ
る
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（
99
）。

し
か
し
、
そ
の
不
信
感
の
よ
う
な
も
の
は
、
事
実
上
の
も
の
に
す

ぎ
ず
、
裁
判
所
の
活
動
に
法
的
な
制
約
や
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
④
も
同
様
に
、
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
政
治
部
門
が
裁
判
所
の
判
決
を
実
際
に
執
行
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
絶
対
で
き
る
と
も
い
え

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
で
き
な
い
と
も
い
え
な
い
。
つ
ま
り
、
蓋
然
性
に
か
か
わ
る
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
裁
判
所
の
判
決
を
執
行
す
る

と
、
国
政
上
重
大
な
混
乱
が
生
ず
る
と
予
測
さ
れ
る
の
で
、
判
決
を
執
行
で
き
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
は
、
次
の
自
制
説
の
見
解
に

還
元
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
残
る
二
つ
の
う
ち
②
の
方
は
ど
う
か
。
確
か
に
、
司
法
権
は
、
情
報
収
集
能
力
の
点
で
、
組
織
・
手
続
の
制
約
（
当
事
者
主
義
で
あ
れ
ば
、

証
拠
も
当
事
者
か
ら
の
提
出
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
裁
判
が
通
常
公
開
さ
れ
る
こ
と
か
ら
く
る
制
約
も
考
え
ら
れ
る
。）
の
た
め
政
治
部
門
よ
り
劣
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
程
度
問
題
の
差
で
あ
る
と
い
え
な
く
は
な
い
。

四
一



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

四
二

最
後
に
①
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
こ
の
考
え
方
は
、
民
主
主
義
と
い
う
こ
と
か
ら
、
高
度
の
政
治
性
の
あ
る
行
為
は
、
政
治
的
責
任
を
負
わ
な
い

裁
判
官
で
は
な
く
、
国
民
に
対
し
て
責
任
を
負
う
政
治
部
門
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
こ
の
民
主
主
義
原
理
は
、
統
治
行
為
に
対
す

る
判
断
主
体
の
判
断
能
力
と
い
う
実
質
的
根
拠
と
、
判
断
の
権
限
に
か
か
わ
る
形
式
的
根
拠
の
双
方
に
関
係
す
る
。

そ
し
て
前
者
の
、
高
度
に
政
治
性
の
あ
る
行
為
に
対
す
る
判
断
主
体
の
判
断
能
力
と
い
う
実
質
的
根
拠
の
面
か
ら
み
る
と
き
、
政
治
的
責
任
を
負

い
、
国
民
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
て
い
る
政
治
部
門
は
、
な
ぜ
、
高
度
の
政
治
性
の
あ
る
行
為
を
判
断
す
る
主
体
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と

い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
説
明
が
必
要
だ
ろ
う
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
出
第
五
節
一
（
１
）
参
照
）。

そ
う
す
る
と
、
政
治
部
門
が
判
断
主
体
と
し
て
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
実
質
的
根
拠
と
し
て
、
①
か
ら
④
ま
で
の
理
由
は
、
決
定
的
な
も
の
に

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
こ
の
学
説
の
問
題
は
、
決
定
的
な
実
質
的
根
拠
に
到
達
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
民
主
主
義
原
理
は
、
憲
法
解
釈
上
の
、
判
断
の
権
限
に
か
か
わ
る
形
式
的
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
、
民
主
主
義
あ
る
い
は
国
民
主
権
と
い
う
原
理
か
ら
違
憲
審
査
制
自
体
を
否
定
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
違
憲
審
査
制
を
採
用
し
て
お
き
な
が

ら
、「
高
度
の
政
治
性
」
が
あ
る
場
合
だ
け
、
民
主
主
義
を
強
調
し
、
裁
判
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
す
る
（
100
）

こ
と
は
、
一
貫
性
に
欠
け
る
と
も
い
え
る
。

一
方
、
基
本
的
に
単
純
多
数
を
根
拠
に
政
策
決
定
を
行
う
政
治
部
門
よ
り
、
単
純
多
数
よ
り
通
常
厳
重
な
手
続
で
制
定
さ
れ
る
憲
法
典
に
従
っ
た
裁

判
所
の
決
定
の
方
が
民
主
的
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
結
局
、
統
治
行
為
の
裁
判
か
ら
の
免
除
を
説
明
す
る
に
は
、
民
主
主
義
原
理
以
外
の

別
の
根
拠
が
必
要
だ
ろ
う
。

ま
た
、
苫
米
地
事
件
判
決
が
言
及
し
て
い
る
権
力
分
立
の
原
理
は
、
統
治
行
為
論
の
根
拠
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
権
力
分
立
の
原
理
は
、
権
力
の

集
中
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
専
制
を
避
け
る
と
い
う
思
想
に
基
づ
く
。
こ
れ
に
対
し
、
統
治
行
為
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
部
門
が
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一
次
的
な
行
為
権
限
と
と
も
に
司
法
部
門
の
も
つ
は
ず
の
最
終
的
な
法
的
判
断
権
を
併
せ
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
権
力
を
集
中
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
権
力
分
立
の
原
理
は
統
治
行
為
論
の
根
拠
に
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
（
101
）。

も
し
、
権
力
分
立
と
統
治
行
為
論
を
関
連
付
け
よ
う
と

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
各
権
力
機
関
の
能
力
に
応
じ
た
権
限
配
分
と
い
う
意
味
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
こ
う
と
る
と
こ
の
権
力
分
立
原
理
と
民
主
主
義
原

理
は
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
）。
な
お
、
統
治
行
為
論
で
説
明
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
わ
が
国
の
裁
判
官
の
弾
劾
裁
判
を
権
力
分

立
の
原
理
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
場
合
も
権
力
を
集
中
し
た
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
権
力
を
分
散
し
た
と
み
る
べ
き

だ
ろ
う
。

（
２
）
自
制
説

自
制
説
は
、
わ
が
国
で
は
、
山
田
準
次
郎
が
主
唱
す
る
説
で
あ
り
、
ま
た
、
苫
米
地
事
件
で
国
側
が
主
張
の
一
部
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
山
田
は
、

次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

統
治
行
為
が
法
律
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
は
、
裁
判
所
の
自
制
遠
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
102
）。

そ
の
自

制
の
根
拠
は
、
比
例
の
原
則
で
あ
る
。「
比
例
の
原
則
と
は
大
な
る
害
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
小
な
る
害
は
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
…
違
法
の
審
査
に
よ
っ
て
大
害
を
発
生
さ
す
な
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
103
）。「

統
治
行
為
（
政
治
問
題
）
は
同
一
の
問
題
が
一
方
に
お
い
て

法
律
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
他
方
に
お
い
て
は
重
大
な
る
政
治
問
題
で
あ
る
と
い
う
両
面
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
両
者
は
密
接
に
関
連
し
て
分
離
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
法
律
問
題
は
法
律
問
題
と
し
て
司
法
審
査
を
受
け
、
政
治
問
題
と
し
て
は
別
に
政
治
問
題
と
し
て

政
治
上
の
責
任
を
負
わ
し
め
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
は
、
如
何
に
政
治
上
重
大
な
必
要
に
出
で
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
法
律
上
の
審
査
の
結
果
違
法

と
判
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
違
法
が
如
何
に
末
稍
な
点
で
あ
っ
て
も
そ
の
行
為
全
体
が
無
効
と
し
て
取
扱
わ
れ
ま
た
は
取
消
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
、

四
三



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
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―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

四
四

角
を
た
め
て
牛
を
殺
す
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
敢
く
の
如
き
結
果
の
発
生
を
防
止
す
る
必
要
上
、
比
例
の
原
則
に
よ
っ
て
、
司
法
審

査
を
除
外
す
る
の
が
統
治
行
為
（
政
治
問
題
）
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
法
政
策
上
の
も
の
で
あ
り
、
必
要
は
法
の
認
む
る
も
の
と

す
る
思
想
が
基
礎
と
な
っ
て
お
る
。
こ
の
説
明
以
外
に
私
は
統
治
行
為
司
法
不
審
査
の
正
当
性
を
説
明
す
る
途
は
な
い
と
考
え
て
お
る
」
（
104
）。

そ
し
て
、
違
法
を
甘
受
し
て
ま
で
防
止
す
べ
き
害
悪
と
し
て
、
次
の
三
つ
を
挙
げ
る
。
①
裁
判
所
で
そ
の
問
題
に
含
ま
れ
て
い
る
法
律
問
題
の
審

査
を
す
る
な
ら
ば
収
拾
で
き
な
い
結
果
が
生
じ
る
こ
と
（
105
）。

②
外
交
上
の
問
題
に
お
い
て
国
家
意
思
は
ひ
と
つ
で
あ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
③
司
法
権

独
立
の
維
持
お
よ
び
裁
判
所
の
利
益
の
保
持
の
必
要
が
あ
る
こ
と
（
106
）。

ま
た
、
苫
米
地
事
件
で
国
側
は
、
内
在
的
制
約
説
的
な
主
張
に
加
え
て
、
次
の
よ
う
な
右
の
山
田
説
の
①
の
害
悪
に
か
か
わ
る
主
張
を
し
て
い
る
。

「
仮
に
裁
判
所
が
解
散
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
権
限
を
有
し
、
解
散
無
効
の
判
決
が
確
定
し
た
と
す
れ
ば
、
…
解
散
後
成
立
し
た
国
会
及
び
内
閣

は
遡
つ
て
存
在
し
な
か
つ
た
こ
と
と
な
り
、
解
散
前
の
国
会
及
び
内
閣
が
引
き
続
い
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
つ
て
、
国
の
根
本
秩
序
に
重
大
な

混
乱
が
生
ず
る
、
す
な
わ
ち
、
解
散
後
の
国
会
、
内
閣
、
各
省
大
臣
の
制
定
し
た
法
律
、
政
令
、
省
令
は
も
と
よ
り
解
散
後
の
内
閣
、
各
省
大
臣
そ

の
任
命
に
か
か
る
公
務
員
の
行
為
並
び
に
解
散
後
の
内
閣
に
よ
る
裁
判
官
の
指
名
又
は
任
命
は
す
べ
て
無
効
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
官
が
関
与

し
た
判
決
は
再
審
に
よ
つ
て
取
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
裁
判
所
が
先
決
問
題
と
し
て
解
散
の
合
憲
性
を
審
査
し
得
る
と
す
れ
ば
や
は
り
同
様

の
混
乱
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
解
散
前
の
衆
議
院
議
員
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
国
務
大
臣
は
、
す
べ
て
解
散
無
効
を
理
由
と
し
て
従
前
の
地
位
の

確
認
を
求
め
る
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
も
し
そ
の
請
求
が
容
認
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
被
告
た
る
国
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
こ
れ
ら
の
者
に
対
す

る
関
係
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
従
前
の
地
位
に
あ
る
者
と
し
て
取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
一
方
そ
の
判
決
は
解
散
が
無
効
の
点
に
は
既
判
力
が
及
ば

な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
解
散
後
に
成
立
し
た
国
会
及
び
内
閣
は
有
効
に
存
在
す
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
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ま
た
、
一
般
国
民
も
具
体
的
訴
訟
事
件
と
の
関
連
に
お
い
て
解
散
の
無
効
を
理
由
と
し
て
国
会
の
存
立
、
内
閣
の
成
立
、
裁
判
官
の
任
命
を
争
い
、

解
散
後
の
国
会
、
内
閣
、
各
省
大
臣
の
制
定
し
た
法
律
、
政
令
、
省
令
、
及
び
解
散
後
の
内
閣
、
各
省
大
臣
の
し
た
一
切
の
処
分
、
並
び
に
解
散
後

任
命
さ
れ
た
裁
判
官
の
裁
判
の
効
力
を
争
い
得
る
こ
と
と
な
る
。
例
え
ば
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
解
散
後
の
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
法
律
に

基
く
私
法
上
の
権
利
義
務
を
争
い
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
は
解
散
後
に
制
定
さ
れ
た
法
律
政
令
等
に
違
反
し
た
行
為
の
犯
罪
と
し
て
の
成
立
を
争
い
、

行
政
訴
訟
に
お
い
て
は
、
解
散
後
に
制
定
さ
れ
た
法
律
に
も
と
ず
く
行
政
処
分
は
も
と
よ
り
解
散
後
の
内
閣
、
各
省
大
臣
、
そ
の
任
命
に
か
か
る
公

務
員
の
な
し
た
一
切
の
行
政
処
分
を
解
散
の
無
効
で
あ
る
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
争
い
得
る
こ
と
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
解
散
後
任
命
さ
れ
た
裁

判
官
の
関
与
し
た
判
決
の
再
審
を
求
め
得
る
こ
と
と
な
る
。
而
し
て
、
右
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
解
散
無
効
を
前
提
と
す
る
判
決
特
に
最
高
裁
判
所

の
判
決
が
な
さ
れ
た
る
と
き
は
、
実
際
上
、
他
の
訴
訟
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
解
散
無
効
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合
と
同
様
の
混
乱
を
生
ず
る
の
で
あ

る
。裁

判
所
が
解
散
の
合
憲
性
を
審
査
し
得
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
当
然
右
の
よ
う
な
混
乱
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
そ

の
混
乱
は
、
国
の
立
法
、
行
政
、
司
法
の
各
分
野
、
公
法
私
法
の
各
領
域
に
及
び
、
そ
の
波
及
す
る
と
こ
ろ
際
限
な
く
、
正
に
国
家
機
構
の
根
本
が

破
壊
さ
れ
、
国
民
生
活
全
体
の
基
本
秩
序
が
根
底
か
ら
崩
壊
し
、
収
拾
の
つ
か
な
い
結
果
に
陥
い
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
解
散
無
効

の
主
張
を
な
し
得
る
期
間
に
つ
い
て
は
制
限
が
な
い
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
判
決
が
上
告
審
を

経
て
確
定
す
る
ま
で
に
は
必
ず
や
相
当
の
期
間
を
要
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
解
散
後
の
国
会
及
び
内
閣
に
よ
つ
て
各
種
の
立
法
及
び
行
政
が
行
わ

れ
、
解
散
後
の
内
閣
に
よ
つ
て
多
数
の
裁
判
官
が
任
命
さ
れ
て
い
る
事
態
の
存
す
る
こ
と
は
当
然
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
つ
て
生
ず
る

前
記
の
混
乱
は
、
ま
こ
と
に
想
い
半
ば
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
」
（
107
）。

四
五



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

四
六

右
の
山
田
説
の
う
ち
、
①
の
違
憲
・
違
法
と
判
決
す
る
と
国
政
に
重
大
な
混
乱
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
実
質
的
根
拠
は
、
注
目
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
裁
判
の
結
果
が
違
法
性
を
是
正
す
る
利
益
よ
り
は
る
か
に
害
悪
を
生
む
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
司
法
審
査
自
体
を
自
制
す

る
と
い
う
こ
の
説
に
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
苫
米
地
事
件
の
国
側
の
主
張
の
よ
う
に
、
衆
議
院
の
解
散
の
場
合
は
こ
れ
に
よ

っ
て
説
明
で
き
る
場
合
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
②
の
害
悪
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
、
国
家
の
意
思
が
分
か
れ
る
と
い
う
事
態
が
場
合
に
よ
っ
て
は
容
認
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ

と
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
外
交
上
の
問
題
に
お
い
て
国
家
意
思
は
ひ
と
つ
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
が
、
外
交
に
関
す

る
事
項
の
司
法
審
査
の
可
否
を
判
断
す
る
と
き
の
決
定
的
根
拠
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
③
の
害
悪
は
、
内
在
的
制
約
説
の
と
こ
ろ
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
司
法
審
査
し
た
際
の
混
乱
や
批
判
か
ら
く
る
事
実
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、

法
的
な
制
約
や
直
接
的
な
害
悪
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り
、
直
接
的
害
悪
を
補
強
す
る
も
の
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
自
体
が
決
定
的
根

拠
と
な
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
自
制
説
は
、
統
治
行
為
と
い
わ
れ
て
い
る
例
を
す
べ
て
説
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
安
保
条
約
の
場
合
、

司
法
審
査
を
し
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
、
裁
判
の
結
果
が
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
害
悪
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
安
保
条
約
を
締
結
し

た
場
合
と
、
締
結
し
な
か
っ
た
場
合
（
あ
る
い
は
破
棄
し
た
場
合
）
を
比
較
し
た
場
合
、
ど
ち
ら
が
よ
い
か
は
、
将
来
に
な
ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
の
違
憲
・
違
法
判
決
と
い
う
結
果
が
、
必
ず
し
も
大
害
を
引
き
起
こ
す
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
司
法
審
査
し
な
い
理

由
は
、
現
在
か
ら
将
来
の
安
全
保
障
の
問
題
に
つ
き
、
裁
判
所
が
自
己
の
判
断
能
力
と
政
治
部
門
の
判
断
能
力
を
比
較
し
た
結
果
と
み
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
自
制
説
は
、
裁
判
の
結
果
以
外
の
決
定
的
な
実
質
的
根
拠
に
つ
い
て
論
じ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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（
３
）
限
定
的
統
治
行
為
説

こ
れ
は
、
小
林
節
が
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
判
例
・
学
説
を
検
討
し
、
結
論
的
に
は
自
制
説
に
一
部
似
た
説
を

唱
え
て
い
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

司
法
に
よ
る
違
憲
審
査
権
の
存
在
自
体
が
憲
法
典
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
ア
メ
リ
カ
（
108
）

や
行
政
裁
判
の
法
創
造
機
能
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
フ
ラ

ン
ス
（
109
）

と
は
異
な
り
、
日
本
に
は
、
憲
法
八
一
条
が
存
在
す
る
（
110
）。

し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
明
文
の
根
拠
な
し
に
、
判
例
に
よ
る

解
釈
と
し
て
統
治
行
為
・
政
治
問
題
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
日
本
国
憲
法
下
で
も
、
明
文
上
の
根
拠
が
な
く
て
も
、
八
一
条
に
合
目
的

的
解
釈
を
施
し
て
統
治
行
為
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
前
提
か
ら
出
発
す
る
に
は
危
険
が
あ
る
。
日
本
国
憲
法
下
で
統
治
行
為
を
肯
定
す

る
た
め
に
は
、
そ
の
具
体
的
な
条
文
の
枠
の
中
で
、
よ
り
実
質
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
111
）。

そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
統
治
行
為
の
根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
も
の
の
正
当
性
に
つ
き
、
各
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
主
張
さ
れ
て

き
た
も
の
と
し
て
、
①
司
法
部
の
政
治
的
無
責
任
性
、
②
司
法
部
の
中
立
と
独
立
を
維
持
す
る
必
要
、
③
司
法
の
組
織
・
手
続
（
能
力
）
の
限
界
、

④
無
秩
序
を
回
避
す
る
必
要
、
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
①
〜
③
は
、
根
拠
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
（
112
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
④
は
肯
定
で
き
る
。「
あ
る

国
家
行
為
の
合
法
性
に
つ
き
、
事
後
に
否
定
的
な
裁
判
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
法
的
因
果
と
し
て
、
国
家
の
存
立
そ
の
も
の
を
脅
か
す
よ

う
な
事
態
が
必
然
的
に
惹
起
さ
れ
る
場
合
が
現
行
憲
法
の
下
で
真
実
あ
り
得
る
な
ら
ば
、
そ
の
限
り
で
、
こ
の
命
題
は
正
当
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、

法
秩
序
の
維
持
を
そ
の
制
度
目
的
（
つ
ま
り
使
命
）
と
す
る
司
法
部
の
行
為
が
必
然
的
に
国
法
秩
序
を
覆
し
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
、
司
法
部
自
体
が

依
っ
て
立
つ
国
家
の
存
立
を
必
然
的
に
危
う
く
す
る
原
因
を
そ
の
司
法
部
が
提
供
す
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
制
度
的
矛
盾
以
外
の
何

も
の
で
も
な
」い
（
113
）。

結
局
、
唯
一
、
司
法
の
制
度
目
的
で
あ
る
「
国
法
秩
序
の
維
持
」
を
根
拠
と
し
て
、
限
定
化
さ
れ
た
統
治
行
為
論
が
認
め
ら
れ
る
（
114
）。

四
七



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

四
八

以
上
の
よ
う
な
小
林
の
立
論
は
、
民
主
主
義
と
か
権
力
分
立
と
い
っ
た
よ
う
な
抽
象
的
で
あ
い
ま
い
な
根
拠
を
排
し
、
具
体
的
で
確
実
な
根
拠
を

探
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
点
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
唯
一
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
た
、「
無
秩
序
を
回
避
す
る
必
要
」

は
、
自
制
説
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
の
と
同
様
に
、
十
分
な
理
由
が
あ
る
も
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
こ
の
説
の
問
題
点
は
、
統
治
行
為
論
の
実
質
的
根
拠
と
し
て
、「
無
秩
序
を
回
避
す
る
必
要
」
以
外
の
も
の
は
本
当
に
存
在
し
な
い
の
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
自
身
も
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
の
分
析
に
お
い
て
は
、「
裁
判
所
は
、
現
行
憲
法
体
制
の
正
当
性
を
自
ら
の
存
在
の

前
提
と
す
る
か
ら
、
現
行
憲
法
体
制
の
正
当
性
は
判
断
で
き
な
い
こ
と
」
（
115
）「

そ
の
問
題
を
一
元
的
に
処
理
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
」
（
116
）「

そ
の
問
題
を

迅
速
に
処
理
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
」
（
117
）

と
い
う
根
拠
に
も
一
応
の
正
当
性
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（
118
）。

こ
の
三
つ
の
根
拠
の
当
否
は
別

と
し
て
、
統
治
行
為
論
が
「
無
秩
序
を
回
避
す
る
必
要
」
と
い
う
根
拠
だ
け
で
説
明
が
つ
く
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
。

（
４
）
機
能
説

機
能
説
は
、
芦
部
信
喜
な
ど
が
唱
え
る
説
で
、
内
在
的
制
約
説
に
自
制
説
を
加
味
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
芦
部
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

内
在
的
制
約
説
は
、
抽
象
的
な
「
民
主
政
の
原
理
」
と
か
「
民
主
主
義
的
責
任
原
理
」
を
論
拠
に
し
て
、
政
治
的
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
国
家
行

為
を
裁
判
的
統
制
の
外
に
お
く
が
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
説
得
力
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。「
内
在
的
制
約
説
も
、
自
制
説
の
要
素
を
加
味
し
、

『
権
利
保
障
及
び
司
法
救
済
の
必
要
と
裁
判
の
結
果
生
ず
る
事
態
、
司
法
の
政
治
化
の
危
険
性
、
司
法
手
続
の
能
力
の
限
界
、
判
決
実
現
の
可
能
性

な
ど
の
諸
点
』
を
考
慮
に
い
れ
、
事
件
に
応
じ
て
具
体
的
に
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
」
（
119
）。

彼
は
、
こ
こ
で
、「
民
主
政
の
原
理
」
以
外
の
、
実
質
的
根
拠
の
候
補
と
し
て
、
①
権
利
保
障
及
び
司
法
救
済
の
必
要
と
裁
判
の
結
果
生
ず
る
事

態
、
②
司
法
の
政
治
化
の
危
険
性
、
③
司
法
手
続
の
能
力
の
限
界
、
④
判
決
実
現
の
可
能
性
、
と
い
う
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
①
は
、
自
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制
説
の
①
と
重
な
る
。
②
は
、
自
制
説
の
③
お
よ
び
内
在
的
制
約
説
の
③
と
同
じ
で
あ
る
。
③
は
、
内
在
的
制
約
説
の
②
と
同
じ
で
あ
る
。
④
は
、

内
在
的
制
約
説
の
④
と
重
な
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
①
の
根
拠
以
外
の
②
③
④
は
蓋
然
性
に
か
か
わ
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
考
慮
に

は
値
す
る
が
、
決
定
的
な
実
質
的
根
拠
と
は
い
え
な
い
。

結
局
、
こ
の
説
は
、
自
制
説
か
ら
、
裁
判
の
結
果
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
弊
害
と
い
う
実
質
的
根
拠
を
取
り
入
れ
た
点
は
評
価
に
値
す
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
以
外
の
決
定
的
実
質
的
根
拠
に
到
達
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
小
括

以
上
の
わ
が
国
の
統
治
行
為
に
関
す
る
学
説
の
概
観
か
ら
、
さ
し
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
わ
が
国
の
学
説
判
例
は
、
お
お
む
ね
寄
せ
集
め
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
わ
が
国
の
法
律
学
が
、
各
国
の
法

律
学
を
「
つ
ま
み
喰
い
」
（
120
）

し
た
と
い
う
歴
史
的
背
景
の
ほ
か
、
何
が
統
治
行
為
論
の
核
心
と
な
る
根
拠
な
の
か
と
い
う
点
が
曖
昧
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。第

二
に
、
こ
れ
は
特
に
内
在
的
制
約
説
や
機
能
説
の
特
徴
で
、
結
局
、
統
治
行
為
論
の
根
拠
と
し
て
、
お
お
む
ね
蓋
然
性
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
根

拠
し
か
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

第
三
に
、
た
だ
し
、
自
制
説
お
よ
び
限
定
的
統
治
行
為
説
の
主
張
す
る
、
違
憲
・
違
法
と
判
決
す
る
と
国
政
に
重
大
な
混
乱
が
起
こ
る
可
能
性
が

あ
る
と
い
う
実
質
的
根
拠
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
は
特
に
み
ら
れ
な
い
も
の
で
、
独
自
に
考
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

四
九



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

五
〇

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
94
）
民
集
一
四
巻
七
号
一
二
〇
六
頁
。

（
95
）
こ
こ
で
、
金
子
は
次
で
見
る
自
制
説
の
主
張
を
一
部
取
り
入
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

（
96
）
金
子
宏
「
統
治
行
為
」
田
中
二
郎
ほ
か
編
『
行
政
法
講
座
第
２
巻
　
行
政
法
の
基
礎
理
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
四
年
、
所
収
）
一
七
五
頁
。

（
97
）
同
一
七
六
―
一
七
七
頁
。

（
98
）
金
子
宏
「
統
治
行
為
の
研
究
（
四
・
完
）
―
司
法
権
の
限
界
に
関
す
る
一
考
察
―
」
国
家
学
会
雑
誌
七
二
巻
九
号
（
一
九
五
八
年
）
三
二
頁
。

（
99
）
こ
の
③
に
つ
い
て
、
参
照
、
小
林
節
『
政
治
問
題
の
法
理
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
）
二
一
二
頁
。

（
100
）
参
照
、
樋
口
陽
一
「
統
治
行
為
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
〇
巻
六
号
（
一
九
七
六
年
）
八
二
頁
。

（
101
）
参
照
、
小
林
・
前
出
註
（
99
）
一
一
四
、
二
〇
八
頁
。

（
102
）
山
田
準
次
郎
「
統
治
行
為
に
つ
い
て
」
公
法
研
究
一
三
号
（
一
九
五
五
年
）
一
五
三
頁
。

（
103
）
同
一
六
〇
頁
。

（
104
）
同
一
六
一
―
一
六
二
頁
。

（
105
）
彼
は
、
外
国
の
例
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決L

u
th

er
v.B

ord
en
7

H
ow

.(48
U

.S
.)
1

(1849)

を
挙
げ
て
い
る
。

（
106
）
山
田
・
前
出
註
（
102
）
一
六
二
―
一
六
六
頁
。

（
107
）
東
京
高
等
裁
判
所
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
九
月
二
二
日
（
苫
米
地
事
件
）
判
決
中
の
国
側
の
意
見
・
民
集
一
四
巻
七
号
一
二
〇
六
頁
（
一
二
九
九
―
一
三
〇
〇
頁
）。

（
108
）
小
林
・
前
出
註
（
99
）
一
七
六
、
一
九
八
頁
。

（
109
）
同
一
七
五
―
一
七
六
、
一
九
二
頁
。

（
110
）
同
一
七
二
頁
。

（
111
）
同
一
七
六
頁
。

（
112
）
同
二
一
〇
―
二
一
四
頁
。

（
113
）
同
二
一
三
頁
。

（
114
）
同
二
一
六
頁
。

（
115
）
同
一
二
五
―
一
二
六
頁
。
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第
三
節
　
裁
判
の
対
象
外
と
な
る
も
の

統
治
行
為
自
体
の
分
析
を
進
め
る
前
に
、
裁
判
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
を
一
般
的
に
概
観
し
、
そ
の
上
で
、
統
治
行
為
を
位
置
づ
け
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
裁
判
の
審
査
の
段
階
に
応
じ
て
裁
判
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
を
見
て
お
こ
う
。
こ
の
裁
判
の
審
査
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
の
な
か
に
、

統
治
行
為
で
説
明
さ
れ
る
も
の
と
そ
れ
以
外
の
理
屈
で
説
明
さ
れ
る
も
の
と
い
う
区
別
が
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
わ
が
国
の
裁
判
制
度
を
前
提

と
し
て
論
述
を
す
す
め
る
。
ま
た
、
条
約
に
関
係
す
る
も
の
以
外
の
事
例
も
一
部
参
考
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

一
　
第
一
段
階

こ
の
段
階
は
、
裁
判
な
い
し
司
法
の
概
念
に
か
か
わ
る
。「
裁
判
」
の
本
質
的
な
要
素
を
、
①
法
の
問
題
を
扱
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
そ
れ
が

五
一

（
116
）
同
一
二
六
頁
。

（
117
）
同
一
二
七
頁
。

（
118
）
同
一
四
二
頁
。

（
119
）
芦
部
信
喜
「
統
治
行
為
と
行
政
事
件
訴
訟
」（『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』、
有
斐
閣
、
一
九
七
三
年
、
所
収
）
四
二
八
―
四
二
九
頁
。
ま
た
、
参
照
、
清
宮
四
郎
『
憲
法
Ⅰ

〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
三
四
一
頁
。

（
120
）
奥
平
康
弘
「『
統
治
行
為
』
理
論
の
批
判
的
考
察
」
法
律
時
報
四
五
巻
一
〇
号
（
一
九
七
三
年
）
五
七
頁
。



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

五
二

最
終
的
な
も
の
で
拘
束
力
を
も
つ
こ
と
、
③
広
い
意
味
で
争
い
が
存
在
す
る
こ
と
（
121
）、

と
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
要
素
か
ら
裁
判
の
対
象
に
な
る
も

の
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
の
「
司
法
」
の
本
質
に
、
具
体
的
事
件
・
争
訟
性
が
含
ま
れ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、

具
体
的
事
件
・
争
訟
性
の
要
件
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
も
、
裁
判
（
司
法
作
用
）
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

二
　
第
二
段
階

第
二
段
階
は
、
第
一
段
階
で
要
求
さ
れ
る
要
件
を
充
た
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
裁
判
（
司
法
作
用
）
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
、
統
治
行
為
で
説
明
さ
れ
る
裁
判
の
制
限
を
除
い
て
、
類
型
的
に
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

（
１
）
立
法
機
関
・
行
政
機
関
の
自
律
権
に
よ
る
裁
判
対
象
の
制
限
（
122
）。

議
会
の
立
法
・
議
事
手
続
、
内
閣
の
閣
議
の
手
続
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。

な
お
、
国
会
議
員
の
資
格
争
訟
（
憲
法
五
五
条
）
は
、
議
会
の
自
律
権
の
憲
法
典
上
の
現
れ
の
ひ
と
つ
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
権
力
分
立
に
よ
る
裁
判
対
象
の
制
限
。
こ
こ
で
は
、
権
力
分
立
の
相
互
抑
制
作
用
が
問
題
と
な
る
。
裁
判
官
の
弾
劾
裁
判
（
憲
法
六
四
条
）

は
こ
れ
に
当
た
る
だ
ろ
う
。

（
３
）
国
際
法
に
よ
る
裁
判
対
象
の
制
限
。
国
際
慣
習
法
に
よ
る
外
交
使
節
な
ど
に
対
す
る
裁
判
の
制
限
、
条
約
に
よ
る
裁
判
の
制
限
が
あ
る

（
例
え
ば
、
日
米
地
位
協
定
一
七
条
三
項
(ａ)
）。
た
だ
し
、
条
約
に
よ
る
裁
判
の
制
限
が
、
司
法
権
に
関
す
る
憲
法
解
釈
の
際
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
認
め

ら
れ
る
の
か
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
い
な
い
（
123
）。

（
４
）
天
皇
に
対
す
る
裁
判
の
制
限
。
こ
れ
は
、
刑
事
事
件
、
民
事
事
件
双
方
で
問
題
と
な
る
が
、
裁
判
が
制
限
さ
れ
る
理
由
は
そ
れ
ほ
ど
明
ら

か
で
は
な
い
。
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三
　
統
治
行
為
に
よ
る
裁
判
の
制
限

残
る
も
の
は
統
治
行
為
に
よ
る
裁
判
の
制
限
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
さ
ら
に
主
張
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
根
拠
に
わ
け
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
（
こ
こ
で
は
、
便
宜
的
に
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
も
含
め
る
）。

（
１
）「
高
度
の
政
治
性
」「
政
治
的
時
宜
性
」
と
い
っ
た
表
現
を
さ
れ
る
根
拠
。
安
保
条
約
の
内
容
審
査
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
条
約
の
運
用
停
止
な

ど
が
こ
れ
で
説
明
さ
れ
る
。

（
２
）
判
断
の
基
準
と
な
る
法
規
範
が
な
く
、
そ
の
結
果
、
当
該
行
為
が
な
ん
ら
条
件
付
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
根
拠
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

条
約
を
締
結
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
、
な
ど
が
こ
れ
で
説
明
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
判
断
の
基
準
と
な
る
法
規
範
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
根
拠
。

わ
が
国
の
場
合
の
、
内
閣
に
よ
る
衆
議
院
の
解
散
の
審
査
や
自
衛
隊
の
戦
力
（
自
衛
力
）
の
許
さ
れ
る
範
囲
の
審
査
の
場
合
、
こ
の
根
拠
が
考
慮
さ

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
３
）
裁
判
の
管
轄
権
を
根
拠
に
す
る
場
合
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
議
会
と
行
政
の
関
係
な
ど
、
行
政
以
外
の
権
力
機
関
が
か
か
わ
る
行
為
に

つ
い
て
行
政
裁
判
の
対
象
と
な
ら
な
い
な
ど
と
主
張
す
る
場
合
で
あ
る
（
セ
リ
エ
な
ど
が
そ
の
典
型
）。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の

裁
判
で
条
約
締
結
手
続
が
審
査
で
き
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
か
つ
て
考
慮
さ
れ
て
い
た
。

（
４
）
政
治
部
門
の
行
為
を
違
憲
・
違
法
と
裁
判
所
が
判
決
す
る
と
、
重
大
な
国
政
上
の
混
乱
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
審
査
自
体
を
控

え
る
場
合
。
わ
が
国
の
憲
法
七
条
を
も
っ
ぱ
ら
の
根
拠
と
す
る
衆
議
院
の
解
散
の
場
合
は
、
こ
の
類
型
に
入
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
わ
が
国
の
議
員
定

数
配
分
に
関
す
る
訴
訟
で
、
事
情
判
決
の
法
理
を
採
用
せ
ず
、
も
し
統
治
行
為
と
結
論
す
る
な
ら
（
国
の
主
張
）
（
124
）、

や
は
り
こ
の
類
型
に
入
る
だ
ろ
う
。

五
三



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

五
四

第
四
節
　
統
治
行
為
の
要
素

次
に
、
右
で
統
治
行
為
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
（
１
）
〜
（
４
）
を
、
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

こ
の
際
、
裁
判
を
免
れ
る
統
治
行
為
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
他
の
法
的
説
明
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
統
治
行
為
論
は
、
法
の
支
配
の
原
理
に
反
す
る
面
が
あ
る
上
、
そ
の
概
念
に
明
確
な
一
致
が
な
い
た
め
、
濫
用
さ
れ
る
虞
が
な
い
と
は

い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
他
に
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
理
由
で
説
明
で
き
る
部
分
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
部
分
は
統
治
行
為

論
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
統
治
行
為
の
根
拠
と
な
る
も
の
と
し
て
は
、
他
に
説
明
の
つ
か
な
い
も
の
だ
け
が
残
る

こ
と
に
な
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
121
）
参
照
、
樋
口
陽
一
・
栗
城
壽
夫
『
憲
法
と
裁
判
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
八
八
年
）
一
一
頁
（
樋
口
執
筆
）。

（
122
）
フ
ラ
ン
ス
の
議
会
行
為(acte

p
arle

m
e

n
taire

)

が
行
政
裁
判
に
よ
り
審
査
さ
れ
な
い
こ
と
も
議
会
の
自
律
権
で
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
―C

f.
F

avo
re

u
,

s
u

p
r
a

n
o

te
65,

p
.114.

（
123
）
参
照
、
安
念
潤
司
「
司
法
権
の
概
念
」（
高
橋
和
之
・
大
石
眞
編
『
憲
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕』、
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
、
所
収
）
二
二
六
頁
。

（
124
）
例
え
ば
、
最
高
裁
大
法
廷
一
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年
四
月
一
四
日
判
決
（
衆
議
院
議
員
定
数
不
均
衡
事
件
）
の
第
一
審
の
東
京
高
等
裁
判
所
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）

年
四
月
三
〇
日
判
決
に
お
け
る
国
側
の
主
張
を
参
照
・
民
集
三
〇
巻
三
号
二
二
三
頁
（
二
八
八
頁
）。
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一
　
統
治
行
為
以
外
の
理
由
で
説
明
で
き
る
も
の

ま
ず
、（
３
）
の
裁
判
の
管
轄
を
根
拠
と
す
る
も
の
を
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
も
し
実
定
法
の
解
釈
上
、
法
的
に
管
轄
権
で
説
明
で
き
る
と
い
う
な

ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
否
定
説
が
論
じ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
統
治
行
為
と
し
て
説
明
す
る
よ
り
、
単
に
制
度
上
の
管
轄
権
の
不
存
在
と
し
て
考
え
れ

ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
統
治
行
為
の
概
念
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、（
２
）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
は
、
単
な
る
自
由
裁
量
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
も
あ
る
。
判
断
の
基
準

と
な
る
法
規
範
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
場
合
は
、
権
限
を
持
つ
機
関
が
自
由
に
判
断
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
執
行

権
が
最
終
的
に
条
約
を
締
結
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
（
こ
こ
で
は
、
手
続
や
権
限
の
問
題
で
は
な
く
、
条
約
を
締
結
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
自
体
の
こ
と
。）
は
、

そ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
自
由
裁
量
と
捉
え
る
と
、
現
在
で
は
裁
判
所
は
、
裁
量
権
を
逸
脱
し
て
い
る
か
ど
う
か
審
査
し
た
上
、
逸
脱

が
な
け
れ
ば
、
政
治
部
門
の
行
為
を
容
認
す
る
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
裁
量
内
の
行
為
は
、
結
果
的
に
、
合
憲
・
合
法
で
あ

る
と
判
断
し
た
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
自
由
裁
量
の
問
題
と
す
る
と
、
な
に
よ
り
も
法
の
支
配
の
原
理
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
事
態
を
避

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
同
じ
問
題
を
統
治
行
為
と
す
る
と
、
裁
判
所
は
、
は
じ
め
か
ら
審
査
を
回
避
す
る
の
で
、
裁
量
権
の
逸
脱
に
つ
い
て
も
審
査
し
な
い
こ
と

と
な
り
、
当
該
行
為
が
合
憲
・
合
法
で
あ
る
か
ど
う
か
判
断
し
な
い
こ
と
に
な
る
（
125
）。

た
だ
し
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
政
治
部
門
の
行
為
そ
の
も
の
は
結
果

と
し
て
認
め
ら
れ
る
（
法
的
に
取
消
・
無
効
と
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
）
こ
と
に
な
る
の
と
い
う
点
は
同
じ
で
あ
る
。

問
題
は
、
自
由
裁
量
行
為
と
捉
え
、
裁
判
所
が
審
査
す
る
と
何
か
不
都
合
が
生
じ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
行
為
が
実
体
的
に
な
に
も
条

件
付
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
裁
量
権
の
逸
脱
と
い
う
事
態
も
通
常
起
こ
り
え
な
い
。
問
題
が
現
実
的
に
起
こ
る
と
す
れ
ば
、
行
為
者
の
権
限

五
五



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

五
六

や
行
為
の
手
続
と
い
う
形
式
面
で
違
法
と
な
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
ジ
ュ
エ
ズ
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
（
第
一
節
二
（
３
）（
ｃ
）
参
照
）、

行
為
を
合
法
的
に
や
り
直
せ
ば
大
き
な
問
題
が
生
じ
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
も
し
当
該
行
為
が
、
形
式
面
で
違
法
・
無
効
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
そ
の
判
決
の
結
果
、
重
大
な
国
政
上
の
混
乱
を
引
き
起
こ
す
場
合
（
後
の
三
で
扱
う
要
素
）
は
、
別
論
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

二
　
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
と
い
う
要
素

（
１
）
の
事
例
を
み
よ
う
。

わ
が
国
の
安
保
条
約
に
は
次
の
如
き
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
安
保
条
約
が
①
「
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
に
関
わ

る
」
と
い
う
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
議
論
の
余
地
が
な
い
。
そ
し
て
、
一
般
論
と
し
て
言
う
な
ら
ば
、
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本

的
秩
序
を
確
保
す
る
た
め
に
、
統
治
者
は
、
時
と
し
て
、
一
部
の
基
本
権
を
制
約
し
た
り
、
国
際
法
に
部
分
的
に
違
反
し
た
り
す
る
な
ど
の
行
動
を

と
る
場
合
が
あ
る
（
必
要
は
法
を
破
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
）。
す
な
わ
ち
、
②
「
場
合
に
よ
っ
て
は
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い

う
要
素
が
あ
る
。

条
約
の
運
用
停
止
は
、
実
際
、
現
実
の
国
際
社
会
で
は
法
の
支
配
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
状
況
の
も
と
で
行
な
わ
れ
る
こ
と

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①
「
法
の
支
配
が
必
ず
し
も
及
ん
で
い
な
い
領
域
で
の
行
為
」
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ

し
て
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
（
第
二
章
第
九
節
参
照
）、
こ
の
運
用
停
止
が
国
際
法
に
反
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
②
「
場
合
に
よ
っ
て
は
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
要
素
を
含
む
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
非
常
事
態
権
限
の
行
使
（
第
五
共
和
国
憲
法
一
六
条
）
の
決
定
も
、
基
本
的
に
憲
法
自
体
が
認
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、「
国
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家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
に
関
わ
る
」
と
い
う
要
素
を
含
ん
で
い
る
場
合
で
あ
り
、「
場
合
に
よ
っ
て
は
合
法
性
の
枠
組
み
を
超

え
る
可
能
性
が
あ
る
」
も
の
と
い
え
よ
う
（
126
）。

こ
う
し
て
み
る
と
、（
１
）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、「
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
点
で
共
通
点
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
裁
判
の
対
象
か
ら
除

か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
、
そ
う
だ
と
い
う
な
ら
あ
ら
ゆ
る
違
法
行
為
が
裁
判
の
対
象
か
ら
免
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
に
認
め
ら
れ
て
い
る
実
例
で
は
、「
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国

家
の
基
本
的
秩
序
に
関
係
す
る
」
こ
と
、「
法
の
支
配
が
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
国
際
社
会
が
舞
台
で
あ
る
」
こ
と
、
が
条
件

と
な
っ
て
い
る
。

三
　
裁
判
所
の
判
決
自
体
が
、
重
大
な
国
政
上
の
混
乱
を
起
こ
す
可
能
性
と
い
う
要
素

そ
れ
で
は
、（
４
）
の
事
例
を
み
よ
う
。

衆
議
院
の
解
散
を
裁
判
所
が
事
後
に
違
憲
・
違
法
で
無
効
と
判
決
す
る
な
ら
ば
、
解
散
後
に
成
立
し
た
国
会
・
内
閣
の
制
定
し
た
法
律
、
政
令
等

が
す
べ
て
無
効
と
な
る
な
ど
の
重
大
な
国
政
上
の
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
議
員
定
数
配
分
を
全
体
と
し
て
違
憲
・
無
効
と
し
た
場
合
も
、
同

様
の
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
共
通
要
素
は
、「
裁
判
所
が
、
違
憲
・
違
法
と
裁
判
所
が
判
決
す
る
と
、
重
大
な
国
政
上
の
混
乱
が
予
想
さ

れ
る
」
と
い
う
要
素
で
あ
る
。

五
七



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

五
八

四
　
判
断
の
基
準
と
な
る
明
確
な
法
規
範
が
存
在
し
な
い
と
い
う
要
素

最
後
に
、（
２
）
の
事
例
の
う
ち
、
単
な
る
自
由
裁
量
の
問
題
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
を
み
よ
う
。

具
体
例
と
し
て
、
苫
米
地
事
件
の
最
高
裁
判
決
（
第
二
節
一
（
１
）
参
照
）
が
あ
る
。
苫
米
地
事
件
で
は
、
内
閣
に
よ
る
衆
議
院
の
解
散
が
、
憲
法

六
九
条
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
に
限
ら
れ
ず
憲
法
七
条
を
根
拠
と
し
て
解
散
で
き
る
の
か
が
争
点
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
憲
法
典

に
は
明
確
な
規
定
が
な
い
た
め
、
そ
の
解
釈
を
巡
っ
て
議
論
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
判
断
の
基
準
と
な
る
明
確
な
法
規
範
が
存
在
し
な
い
場
合
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

別
の
例
と
し
て
、
水
戸
地
方
裁
判
所
一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
二
月
一
七
日
判
決
（
百
里
基
地
訴
訟
第
一
審
）
（
127
）

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
判

決
は
、
自
衛
の
た
め
の
戦
力
の
保
持
は
合
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
戦
力
が
自
衛
戦
力
の
範
囲
を
超
え
た
侵
略
的
戦
力
で
あ
る
か
ど

う
か
の
判
断
は
統
治
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
た
（
た
だ
し
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
の
場
合
は
除
く
と
い
う
留
保
が
つ
い
て
い
る
）。
こ
の
場
合
も
、
自
衛
隊

の
戦
力
が
自
衛
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
基
準
と
な
る
明
確
な
規
定
が
な
い
場
合
で
あ
っ
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
125
）
参
照
、
雄
川
一
郎
「
統
治
行
為
論
」（
同
『
行
政
の
法
理
　
雄
川
一
郎
論
文
集
第
一
巻
』、
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
、
所
収
）
一
二
四
‐
一
二
五
頁
。

（
126
）C

f.
C

on
seil

d
,É

tat,
A

ssem
b

lée,2
m

ars
1962,

R
u

b
in

d
e

S
erven

s
et

au
tres,

J
u

r
is

c
la

s
s
e
u

r
p

é
r
io

d
iq

u
e
(
L

a
S

e
m

a
in

e
ju

r
id

iq
u

e
)
,
1962,2

,
n

o

12613,
con

cl.
Jean

-F
ran

çois
H

en
ry

;
G

A
J
A

,
15

e
éd

.,
p

p
.
546-555.

な
お
、
こ
の
判
決
の
論
告
は
、
当
該
行
為
が
執
行
権
と
議
会
と
の
関
係
に
関
わ
る
と
い
う

理
由
で
統
治
行
為
だ
と
し
て
い
る
（
判
決
自
体
は
理
由
を
述
べ
て
い
な
い
）。
し
か
し
、
す
で
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
議
会
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
は
説

得
的
で
は
な
く
、
別
の
実
質
的
根
拠
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
措
置
の
実
施
（
開
始
か
ら
終
了
）
が
、
憲
法
上
の
実
体
的
要
件
が
厳
格
に
満
た
さ
れ
な
く
と
も

な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
（
要
す
る
に
違
憲
の
措
置
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
）。

（
127
）
判
例
時
報
八
四
二
号
二
二
頁
。
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第
五
節
　
統
治
行
為
の
根
拠

次
に
、
統
治
行
為
が
裁
判
の
審
査
に
か
か
ら
な
い
と
す
る
根
拠
を
さ
ら
に
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
統
治
行
為
と
い
わ
れ
て

い
る
も
の
が
含
ん
で
い
る
要
素
が
右
の
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て
も
、
な
ぜ
、
そ
れ
が
含
ま
れ
て
い
る
と
裁
判
の
審
査
か
ら
免
れ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、

な
ぜ
政
治
部
門
の
判
断
が
裁
判
所
の
判
断
に
優
先
す
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
は
、
実
質
的
根
拠

と
判
断
の
権
限
に
か
か
わ
る
形
式
的
根
拠
に
わ
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
実
質
的
根
拠
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

一
　
実
質
的
根
拠

（
１
）
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性

「
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
に
関
係
」
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、「
法
の
支
配
が
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
国
際
社
会
」
に
お
い
て
、「
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
る
」
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
裁
判
所
よ
り
政
治
部
門
の
方
が
、

判
断
す
る
主
体
と
し
て
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
、
判
断
主
体
と
し
て
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
か
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
か
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

考
え
ら
れ
う
る
も
の
は
、
①
判
断
主
体
の
判
断
能
力
、
②
判
断
主
体
の
決
定
の
実
行
能
力
、
③
判
断
主
体
の
決
定
に
対
す
る
責
任
能
力
、
の
三
点
で

あ
る
。

五
九



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

六
〇

第
一
は
、
政
治
部
門
と
裁
判
所
と
で
、
ど
ち
ら
が
当
該
行
為
に
つ
い
て
の
判
断
能
力
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
判
断
主
体
の
判
断
能

力
）。
こ
の
と
き
判
断
能
力
に
は
、「
判
断
の
前
提
と
な
る
情
報
収
集
・
分
析
能
力
」「
判
断
す
る
と
き
に
適
切
な
基
準
を
用
い
て
よ
り
よ
い
判
断
で

き
る
能
力
」「
迅
速
な
決
定
を
す
る
能
力
」、
さ
ら
に
「
包
括
的
な
政
治
的
決
断
能
力
」
と
い
う
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
初
の
「
判
断
の
前
提
と
な
る
情
報
収
集
・
分
析
能
力
」
に
つ
い
て
は
、
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

場
合
、
あ
る
い
は
、
国
際
社
会
で
の
外
交
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
裁
判
官
は
当
該
事
項
の
専
門
家
で
も
な
く
、
ま
た
裁
判
所
は
組
織
的
に
情

報
を
収
集
し
分
析
す
る
機
関
を
欠
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
治
部
門
の
方
が
裁
判
所
よ
り
通
常
優
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
え
る
。

次
の
「
判
断
す
る
と
き
に
適
切
な
基
準
を
用
い
て
よ
り
よ
い
判
断
で
き
る
能
力
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的

秩
序
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
国
際
社
会
で
の
外
交
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
判
断
を

求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
（
128
）。

こ
の
と
き
、
裁
判
所
は

、
、
、
、

、
そ
も
そ
も
法
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
機
関
で
あ
る
か
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
あ
く
ま
で
法
規
範
に
従
っ
て

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
す
な
わ
ち

、
、
、
、

、
裁
判
所
は

、
、
、
、

、
基
本
的
に
は
合
法
性
の
枠
組
み
の
中
で
し
か
判
断
で
き
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
そ
う
す
る
と
、
裁
判
所
は

判
断
主
体
と
し
て
不
適
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
治
部
門
は
、
裁
判
所
ほ
ど
に
は
法
規
範
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
機
関
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
国
家
及
び
国
民
の
安
全
や
国
家
の
基
本
的
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
臨
機
応
変
に
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、

も
し
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
行
為
を
国
家
機
関
の
ど
こ
か
が
と
ら
な
け
れ
ば
国
家
が
危
機
的
な
状
態
に
瀕
す
る
よ
う
な
場
合
、
そ
れ
を
行
な
う

べ
き
な
の
は
裁
判
所
で
は
な
く
政
治
部
門
、
特
に
執
行
権
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
単
な
る
行
政
作
用
で
は
な
い
、
執

行
権
の
「
統
治
作
用
」
の
ひ
と
つ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

「
迅
速
な
決
定
を
す
る
能
力
」
は
ど
う
か
。
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
国
際
社
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会
で
の
外
交
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
迅
速
な
決
定
が
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
セ
ラ
ン
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
裁
判
所
は
手
続
に
従

い
討
議
し
決
定
す
る
機
関
で
あ
っ
て
、
迅
速
な
決
定
に
は
不
向
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
執
行
権
の
場
合
は
、
指
導
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に

よ
り
、
迅
速
な
決
断
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。

最
後
の
「
包
括
的
な
政
治
的
決
断
能
力
」
は
、
政
治
部
門
は
、
国
民
が
政
治
的
能
力
あ
り
と
信
じ
て
直
接
間
接
に
選
任
し
た
人
間
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
言
論
な
ど
を
通
じ
て
国
民
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
政
治
部
門
は
、
政
治
的
能
力

と
は
別
個
の
能
力
に
応
じ
て
選
任
さ
れ
た
裁
判
官
よ
り
、
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
、

国
際
社
会
で
の
外
交
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
判
断
主
体
に
ふ
さ
わ
し
い
と
通
常
は
い
え
る
。

第
二
は
、
実
行
能
力
の
あ
る
組
織
が
判
断
主
体
の
指
示
に
従
っ
て
行
動
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
判
断
主
体
の
決
定
の
実
行
能
力
）。
決
定
を
実

行
で
き
る
組
織
は
、
実
際
に
は
行
政
し
か
な
い
。
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
裁
判
所
が
政
治
部

門
の
決
定
と
異
な
る
指
示
を
し
た
と
き
、
行
政
組
織
が
裁
判
所
の
指
示
に
果
た
し
て
忠
実
に
従
う
か
ど
う
か
。
場
合
に
よ
っ
て
は
従
わ
な
い
懸
念
が

あ
る
だ
ろ
う
。

第
三
は
、
自
己
の
決
定
に
対
し
責
任
を
取
り
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
判
断
主
体
の
決
定
に
対
す
る
責
任
能
力
）。
こ
の
点
、
裁
判
所
は
自
己
の
決

定
に
対
し
、
そ
の
結
果
が
ど
う
な
ろ
う
と
も
特
に
責
任
を
取
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
の
場
合
、
内
閣
は
国
会
に
よ
り
責
任

を
追
及
さ
れ
、
国
会
は
選
挙
で
国
民
に
よ
り
責
任
を
追
及
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
責
任
を
取
る
と
し
た
ら
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
。

ひ
と
つ
は
、
責
任
を
取
る
可
能
性
を
考
え
る
と
、
よ
り
熟
慮
し
て
か
ら
判
断
が
下
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
国

会
あ
る
い
は
国
民
が
判
断
主
体
の
責
任
を
追
及
で
き
る
、
す
な
わ
ち
民
主
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

六
一



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

六
二

そ
れ
で
は
、
以
上
の
三
つ
の
能
力
は
、
判
断
主
体
の
能
力
を
考
慮
す
る
と
き
、
同
列
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
も
う
に
、
①
の
判
断
主
体
の
判

断
能
力
の
な
か
の
、
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
判
断
能
力
が
中
心
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
①
の
そ
の
他
の
能
力
、
②
の
判
断
主
体
の
決
定

の
実
行
能
力
、
③
の
判
断
主
体
の
決
定
に
対
す
る
責
任
能
力
は
、
付
随
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え

る
判
断
能
力
は
、
裁
判
所
に
欠
け
て
い
る
は
ず
の
能
力
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
裁
判
所
が
、「
性
質
」
上
、
統
治
行
為
の
審
査
に
適
し
な
い
決
定
的

根
拠
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
残
り
の
も
の
は
、
通
常
、
政
治
部
門
の
方
が
裁
判
所
よ
り
能
力
が
高
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
蓋
然
性
に
か
か
わ
る
も
の
に

す
ぎ
な
い
の
で
、
補
強
的
根
拠
に
は
な
る
が
、
決
定
的
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
民
主
主
義
原
理
に
つ
い
て
は
、
判
断
能
力
に
か
か
わ
る
実
質
的
根
拠
の
観
点
か
ら
、
も
う
少
し
論
じ
て
お
こ
う
。
こ
の
民
主
主
義
原
理
に

は
、
国
民
が
、
自
ら
選
任
し
ま
た
言
論
等
を
通
じ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
政
治
部
門
に
権
力
を
付
託
し
て
い
る
と
い
う
面
と
、
国
民
が
政
治
部

門
の
決
定
に
つ
い
て
責
任
を
追
及
で
き
る
と
い
う
面
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
国
民
に
選
任
さ
れ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
判
断
能

力
と
い
う
点
で
は
、
蓋
然
性
に
か
か
わ
る
問
題
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
（
包
括
的
な
政
治
的
決
断
能
力
に
か
か
わ
る
）。
ま
た
、
責
任
を
追
及
で
き
る
か
ど
う

か
は
、
判
断
に
慎
重
さ
を
も
た
ら
す
蓋
然
性
の
ほ
か
、
事
後
的
に
責
任
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
の
精
神
的
満
足
と
今
後
の
戒
め
を
得
る
効
果

が
期
待
で
き
る
に
と
ど
ま
る
（
判
断
主
体
の
決
定
に
対
す
る
責
任
能
力
に
か
か
わ
る
）。
結
局
、
民
主
主
義
原
理
は
、
実
質
的
根
拠
と
し
て
は
蓋
然
性
に
か

か
わ
る
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
政
治
部
門
の
行
為
が
、
こ
の
「
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
」
の
あ
る
場
合
、
統
治
行
為
と
な
り
う
る
こ
と
に
な
る

が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
に
関
係
す
る
」
こ
と
、「
法
の
支
配
が
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
国
際
社
会
が
舞
台
で
あ
る
」
こ
と
、
が
前
提
条
件
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
限
定
は
、
合
理
性
を
有
す
る
か
。
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通
常
の
合
法
性
を
踏
み
越
え
て
ま
で
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
は
、「
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
」
を
想
定
す

る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
法
の
支
配
が
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
国
際
社
会
が
舞
台
で
あ
る
場
合
は
、
合
法
性
を
堅
持
す

る
理
由
が
減
少
す
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
前
者
の
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
が
問
題
と
な
る
場
合
で
も
、
そ
の
重
大
性
が
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
特
に
後
者
の
場
合
は
、
明
確
な
基
準
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
状
況
に
応
じ
て
統
治
行
為
と
す
る
か
ど
う
か
判

断
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
政
治
部
門
の
国
際
約
束
違
反
の
行
動
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
国
際
約
束
の
重
要
性
、
国
際
約
束
違
反

の
行
動
を
行
う
理
由
の
重
大
性
、
そ
の
と
き
の
国
際
社
会
の
情
勢
、
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

右
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
以
上
の
限
定
は
相
応
の
合
理
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
２
）
裁
判
所
の
判
決
自
体
が
、
重
大
な
国
政
上
の
混
乱
を
起
こ
す
可
能
性

次
に
、
実
質
的
根
拠
と
し
て
、
違
憲
・
違
法
と
判
決
す
る
と
国
政
に
重
大
な
混
乱
が
起
こ
る
可
能
性
に
つ
い
て
み
よ
う
。
こ
の
根
拠
は
、
判
断
主

体
の
判
断
能
力
と
は
直
接
か
か
わ
り
が
な
く
、
裁
判
所
の
判
断
の
結
果
が
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
事
態
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
裁
判

所
が
当
該
行
為
を
違
憲
・
違
法
と
宣
言
す
る
こ
と
で
、
国
政
に
重
大
な
混
乱
を
引
き
起
こ
し
、
違
憲
・
違
法
を
是
正
す
る
利
益
よ
り
混
乱
の
不
利
益

の
方
が
は
る
か
に
大
き
い
と
想
定
さ
れ
る
場
合
に
、
あ
え
て
違
憲
・
違
法
で
あ
る
と
拘
束
力
を
持
つ
形
で
判
決
す
る
の
は
賢
い
と
は
い
え
な
い
。
国

の
部
分
的
な
法
秩
序
を
守
る
た
め
に
、
国
家
の
根
本
的
秩
序
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、
条
理
上
許
さ
れ
な
い
と
い
え
る
。
裁
判
所
は
、
大
害
を
避
け
る

た
め
に
小
害
を
甘
受
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
要
素
が
含
ま
れ
る
場
合
審
査
を
控
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
実
質
的
根
拠

を
認
め
る
余
地
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

六
三
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（
３
）
判
断
の
基
準
と
な
る
明
確
な
法
規
範
が
存
在
し
な
い
こ
と

判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
法
規
範
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
場
合
（
基
準
と
な
る
規
範
を
裁
判
所
が
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
で
き
な
い
と
考

え
る
場
合
を
含
む
）
は
、
判
断
権
限
の
あ
る
機
関
に
自
由
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
判
断
の
基
準
と
な
る
べ

き
法
規
範
が
あ
る
こ
と
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
判
断
が
困
難
な
場
合
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

基
準
と
な
る
規
範
が
不
明
確
な
場
合
、
本
来
、
裁
判
所
は
、
問
題
の
解
決
に
必
要
な
範
囲
で
規
範
を
解
釈
し
な
ん
ら
か
の
基
準
を
示
す
必
要
が
あ

る
。
実
際
、
裁
判
所
は
、
相
当
解
釈
が
困
難
な
条
文
で
も
、
何
ら
か
の
解
釈
を
施
し
、
条
文
の
意
味
内
容
を
必
要
な
範
囲
で
確
定
す
る
と
い
う
の
が

通
常
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
統
治
行
為
に
該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
行
為
を
審
査
す
る
場
合
は
、
特
殊
な
状
況
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
当
該
行
為
を
評
価
す
る

基
準
と
な
る
べ
き
法
規
範
が
不
明
確
な
場
合
、
規
範
の
解
釈
は
解
釈
者
に
よ
っ
て
異
な
る
か
ら
、
あ
る
解
釈
者
に
と
っ
て
は
、
政
治
部
門
の
当
該
行

為
は
基
準
内
の
行
為
で
合
憲
・
合
法
だ
が
、
別
の
解
釈
者
に
と
っ
て
は
、
違
憲
・
違
法
と
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
が
割
れ

る
場
合
（
あ
る
い
は
解
釈
者
が
一
人
で
も
自
分
の
中
で
迷
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
だ
ろ
う
）、
裁
判
所
は
、
統
治
行
為
で
あ
る
か
ら
審
査
し
な
い
と
い
う
形
を

と
れ
ば
、
ど
ち
ら
の
解
釈
も
選
択
し
な
い
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
例
を
と
り
な
が
ら
考
え
よ
う
。

苫
米
地
事
件
の
場
合
、
憲
法
上
、
解
散
が
合
憲
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
十
分
成
り
立
つ
一
方
、
当
時
、
学
説
で
は
違
憲
論
も
有
力
で
あ
っ
た
（
129
）。

ま

た
、
裁
判
所
内
部
で
違
憲
論
か
あ
る
い
は
は
っ
き
り
合
憲
と
ま
で
は
い
い
き
れ
な
い
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
意
見
が
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
事
件
の
場
合
、
仮
に
違
憲
だ
と
判
決
す
る
と
国
政
に
重
大
な
混
乱
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
前
提
が
存
在
し
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
解
散
が
違
憲
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
と
る
の
な
ら
、
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
統
治
行
為
で
あ
り
裁
判
所
の
審
査
を
免
れ
る
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と
い
う
判
断
を
す
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
裁
判
所
内
部
で
意
見
が
割
れ
て
い
る
場
合
、
ど
の
よ
う
に
意
見
を
ま
と
め
る
の

か
。
も
ち
ろ
ん
、
合
憲
論
が
多
数
で
あ
れ
ば
合
憲
論
を
と
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
合
憲
論
で
の
意
見
の
集
約
が
困
難
で
あ
っ
た

場
合
、
裁
判
の
効
果
と
し
て
は
合
憲
判
断
と
同
じ
こ
と
と
な
る
統
治
行
為
論
で
処
理
し
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

百
里
基
地
訴
訟
第
一
審
判
決
の
場
合
で
も
、
自
衛
隊
の
戦
力
が
自
衛
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
明
確
な
基
準
は
な
い
か
ら
、

合
法
か
違
法
か
を
判
断
す
る
の
は
容
易
で
な
か
っ
た
。
ま
た
、
仮
に
違
憲
・
違
法
だ
と
判
断
し
た
と
す
る
と
、
今
度
は
、
統
治
行
為
の
実
質
的
根
拠

で
あ
る
、「
通
常
の
合
法
性
を
超
え
る
可
能
性
」
の
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
合
法
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
も
困
難
で
、
一
方
、

違
法
と
い
う
判
断
も
だ
せ
な
い
と
な
る
と
、
統
治
行
為
論
で
処
理
す
る
こ
と
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
以
下
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
。「
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
」
あ
る
い
は
「
裁
判
所
の
判
決
自
体
が
、
重
大
な
国
政

上
の
混
乱
を
起
こ
す
可
能
性
」
に
か
か
わ
る
行
為
が
問
題
に
な
っ
た
場
合
、
そ
も
そ
も
、
違
憲
・
違
法
と
判
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る

と
、
合
憲
・
合
法
と
判
決
す
る
か
統
治
行
為
論
を
と
る
と
い
う
選
択
が
残
る
。
こ
こ
で
、
基
準
と
な
る
法
規
範
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
に
、
当
該
行

為
が
適
法
と
も
違
法
と
も
判
断
が
つ
き
か
ね
る
よ
う
な
場
合
（
裁
判
所
内
部
の
意
見
が
割
れ
る
場
合
も
含
む
）
に
、
裁
判
所
と
し
て
の
意
見
の
集
約
が
困
難

な
事
態
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
自
ら
明
確
な
解
釈
を
示
し
て
、
合
憲
・
合
法
で
あ
る
と
判
決
す
る
と
、
後
で
そ
の
解
釈
を
変
更
す
る
事

態
に
な
っ
た
り
、
政
治
的
な
紛
争
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
（
も
っ
と
も
こ
れ
ら
は
付
随
的
な
事
柄
で
あ
ろ
う
）。
こ
の
よ
う
な

事
態
を
避
け
る
た
め
に
、
判
決
の
効
果
の
面
で
は
合
憲
・
合
法
判
決
と
同
じ
こ
と
に
な
る
統
治
行
為
論
を
と
り
、
裁
判
所
と
し
て
の
意
見
を
集
約
す

る
可
能
性
が
あ
る
。
逆
に
、
基
準
に
関
す
る
解
釈
が
一
致
し
て
、
当
該
行
為
が
合
憲
・
合
法
と
判
断
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
単
に
合
憲
・
合
法
の
判

決
を
だ
せ
ば
よ
い
（
130
）。

結
局
、
統
治
行
為
と
す
る
判
決
の
効
果
に
着
目
し
統
治
行
為
で
あ
る
と
判
決
す
る
と
、
基
準
と
な
る
法
規
範
を
解
釈
し
無
理
に

六
五
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判
断
を
示
す
必
要
が
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
統
治
行
為
と
し
て
処
理
す
る
判
決
を
選
択
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
４
）
実
質
的
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
の
相
互
関
係
の
整
理

と
こ
ろ
で
、「
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
」
が
あ
る
場
合
も
、「
裁
判
所
の
判
決
自
体
が
、
重
大
な
国
政
上
の
混
乱
を
起
こ
す
可

能
性
」
が
あ
る
場
合
も
、
政
治
部
門
の
行
為
が
違
憲
・
違
法
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
し
、
両
者
と
も
違
憲
・
違
法
と
判
決
す

る
と
大
害
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
結
局
両
者
を
後
者
に
還
元
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
次
の
二

つ
の
点
で
両
者
は
異
な
る
。

ひ
と
つ
は
、
統
治
行
為
と
判
断
す
る
原
因
が
、
前
者
は
、
政
治
部
門
の
行
為
自
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
裁
判
所
の
違
憲
・
違
法
の
判
決

か
ら
発
生
す
る
事
態
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
前
者
の
場
合
は
、
裁
判
の
違
憲
・
違
法
と
い
う
判
決
が
必
ず
し
も
大
害
を
引
き
起
こ
す
と
は
限
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
治
部
門
の
行
為
の
目
的
が
、
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
の
維
持
の
場
合
（
例
え
ば
、
そ
の
手
段
と
し
て

安
保
条
約
の
締
結
や
自
衛
隊
の
創
設
を
行
う
場
合
）、
仮
に
違
憲
で
あ
る
と
判
決
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
招
来
す
る
の
か
は

は
っ
き
り
予
見
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
大
害
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
生
じ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
政
治
部
門
が
外
交
上
の
利
益
の
た

め
に
行
動
す
る
と
き
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
例
え
ば
軽
微
な
条
約
の
執
行
停
止
で
も
統
治
行
為
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
違

憲
・
違
法
と
す
る
判
決
か
ら
大
害
が
発
生
す
る
と
は
想
定
し
に
く
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
は
、
違
憲
・
違
法
と
い
う
判
決
が
大
害
を
引

き
起
こ
す
可
能
性
が
相
当
程
度
高
い
場
合
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
統
治
行
為
と
す
る
判
断
の
中
核
部
分
が
何
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
前
者
の
場
合
、
判
断
の
中
核
と
な
る
も
の
は
、
政
治
部
門
の
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合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
の
あ
る
行
為
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
、
自
己
の
判
断
能
力
と
政
治
部
門
の
判
断
能
力
を
比
較
し
た
結
果
、
そ
の

判
断
を
政
治
部
門
に
委
ね
た
方
が
よ
い
と
考
え
て
、
統
治
行
為
論
を
採
用
す
る
場
合
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
と
き
、
事
例
に
よ
っ
て

は
大
害
の
発
生
の
可
能
性
を
併
せ
て
考
慮
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
一
方
、
後
者
は
、
判
断
能
力
の
比
較
と
い
う
よ
り
、
裁
判
所
が
、
自
己
の
判
決

が
も
た
ら
す
結
果
を
も
っ
ぱ
ら
考
慮
し
た
結
果
、
統
治
行
為
論
を
採
用
す
る
場
合
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
察
す
る
と
、「
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
」
と
い
う
根
拠
と
、「
裁
判
所
の
判
決
自
体
が
、
重
大
な
国
政
上
の
混

乱
を
起
こ
す
可
能
性
」
と
い
う
根
拠
は
関
係
す
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
た
、
以
上
の
前
二
つ
の
実
質
的
根
拠
と
三
番
目
の
実
質
的
根
拠
の
関
係
を
別
の
角
度
か
ら
整
理
す
る
と
、
統
治
行
為
論
に
基
く
判
決
が
出
さ
れ

る
べ
き
と
き
と
し
て
、
当
該
行
為
が
、
違
憲
・
違
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
か
、
あ
る
い
は
、
判
断
の
基
準
と
な
る
法
規
範
が
不
明
確
で
適
法

と
も
違
法
と
も
判
断
が
つ
き
か
ね
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
後
の
場
合
は
、「
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
」

あ
る
い
は
「
裁
判
所
の
判
決
自
体
が
、
重
大
な
国
政
上
の
混
乱
を
起
こ
す
可
能
性
」
に
か
か
わ
る
行
為
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
の
下
で

の
み
統
治
行
為
論
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

二
　
形
式
的
根
拠

そ
れ
で
は
、
形
式
的
根
拠
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
こ
こ
で
の
形
式
的
根
拠
の
有
無
と
は
、
憲
法
典
・
制
定
法
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
に
統
治
行
為
に

対
す
る
判
断
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
わ
が
国
の
裁
判
所
に
は
、
実
定
法
上
、
統
治
行
為
に
対
す
る
判
断
権
が
付
与
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

六
七
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こ
の
点
、
憲
法
第
七
六
条
は
、「
す
べ
て
司
法
権
は
、
最
高
裁
判
所
及
び
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
す
る
下
級
裁
判
所
に
属
す
る
」
と

し
、
こ
れ
を
受
け
て
、
裁
判
所
法
第
三
条
は
、「
一
切
の
法
律
上
の
争
訟
を
裁
判
」
す
る
と
規
定
し
、
一
般
的
な
管
轄
権
を
裁
判
所
に
与
え
て
い
て
、

特
に
統
治
行
為
を
裁
判
か
ら
免
れ
さ
せ
る
よ
う
な
規
定
は
な
い
。
ま
た
、
憲
法
八
一
条
は
、「
最
高
裁
判
所
は
、
一
切
の
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は

処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
終
審
裁
判
所
で
あ
る
」
と
定
め
、
統
治
行
為
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
と
き

に
つ
い
て
も
裁
判
所
の
権
限
の
制
約
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、「
特
別
裁
判
所
の
禁
止
」
と
「
行
政
機
関
に
よ
る
終
審
裁
判
の
禁
止
」
を

除
く
と
、
裁
判
所
の
管
轄
を
制
限
す
る
試
み
を
阻
止
す
る
よ
う
な
条
項
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

先
に
み
た
よ
う
に
（
第
三
節
二
参
照
）、
わ
が
国
の
場
合
、
憲
法
典
に
規
定
の
あ
る
、
国
会
議
員
の
資
格
争
訟
と
裁
判
官
の
弾
劾
裁
判
を
除
く
と
、

司
法
権
の
行
使
す
る
裁
判
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
憲
法
典
上
明
確
な
規
定
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
実
際
は
、
議
会
の
立

法
・
議
事
手
続
、
内
閣
の
閣
議
の
手
続
や
、
国
際
法
に
よ
る
裁
判
対
象
の
制
限
、
天
皇
に
対
す
る
裁
判
の
制
限
、
な
ど
が
、
憲
法
典
・
制
定
法
の
特

別
の
規
定
も
な
い
の
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
結
局
、
憲
法
解
釈
を
す
る
と
き
に
、
合
目
的
的
立
場
か
ら
、
憲
法
典
の
一
般
的
な
規
定
を
柔
軟
に
解
釈

し
、
十
分
説
得
的
と
お
も
わ
れ
る
実
質
的
根
拠
が
提
示
さ
れ
れ
ば
、
先
の
よ
う
な
裁
判
の
対
象
と
な
ら
な
い
類
型
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
態
度
は
統
治
行
為
の
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
統
治
行
為
に
つ
い
て
の
実
質
的
根
拠
は
先
に
論
じ
た

と
お
り
で
あ
り
、
こ
れ
が
説
得
的
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
憲
法
解
釈
と
し
て
統
治
行
為
が
裁
判
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

な
お
こ
こ
で
、
民
主
主
義
原
理
は
、
判
断
の
権
限
に
か
か
わ
る
形
式
的
根
拠
に
も
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
す
で

に
述
べ
た
と
お
り
、
民
主
主
義
的
手
続
で
直
接
・
間
接
に
選
任
さ
れ
て
い
る
政
治
部
門
の
判
断
と
、
通
常
の
法
令
等
に
比
べ
て
、
よ
り
民
主
的
な
手
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続
で
制
定
さ
れ
て
い
る
憲
法
典
に
従
っ
た
裁
判
所
の
判
断
と
の
ど
ち
ら
が
民
主
的
で
あ
る
か
は
一
概
に
い
え
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
憲
法
の
基
本
原

理
で
あ
る
民
主
主
義
原
理
を
司
法
権
の
限
界
に
関
す
る
憲
法
解
釈
に
持
ち
込
み
、
場
合
に
よ
っ
て
、
政
治
部
門
の
判
断
を
裁
判
所
の
判
断
に
優
越
さ

せ
よ
う
と
す
る
試
み
の
根
拠
は
、
薄
い
も
の
と
な
る
。

第
六
節
　
条
約
締
結
と
裁
判
に
よ
る
審
査

こ
こ
で
は
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
条
約
締
結
か
ら
終
了
に
至
る
手
続
・
行
為
に
つ
い
て
個
別
に
み
て
い
こ
う
。

一

条
約
の
内
容
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
議
会
に
か
か
る
条
約
に
対
し
て
の
、
憲
法
院
に
よ
る
事
前
審
査
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

六
九

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
128
）
わ
か
り
や
す
い
例
を
あ
げ
る
な
ら
、
わ
が
国
で
は
、
一
九
七
五
年
八
月
四
日
に
発
生
し
た
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
事
件
や
一
九
七
七
年
九
月
二
八
日
に
起
こ
っ
た
ダ
ッ
カ

日
航
機
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
で
、
犯
人
の
要
求
に
従
い
、「
超
法
規
的
措
置
」
な
い
し
「
超
実
定
的
措
置
」
に
よ
り
、
人
質
解
放
の
条
件
で
あ
っ
た
服
役
ま
た
は
勾
留
中

の
者
を
釈
放
し
た
事
例
が
あ
る
。

（
129
）
参
照
、
小
嶋
和
司
「
解
散
権
論
議
に
つ
い
て
―
―
既
成
憲
法
学
の
盲
点
を
つ
く
―
―
」（『
小
嶋
和
司
憲
法
論
集
二
　
憲
法
と
政
治
機
構
』、
木
鐸
社
、
一
九
八
八
年
、
所

収
）
七
一
頁
以
下
。

（
130
）
例
え
ば
、
議
員
定
数
不
均
衡
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い
て
も
、
定
数
の
配
分
が
合
憲
だ
と
裁
判
所
が
考
え
て
い
た
と
き
に
は
、
審
査
の
上
、
合
憲
判
断
を
下
し
て
い
た

（
例
え
ば
、
衆
議
院
の
議
員
定
数
の
配
分
を
違
憲
と
し
た
、
最
高
裁
大
法
廷
一
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年
四
月
一
四
日
判
決
（
衆
議
院
議
員
定
数
不
均
衡
事
件
）
の
第
一

審
の
東
京
高
等
裁
判
所
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
四
月
三
〇
日
判
決
・
前
出
註
（
124
））。
そ
し
て
、
配
分
が
違
憲
だ
と
考
え
た
と
き
に
、
事
情
判
決
の
法
理
を
援
用
し

た
（
後
出
第
七
節
一
参
照
）。
な
お
、
も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
定
数
配
分
が
合
憲
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

七
〇

行
政
裁
判
で
は
、
条
約
の
取
消
を
求
め
る
越
権
訴
訟
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
国
家
賠
償
の
形
で
の
訴
訟
だ
け
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
わ
が
国
で
は
、
基
本
的
に
は
裁
判
所
に
よ
る
条
約
内
容
の
事
後
的
な
審
査
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
主
権
国
と
し
て
の
わ
が
国
の
存

立
の
基
礎
に
極
め
て
重
大
な
関
係
を
も
つ
高
度
の
政
治
性
を
有
す
る
条
約
」
の
内
容
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
変
形
統
治
行
為
論
を
採
用
し
て
い
る
。

こ
の
「
主
権
国
と
し
て
の
わ
が
国
の
存
立
の
基
礎
に
極
め
て
重
大
な
関
係
を
も
つ
高
度
の
政
治
性
を
有
す
る
条
約
」
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
ど
の

よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
と

き
こ
そ
、
政
治
部
門
は
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
た
判
断
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
砂
川
事
件
判
決
（
第
三
章
第
一

節
二
参
照
）
（
131
）

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
で
あ
る
」
よ
う
な
決
定
を
す
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
通
常
の
訴
訟
で
あ

れ
ば
、「
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
」
で
あ
れ
ば
、
違
憲
判
決
を
だ
す
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
合
法
性
の
枠

組
み
の
中
で
し
か
判
断
で
き
な
い
裁
判
所
が
、
限
ら
れ
た
場
合
（「
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
で
あ
る
」
場
合
）
に
し
て
も
、
判
断
可
能
で
あ
る
と
す

る
の
は
、
も
っ
と
も
判
断
す
べ
き
で
な
い
場
合
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
国
家
機
関
が
正
常
に

機
能
し
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
司
法
審
査
だ
け
が
機
能
す
る
と
考
え
る
の
は
机
上
の
空
論
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

変
形
統
治
行
為
論
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
に
か
か
わ
る
条
約
、
す
な
わ
ち
「
主
権
国
と
し
て

の
わ
が
国
の
存
立
の
基
礎
に
極
め
て
重
大
な
関
係
を
も
つ
高
度
の
政
治
性
を
有
す
る
条
約
」
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
統
治
行
為
論
に
よ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

な
お
、
条
約
の
取
消
・
無
効
を
求
め
る
訴
訟
が
で
き
な
い
場
合
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
、
国
家
賠
償
・
損
失
補
償
を
求
め
る
訴
訟
が
認
め
ら

れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
論
じ
た
い
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
一
巻
　
　
第
一
・
二
合
併
号
（
二
〇
〇
八
年
　
十
一
月
）

も
う
ひ
と
つ
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
取
極
に
つ
い
て
は
、
審
査
で
き
る
と
い
う
積
極
的
な
条
文
も
な
い
が
、
審
査
で
き
な
い
と
い
う
理
由
も
な
い
。

手
続
に
つ
い
て
審
査
で
き
る
と
し
た
こ
と
か
ら
、
今
後
の
展
開
が
注
目
さ
れ
る
。

二

条
約
の
交
渉
。
条
約
の
交
渉
の
と
き
、
わ
が
国
の
代
表
の
交
渉
内
容
が
、
国
民
に
不
利
益
を
与
え
る
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
場
合
に
、
訴
訟

が
可
能
か
ど
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
じ
た
と
お
り
、
条
約
が
締
結
さ
れ
た
以
上
、
条
約
自
体
の
違
憲
性
を
争
う
の
が
筋
で
あ
ろ
う
。

三

条
約
の
締
結
手
続
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
承
認
を
経
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
、
議
会
の
承
認
手
続
を
行
な
っ
た
と
き
、
そ

の
手
続
に
不
適
法
な
部
分
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
現
在
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
わ
が
国
で
も
裁
判
所
が
審

査
で
き
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
憲
法
院
が
審
査
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
国
で
は
、
今
の

と
こ
ろ
裁
判
所
は
審
査
し
て
い
な
い
が
、
審
査
し
な
い
理
由
は
、
統
治
行
為
と
い
う
理
由
で
は
な
く
、
議
院
の
自
律
権
と
い
う
理
由
で
説
明
さ
れ
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
自
律
権
の
範
囲
に
議
論
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

四

条
約
締
結
の
決
定
自
体
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
執
行
権
の
完
全
な
裁
量
的
行
為
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、

は
っ
き
り
と
し
た
見
解
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
と
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
れ
を
統
治
行
為
と
み

る
見
解
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
少
な
く
と
も
わ
が
国
で
は
、
単
な
る
自
由
裁
量
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
決
定
手
続
に

つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
審
査
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

五

条
約
の
公
布
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
条
約
が
公
布
の
要
件
を
満
た
し
て
お
り
国
内
的
に
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
裁
判
所
が
審
査
で
き
る
と

さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
実
例
は
な
い
が
、
法
律
の
場
合
を
類
推
す
る
と
、
裁
判
所
の
審
査
が
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

公
布
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
自
体
は
統
治
行
為
で
あ
る
と
い
う
判
例
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
わ
が
国
で
は
、
後
に
述
べ
る
例

七
一



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

七
二

外
的
な
場
合
を
除
け
ば
、
裁
判
所
が
審
査
で
き
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

六

条
約
の
解
釈
。
こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
わ
が
国
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
破
毀
院
刑
事
部
を
除
く
と
、
現
在
は
裁
判
所
が
条
約
の
解
釈
を
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
。

七

条
約
の
執
行
。
条
約
を
執
行
す
る
国
内
措
置
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
条
約
自
体
か
ら
切
り
離
し
う
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
裁
判
所

に
よ
り
審
査
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
わ
が
国
で
も
司
法
審
査
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
後
出
第
七
節
三
参
照
）。

八

条
約
の
留
保
・
改
正
。
留
保
に
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
統
治
行
為
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
自

由
裁
量
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
、
国
会
承
認
条
約
に
留
保
条
項
が
な
い
場
合
は
、
留
保
に
つ
い
て
も
国
会
承
認
が

必
要
と
解
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
に
よ
る
審
査
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
条
約
改
正
に
つ
い
て
も
、
改
正
の
授
権
規
定
が
な
い
国
会
承
認
条
約
に

つ
い
て
は
、
改
正
に
も
国
会
承
認
が
必
要
と
解
さ
れ
る
の
で
、
裁
判
所
の
審
査
が
及
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

九

条
約
の
終
了
・
運
用
停
止
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
事
情
の
根
本
的
な
変
化
に
よ
る
条
約
の
運
用
停
止
、
条
約
の
終
了
は
、
統
治
行
為
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
旧
憲
法
下
で
、
条
約
の
運
用
停
止
に
つ
き
裁
判
所
が
審
査
し
た
事
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
例
の
射
程
は
明
ら
か

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
条
約
の
運
用
停
止
・
終
了
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
（1）
現
実
の
国
際
社
会
で
は
法
の
支
配
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
状
況
の
も
と
で
行
な
わ
れ
る
、
（2）
場
合
に
よ
っ
て
は
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
要
素
を
含
む
こ
と
か
ら
、
統

治
行
為
で
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

一
〇

共
通
の
問
題
。
以
上
で
、
裁
判
所
に
よ
る
審
査
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
項
で
も
、
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
に

重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
ケ
ー
ス
で
は
、
例
外
的
に
統
治
行
為
と
な
る
可
能
性
が
全
く
な
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
国
家
の
安
全
と
秩
序
に
重
大
な
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影
響
を
及
ぼ
す
秘
密
協
定
な
ど
の
公
布
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
の
場
合
の
ほ
か
、
条
約
の
承
認
手
続
、
条
約
の
解
釈
、
条
約
の
執
行
な
ど
で
も
、

統
治
行
為
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
全
く
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

第
七
節
　
統
治
行
為
論
の
方
向
性

最
後
に
、
統
治
行
為
の
今
後
の
方
向
性
と
付
随
的
論
点
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

一

第
一
に
、
統
治
行
為
の
範
囲
と
裁
判
の
拘
束
力
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
い
。
先
に
み
た
よ
う
に
（
第
三
節
一
参
照
）、
裁
判
の
要
素
と
し
て
、

判
決
の
拘
束
力
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
厳
格
に
解
釈
し
て
、
当
該
事
件
そ
の
も
の
を
法
的
に
解
決
し
そ
の
判
決
が
拘
束
力
の
あ
る
も
の
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
外
国
で
み
ら
れ
る
違
憲
性
確
認
判
決
や
、
わ
が
国
の
「
事
情
判
決
の
法
理
」
に
よ
る
判
決
も
、
本
来
的
な
裁
判
と

は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
柔
軟
に
捉
え
、
問
題
解
決
の
核
心
的
利
益
は
、
当
該
事
件
の
解
決
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
将
来
の
是
正
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る

と
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
判
決
も
一
応
、
裁
判
権
の
行
使
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
最
高
裁
大
法
廷
一
九
七
六
（
昭
和
五

七
三

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
131
）札
幌
高
等
裁
判
所
一
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年
八
月
五
日
判
決
（
長
沼
ナ
イ
キ
基
地
訴
訟
控
訴
審
）
行
集
二
七
巻
八
号
一
一
七
五
頁
も
参
照
。



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

七
四

一
）
年
四
月
一
四
日
判
決
（
衆
議
院
議
員
定
数
不
均
衡
事
件
）
（
132
）

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
憲
法
九
八
条
一
項
は
、『
こ
の
憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ
つ
て
、
そ
の
条
規
に
反
す
る
法
律
、
命
令
、
詔
勅
及
び
国
務
に
関
す
る
そ
の
他

の
行
為
の
全
部
又
は
一
部
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
。』
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
憲
法
の
最
高
法
規
と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
、

こ
れ
に
反
す
る
国
権
行
為
は
す
べ
て
そ
の
効
力
を
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
法
規
の
文
言
に
よ
つ
て

直
ち
に
、
法
律
そ
の
他
の
国
権
行
為
が
憲
法
に
違
反
す
る
場
合
に
生
ず
べ
き
効
力
上
の
諸
問
題
に
一
義
的
解
決
が
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
憲
法
に
違
反
す
る
法
律
は
、
原
則
と
し
て
は
当
初
か
ら
無
効
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
行
為
の
効
力
も
否
定
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
、
通
常
は
憲
法
に
違
反
す
る
結
果
を
防
止
し
、
又
は
こ
れ
を
是
正
す

る
た
め
に
最
も
適
切
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
つ
て
、
右
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
憲
法
違
反
の
結
果
の
防
止
又
は
是
正
に
特

に
資
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
か
え
つ
て
憲
法
上
そ
の
他
の
関
係
に
お
い
て
極
め
て
不
当
な
結
果
を
生
ず
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
右
の
解
釈
を
貫
く
こ

と
が
か
え
つ
て
憲
法
の
所
期
す
る
と
こ
ろ
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
お
の
ず
か
ら
別
個
の
、
総
合
的
な
視
野
に

立
つ
合
理
的
な
解
釈
を
施
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
」。

そ
う
す
る
と
、
統
治
行
為
を
認
め
る
実
質
的
理
由
が
、
違
憲
・
違
法
と
判
決
す
る
と
国
政
に
重
大
な
混
乱
が
起
こ
る
と
い
う
場
合
で
あ
れ
ば
、
事

情
判
決
の
法
理
の
よ
う
な
手
法
を
も
ち
い
る
と
混
乱
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
裁
判
所
も
判
断
主
体
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
（
133
）。

そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
手
法
を
認
め
る
な
ら
ば
、
統
治
行
為
を
認
め
る
実
質
的
根
拠
の
う
ち
、
違
憲
・
違
法
と
判
決
す
る
と
国
政
に
重
大
な
混
乱
が
起
こ

る
可
能
性
と
い
う
も
の
を
考
慮
す
る
必
要
が
乏
し
く
な
る
。

一
方
、
も
う
ひ
と
つ
の
実
質
的
根
拠
で
あ
る
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
の
場
合
は
、
事
情
判
決
の
法
理
の
よ
う
な
手
法
が
使
え
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る
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
、
当
該
行
為
の
効
力
を
維

持
し
て
も
、
そ
の
行
為
の
違
憲
・
違
法
を
宣
言
す
る
こ
と
自
体
が
害
を
も
た
ら
す
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
衛
行
動
を
行
な
っ
て

い
る
と
き
、
仮
に
裁
判
所
が
、
当
該
措
置
を
違
憲
・
違
法
で
あ
る
と
宣
言
し
た
と
す
る
と
、
国
民
や
政
府
内
部
に
混
乱
を
も
た
ら
し
、
国
民
や
関
係

諸
機
関
の
必
要
な
協
力
が
得
ら
れ
な
く
な
る
な
ど
敏
速
な
行
動
が
阻
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
結
局
、
こ
の
よ
う
な
手
法
は
、
状
況
に
応
じ
て
考

慮
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
万
能
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

二

次
に
、
政
治
部
門
の
統
治
行
為
の
取
消
・
無
効
（
お
よ
び
訴
訟
の
前
提
問
題
と
し
て
の
審
査
・
違
法
性
の
抗
弁
）
は
認
め
ら
れ
な
く
て
も
、
国
家
賠

償
あ
る
い
は
損
失
補
償
と
い
う
手
法
で
な
ら
、
裁
判
で
き
る
余
地
は
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
。
政
治
部
門
の
行
為
を
裁
判
で
争
う
方

法
と
し
て
は
、
行
為
の
取
消
・
無
効
を
求
め
る
訴
訟
（
お
よ
び
訴
訟
の
前
提
問
題
と
し
て
の
審
査
・
違
法
性
の
抗
弁
）
の
ほ
か
、
行
為
か
ら
生
じ
た
損
害
に

つ
い
て
国
家
賠
償
あ
る
い
は
損
失
補
償
を
求
め
る
訴
訟
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
例
な
ど
（
第
二
章
第
一
節
二
参
照
）
を
考

え
る
と
、
行
為
の
取
消
・
無
効
を
求
め
る
訴
訟
（
お
よ
び
訴
訟
の
前
提
問
題
と
し
て
の
審
査
・
違
法
性
の
抗
弁
）
に
対
し
て
は
、
裁
判
の
審
査
を
免
れ
る
と

し
て
も
、
国
家
賠
償
・
損
失
補
償
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ
る
審
査
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
134
）。

こ
の
点
に
関
し
、
ジ
ュ
エ
ズ
は
す
で
に
、
公
の
負
担
の
前
の
市
民
の
平
等
の
原
理
に
よ
り
、
行
政
に
無
過
失
責
任
を
帰
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

か
ら
、
統
治
行
為
に
関
し
て
も
、
統
治
行
為
に
よ
る
犠
牲
者
に
対
し
て
賠
償
す
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
う
し
て
も
統
治
行
為
は
取
り
消
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
統
治
行
為
の
合
法
性
は
維
持
で
き
る
と
説
い
て
い
た
（
135
）。

ま
た
、
わ
が
国
で
も
、
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
軍
の
航
空
機
の
騒
音
が
問
題
と
な
っ
た
、
横
浜
地
方
裁
判
所
一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
一
〇
月
二
〇

七
五



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

七
六

日
判
決
（
厚
木
基
地
訴
訟
第
一
審
）
（
136
）

は
、「
仮
に
侵
害
行
為
が
高
度
の
政
治
性
を
有
す
る
条
約
等
に
由
来
す
る
行
為
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
国
民
の
中
の
限
ら
れ
た
一
部
の
住
民
に
の
み
受
忍
す
べ
き
限
度
を
超
え
た
被
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
、
法
の
根
本
原
則
で
あ
る
衡
平
の
観
念
に
照
ら
し
て
、
か
よ
う
な
侵
害
行
為
は
違
法
で
あ
る
と
の
評
価
を
受
け
ざ
る
を
え
ず
、
被
害
を
受
け

て
い
る
一
部
住
民
が
救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
」
と
し
、
損
害
賠
償
請
求
（
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
よ
る
も
の
）
を
適
法
と

し
て
い
る
（
137
）。

た
だ
し
、
国
家
賠
償
の
場
合
、
わ
が
国
の
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
よ
る
と
、
行
為
の
違
法
性
の
ほ
か
、
行
為
者
の
故
意
・
過
失
が
要
求
さ
れ
る

の
で
、
統
治
行
為
と
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
国
家
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
限
定
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
む
し
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

「
公
の
負
担
の
前
の
平
等
」
と
い
う
原
理
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
公
共
の
た
め
に
個
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
捉
え
、
損
失
補
償
の
よ
う
な
方

向
で
個
人
の
救
済
を
図
る
方
向
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
国
家
賠
償
・
損
失
補
償
を
請
求
す
る
訴
訟
は
、
統
治
行
為
を
理
由
と
し
て
裁
判
を
免
れ
る
べ
き
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ジ
ュ
エ
ズ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
で
は
、
行
為
の
取
消
し
や
無
効
を
求
め
る
も
の
と
異
な
り
、
政
治
部

門
の
行
為
自
体
は
維
持
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
タ
イ
プ
だ
と
、
統
治
行
為
と
な
っ
た
問
題
が
終
了
し
た
後
、
な
い
し
社
会
状
況
が
危
機
的
状
態
か
ら

ノ
ー
マ
ル
な
状
態
に
な
っ
た
後
に
、
つ
ま
り
、
事
後
的
に
訴
訟
を
行
え
る
。
こ
う
す
る
と
、
判
決
の
国
政
に
対
す
る
混
乱
や
影
響
等
は
比
較
的
少
な

い
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
で
、
政
治
部
門
の
行
為
に
よ
り
特
別
に
不
利
益
を
被
っ
た
者
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
統
治
行

為
と
し
て
裁
判
を
免
除
す
る
必
要
は
通
常
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
統
治
行
為
の
前
提
的
理
解
を
一
部
修
正
す
べ
き
こ

と
に
な
ろ
う
。
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三

第
三
に
、
統
治
行
為
と
な
る
政
治
部
門
の
行
為
の
下
で
と
ら
れ
る
個
別
的
措
置
に
つ
い
て
も
、
統
治
行
為
と
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
必
ず
し

も
統
治
行
為
と
は
な
ら
ず
、
裁
判
の
審
査
の
対
象
と
な
り
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
。
わ
が
国
で
は
、
個
別
的
措
置
は
裁
判
の
審

査
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
砂
川
事
件
（
138
）、

那
覇
市
軍
用
地
訴
訟
（
139
）

な
ど
で
、
個
別
の
法
令
・
処
分
が
審
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
事
例
で
は
、
個
別
の
法
令
・
処
分
は
、
も
と
と
な
る
統
治
行
為
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
一
体
と
ま
で
は
い
え
な
い
も
の
だ
っ
た
。
ゆ
え

に
、
個
別
的
措
置
が
無
効
・
取
消
し
と
さ
れ
て
も
、
そ
の
原
因
を
除
去
し
て
や
り
直
せ
ば
す
む
か
、
他
の
代
替
的
方
法
が
考
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
個
別
的
措
置
を
審
査
す
る
こ
と
に
格
別
の
障
碍
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
例
え
ば
条
約
に
つ
い
て
は
、

か
ね
て
か
ら
「
切
り
離
し
う
る
行
為
の
法
理
」
に
よ
っ
て
、
個
別
的
措
置
が
審
査
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
（
第
二
章
第
七

節
参
照
）。
結
局
、
わ
が
国
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
個
別
的
措
置
は
基
本
的
に
は
審
査
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

第
四
に
、
国
際
法
・
国
際
組
織
の
発
展
に
よ
り
、
統
治
行
為
の
範
囲
が
狭
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

条
約
の
運
用
停
止
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
条
約
の
運
用
停
止
が
統
治
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
①
現
実
の
国
際
社
会
で
は
法
の
支
配

が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
状
況
の
も
と
で
行
な
わ
れ
る
、
②
場
合
に
よ
っ
て
は
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
る
、
と

い
う
要
素
か
ら
な
る
理
由
に
基
づ
く
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
①
の
、「
現
実
の
国
際
社
会
で
は
法
の
支
配
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
状
況
」
で
あ
る
。
こ
の
状
況
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
は
、
政
治
部
門
の
国
際
法
違
反
の
行
為
が
生
じ
や
す
く
、
ま
た
、
裁
判
所
も
、

国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
に
関
わ
る
行
為
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
行
為
に
つ
い
て
ま
で
、
統
治
行
為
と
し
て
認
め
る
余
地
が

七
七



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

七
八

大
き
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
法
・
国
際
組
織
の
発
展
に
よ
り
法
の
支
配
が
貫
徹
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に

従
い
、
統
治
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
る
行
為
も
縮
減
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五

最
後
に
、
簡
単
に
ま
と
め
を
し
て
お
き
た
い
。

統
治
行
為
の
決
定
的
と
考
え
ら
れ
る
実
質
的
根
拠
と
し
て
、「
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
」
と
い
う
根
拠
、「
裁
判
所
の
判
決
自

体
が
、
重
大
な
国
政
上
の
混
乱
を
起
こ
す
可
能
性
」
と
い
う
根
拠
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
状
況
を
前
提
と
し
て
、「
判
断
の
基
準
と
な

る
明
確
な
法
規
範
が
存
在
し
な
い
こ
と
」
が
統
治
行
為
の
根
拠
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

こ
れ
を
、
別
の
言
い
方
で
い
え
ば
、
第
一
は
、
裁
判
所
の
作
用
か
ら
み
た
「
本
来
的
な
内
在
的
制
約
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
は
、
裁
判
所

の
「
違
憲
・
違
法
判
決
の
予
想
さ
れ
る
結
果
に
由
来
す
る
自
制
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
は
、
裁
判
所
の
「
統
治
行
為
と
す
る
判
決
の
効
果
を

利
用
し
た
自
制
」
に
よ
る
判
断
の
留
保
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
三
つ
は
、
相
互
に
有
機
的
に
関
連
し
て
、
統
治
行
為
の
根
拠
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
統
治
行
為
と
い
う
現
象
は
、
単
一
の
根
拠

だ
け
で
は
す
べ
て
を
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
多
元
・
複
合
的
に
根
拠
を
見
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
結
局
、
統
治
行
為

と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
明
ら
か
に
合
憲
・
合
法
の
場
合
は
統
治
行
為
と
す
る
必
要
が
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
裁
判
所
が
当
該
行
為
を
違

憲
・
違
法
と
考
え
る
か
、
適
法
と
も
違
法
と
も
判
断
が
つ
き
か
ね
る
と
考
え
る
場
合
で
あ
る
。

ま
た
、
統
治
行
為
の
範
囲
は
結
局
、
以
下
の
場
合
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
国
家
及
び
国
民
の
安
全
・
国
家
の
基
本
的
秩
序
に
関
係
す
る
」

と
き
か
、
あ
る
い
は
「
法
の
支
配
が
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
国
際
社
会
が
舞
台
」
で
あ
る
と
き
で
、「
通
常
の
合
法
性
の
枠
組



西
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み
を
超
え
る
可
能
性
」
の
あ
る
場
合
。
こ
の
よ
う
な
場
合
と
し
て
は
、
国
防
、
大
災
害
な
ど
の
国
家
の
安
全
保
障
に
関
係
す
る
場
合
と
外
交
の
場
合

が
想
定
さ
れ
る
。「
裁
判
所
の
判
決
自
体
が
、
重
大
な
国
政
上
の
混
乱
を
起
こ
す
可
能
性
」
が
あ
る
場
合
。
こ
の
よ
う
な
場
合
と
し
て
は
、
議
会
の

解
散
等
の
国
家
機
関
の
相
互
作
用
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
統
治
行
為
を
相
当
限
定
さ
れ
た
場
合
に
限
っ
て
認
め
る
立
場
で
も
、
特
に
通
常
の
合
法
性
の
枠
組
み
を
超
え
る
可
能
性
を
根

拠
に
統
治
行
為
を
認
め
る
と
き
に
は
、
結
果
的
に
、
政
治
部
門
に
よ
る
人
権
侵
害
な
ど
の
権
力
の
濫
用
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
て
も
最
大
限
に
国
民
の
福
利
を
考
慮
し
て
行
動
す
る
政
治
部
門
の
人
間
を
選
任
す
る
責
任
は
、
民
主
的
な
国
家

に
あ
っ
て
は
、
国
民
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
は
、
具
体
的
事
例
の
検
討
は
、
基
本
的
に
条
約
関
係
に
限
ら
れ
、
ま
た
研
究
対
象
と
す
る
国
も
わ
が
国
と
フ
ラ
ン
ス
に
限
定
し
た
た
め
に
、

統
治
行
為
論
を
全
体
的
に
論
ず
る
に
は
や
や
事
例
検
討
が
不
足
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
理
論
面
を
含
め
て
、
一
応
の
最
小
限
の
考
察
は
果
た

せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

【
付
記
】

二
〇
〇
八
年
七
月
二
三
日
に
フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
か
な
り
大
き
く
改
正
さ
れ
た
。
特
に
、
法
律
の
規
定
が
憲
法
典
の
保
障
す
る
諸
権
利
な
い
し
自
由
を
侵
害
し
て
い

る
と
主
張
さ
れ
た
場
合
に
、
憲
法
院
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
あ
る
い
は
破
毀
院
か
ら
の
移
送
に
よ
り
、
当
該
問
題
を
付
託
さ
れ
う
る
と
す
る
条
項
（
憲
法
第
六
一
条
の
一
）

が
追
加
さ
れ
た
こ
と
は
本
稿
の
主
題
・
内
容
に
か
か
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
こ
の
条
項
追
加
を
含
む
憲
法
改
正
の
前
の
状
態
を
前
提
に
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

七
九



裁
判
に
よ
る
条
約
の
審
査
に
つ
い
て
（
三
）
・
完
　
―
統
治
行
為
論
の
射
程
―

八
〇

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
132
）
民
集
三
〇
巻
三
号
二
二
三
頁
。

（
133
）
参
照
、
外
間
寛
「『
統
治
行
為
』
に
つ
い
て
」
公
法
研
究
四
一
号
（
一
九
七
九
年
）
一
九
七
頁
。

（
134
）
な
お
、
参
照
、
雄
川
・
前
出
註
（
125
）
一
二
五
―
一
二
六
頁
。

（
135
）D

u
ez,

s
u

p
r
a

n
ote
1,p

p
.176-178.

（
136
）
民
集
四
七
巻
二
号
六
四
三
頁
（
七
八
五
頁
以
下
）。

（
137
）
た
だ
し
、
こ
の
判
決
で
は
、
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
軍
の
航
空
機
の
運
行
を
統
治
行
為
に
属
す
る
も
の
と
み
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
航
空
機
の
運
行
は
、

統
治
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
基
い
た
個
別
的
措
置
（
後
出
三
参
照
）
と
と
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
東
京
高
等
裁
判
所
一
九
八
六
（
昭
和
六
一
）

年
四
月
九
日
判
決
（
厚
木
基
地
訴
訟
控
訴
審
）
民
集
四
七
巻
二
号
六
四
三
頁
（
一
二
三
一
頁
以
下
）、
最
高
裁
判
所
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
二
月
二
五
日
判
決
（
厚
木

基
地
訴
訟
上
告
審
）
民
集
四
七
巻
二
号
六
四
三
頁
で
、
飛
行
場
の
設
置
・
管
理
（
航
空
機
の
運
行
）
を
統
治
行
為
そ
の
も
の
と
み
て
い
る
の
か
個
別
的
措
置
と
み
て
い
る

の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
損
害
賠
償
請
求
自
体
は
い
ず
れ
も
適
法
と
し
て
い
る
。

（
138
）
東
京
地
方
裁
判
所
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
三
月
二
七
日
判
決
（
砂
川
事
件
差
戻
第
一
審
）
判
例
時
報
二
五
五
号
七
頁
。

（
139
）
那
覇
地
方
裁
判
所
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
五
月
二
九
日
判
決
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
二
七
号
一
一
八
頁
。


