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平
和
的
生
存
権
の
歴
史
的
意
義
と
法
的
構
造

ま

え

が

き

I
序
に
か
え
て
|
|
平
和
憲
法
と
市
民
平
和
訴
訟

H
H

日
本
国
慾
法
第
九
条
お
よ
び
平
和
的
生
存
権
の
歴
史
的
意
義

一
日
本
国
憲
法
第
九
条
の
歴
史
的
・
国
際
的
意
義

付
古
典
的
正
戦
論
か
ら
無
差
別
戦
争
観
へ

同
戦
争
違
法
化
の
潮
流

伺
現
代
各
国
憲
法
の
平
和
条
項

同
日
本
関
憲
法
第
九
条
の
資
通
性
と
先
進
性

二
平
和
的
生
存
権
保
障
の
国
際
的
動
向
に
お
け
る
意
義

付
平
和
的
生
存
権
の
国
際
法
上
の
展
開
問

伺
日
本
国
慾
法
の
「
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
」
保
障
の
意
義

郎
一
平
和
的
生
存
権
の
裁
判
規
範
伎
の
弁
証

一
憲
法
前
文
の
法
的
性
格

同
・
完

林

(
以
上
、
本
誌
一
八
巻
四
号
)

武
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付
前
文
の
法
規
範
性

∞
前
文
の
裁
判
規
範
性
を
め
ぐ
っ
て

同
関
係
裁
判
例
の
読
み
方
と
前
文
が
裁
判
規
範
性
を
も
ち
う
る
こ
と
の
確
認

〔
補
説
〕
前
文
の
裁
判
規
範
性
否
定
説
に
つ
い
て

|
|
大
西
芳
雄
教
授
の
所
説
を
中
心
に
|
|
(
以
上
、
本
一
一
誌
一
九
巻
一
号
)

ニ
「
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
い
規
定
の
法
的
性
格

付
一
平
和
的
生
存
が
「
権
利
」
と
さ
れ
た
こ
と
の
意
味

向
「
裁
判
規
範
」
の
解
し
方

同
一
台
定
説
・
裁
判
例
の
批
判
と
平
和
的
生
存
権
が
裁
判
規
範
た
る
権
利
で
あ
る
こ
と
の
確
認

三
平
和
的
生
存
権
の
慾
法
上
の
根
拠

付
慾
法
上
の
根
拠
を
め
ぐ
る
諸
説

口
前
文
、
第
九
条
、
第
一
一
一
章
の
複
合
的
な
読
み
方
(
以
上
、
本
誌
一
九
巻
二
号
)

四
平
和
的
生
存
権
の
構
成
内
容

ハ
門
権
利
構
造

ω
享

有

主

体

同

成

立

要

件

同

法

律

効

果

結
び
に
か
え
て

l
i平
和
的
生
存
権
を
根
拠
と
す
る
慾
法
裁
判
の
~
稔
義

IV 

(
以
上
、
本
号
)
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平
和
的
生
存
権
の
裁
判
規
範
性
の
弁
託

(
承
前
〕

四

平
和
的
生
存
権
の
構
成
内
容

一
平
和
的
生
存
権
は
い
か
な
る
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
、
な
い
し
、

い
か
な
る
擦
利
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
。
被
告
国
側
が
、
先

平和的生存権の歴史的意義と法的構造岡・完

に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「
権
利
内
容
、
根
拠
規
定
、
主
体
、
成
立
要
件
、
法
律
効
果
等
」
と
列
挙
し
て
い
る
(
九
三
年
一
月
二
七
日
付
第
五
準
備
蓄

預
)
こ
と
も
念
頭
に
震
き
つ
つ
、
こ
こ
で
は
、
平
和
的
生
存
権
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
、
そ
の
構
造
・
主
体
・
成
立
要
件
・
法
律
効
果

と
い
う
四
項
目
に
分
け
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

ト)

権

利

構

造

平
和
的
生
存
権
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
人
類
の
平
和
を
希
求
す
る
努
力
の
な
か
で
誕
生
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
権
に
下
支
え

さ
れ
つ
つ
、
実
定
法
上
の
権
利
化
さ
れ
た
部
分
と
、
な
お
現
在
生
成
の
途
上
に
あ
る
部
分
と
を
含
み
、
法
と
政
治
の
双
方
の
領
域
に
ま
た
が
る
総

合
的
な
権
利
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
、
法
的
規
範
と
し
て
の
性
格
が
な
お
希
薄
な
部
分
か
ら
、
裁
判
規
範
性
を
明
確
に
獲
得
し
て
い
る
部

分
ま
で
の
多
様
な
麗
か
ら
成
る
、
複
合
的
な
権
利
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
平
和
的
生
存
権
の
規
範
性
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
こ
の
権
利
の
働
く
各
場
面
ご
と
に
、
偲
別
的
・
分
析
的
に
考
察
す
る
こ
と
が

(一)
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必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
の
諸
業
績
に
み
ら
れ
る
立
論
も
、
そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

(m出
)

た
と
え
ば
、
山
内
敏
弘
教
授
の
論
旨
は
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
平
和
の
う
ち
に
文
字
ど
お
り
生
存
す
る
権
利
そ
れ
自
体
を

意
味
す
る
狭
義
の
平
和
的
生
存
権
」
は
、
「
戦
争
や
軍
隊
に
よ
っ
て
自
己
の
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
権
利
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
命
の
危

険
に
さ
ら
さ
れ
な
い
権
利
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
、
と
り
わ
け
理
由
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
(
し
た
が
っ
て
、
良
心
に
も
と
づ
く
と
否
と
を
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問
わ
ず
)
徴
兵
を
拒
否
し
う
る
権
利
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
」
の
に
対
し
て
、
「
戦
争
の
脅
威
と
箪
隊
の
強
制
か
ら
免
れ
て
平
和
の
う
ち
に
生

活
し
、
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
意
味
す
る
広
義
の
平
和
的
生
存
権
」
は
、
「
戦
争
や
軍
隊
あ
る
い
は
総
じ
て
軍
事
目
的
の
た
め
に
個
人

の
財
産
を
強
制
的
に
収
用
さ
れ
な
い
権
利
、
あ
る
い
は
軍
事
目
的
の
た
め
に
表
現
の
自
由
を
侵
害
さ
れ
な
い
権
利
等
々
が
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
こ

と
に
な
る
勺
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
二
分
す
る
こ
と
で
、
右
の
狭
義
の
も
の
が
平
和
的
生
存
権
の
「
核
心
的
部
分
」
と
し
て
抽
出
さ
れ
明
確
に

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
そ
「
中
核
」
と
し
た
上
で
、
そ
の
「
外
延
」
に
広
義
の
平
和
的
生
存
権
が
存
在
し
て
い
る
と
捉
え
る
の
で
あ
り
、
「
こ

の
よ
う
に
構
成
す
れ
ば
、
平
和
的
生
存
権
の
権
利
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
権
利
の
名
称
に
み
あ
っ
た
理
解
が
よ
り
容
易
に
な
る
と
思
わ
れ

(
お
}

す
る
の
で
あ
る
。

と

ま
た
、
滞
閏
賢
治
教
授
は
、
証
人
と
し
て
、
「
平
和
的
生
存
権
と
い
う
権
利
の
具
体
的
な
内
容
」
い
か
ん
、
と
い
う
尋
問
に
応
じ
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
権
利
は
、
消
極
的
権
利
と
し
て
主
張
さ
れ
る
場
合
と
積
極
的
権
利
と
し
て
主
張
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
り
、
ま

ず
、
前
者
は
、
市
民
的
不
服
従
の
自
由
と
抵
抗
権
と
か
ら
成
る
。
そ
の
う
ち
、
市
民
的
不
服
従
の
自
由
に
は
、
良
心
的
兵
役
拒
否
権
、
家
事
徴
用

拒
否
権
、
箪
費
負
担
拒
否
権
な
ど
が
含
ま
れ
、
他
方
、
抵
抗
権
か
ら
は
、
た
と
え
ば
軍
事
秘
密
に
つ
い
て
の
内
部
告
発
行
為
の
違
法
性
阻
却
な
ど

が
導
か
れ
、
ま
た
、
後
者
は
、
公
権
力
の
戦
争
加
拐
を
批
判
す
べ
く
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
精
神
的
損
害
に
対
し
て
慰
謝
料
を
請
求
す
る
権
利
を

意
味
す
る
。
も
っ
と
も
、
戦
争
加
担
に
対
す
る
抗
議
は
、
右
前
者
の
消
極
的
権
利
の
側
か
ら
構
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
後
者
の
穣
極
的
権
利

の
面
で
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
、
紛
争
の
具
体
的
な
形
態
に
即
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
の
陳
述
で
あ
る
。

(
部
)

さ
ら
に
、
浦
町
一
郎
教
授
は
、
「
法
規
範
性
」
と
「
裁
判
規
範
性
」
の
区
別
を
ふ
ま
え
、
こ
の
両
者
と
対
応
す
る
も
の
と
し
て
「
憲
法
上
の
権

利
」
と
「
裁
判
上
の
権
利
」
と
い
う
概
念
を
用
い
つ
つ
、
こ
の
「
裁
判
上
の
権
利
」
の
レ
ベ
ル
で
の
平
和
的
生
存
権
は
、
「
九
条
違
反
の
国
家
行

為
に
よ
る
一
一
一
章
の
人
権
の
直
接
的
侵
害
に
対
抗
す
る
権
利
」
と
「
九
条
の
遵
守
を
求
め
る
権
利
」
か
ら
成
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
前
者
は
、

「
内
容
が
明
確
化
す
れ
ば
、
そ
の
裁
判
的
救
済
は
当
然
に
肯
定
す
べ
き
こ
と
」
で
あ
る
が
、
問
題
は
後
者
で
あ
っ
て
、
「
通
常
の
訴
訟
を
前
提
と
す

る
場
合
に
は
、
原
告
適
格
を
限
定
す
る
考
え
か
た
を
す
る
ほ
う
が
無
理
が
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
三
つ
の
見
解
を
i
ー
も
と
よ
り
網
羅
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
i
|
と
り
あ
げ
た
が
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
同
意
で
き
る
も
の



で
あ
っ
て
、
平
和
的
生
存
権
の
裁
判
規
範
と
し
て
の
具
体
的
な
権
利
内
容
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
極
め
て
有
益
で
あ
る
。

同
さ
ら
に
進
ん
で
、
平
和
的
生
存
権
の
具
体
的
内
容
を
裁
判
的
救
済
の
能
否
お
よ
び
態
様
と
結
び
つ
け
て
よ
り
詳
細
に
考
察
し
よ
う
と
す
る

(
白
山
)

本
稿
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
考
察
姿
勢
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
深
瀬
忠
一
教
授
の
先
行
業
績
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
れ
に
私
な
り
の
修
正
を
加
え

て
み
た
い
と
思
う
。

す
な
わ
ち
、
深
瀬
説
は
、
「
平
和
的
生
存
権
」
の
「
規
範
牲
の
諸
形
態
」
と
し
て
、
次
の
見
取
り
図
を
税
引
い
。
|
|
「
平
和
的
生
存
権
」
は
、

政
治
的
規
範
(
外
延
部
分
)
と
法
的
規
範
(
中
核
部
分
)
と
か
ら
成
り
、
前
者
は
、
日
本
国
民
お
よ
び
全
世
界
の
国
民
に
対
し
て
、
政
治
・
外
交
・

経
済
・
文
化
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
政
治
的
・
立
法
的
指
針
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
①
自
然
権
的
法
規
範
性
を
発
揮
す
る
場
合
、

②
単
独
の
具
体
的
法
的
権
利
に
ま
で
凝
縮
さ
れ
て
い
る
場
合
、
③
偲
別
的
基
本
的
人
権
保
障
条
項
と
複
合
す
る
場
合
、
お
よ
び
、
③

定
の

平和的生存権の歴史的意義と法的構造岡・完

個
別
的
基
本
的
人
権
な
い
し
立
法
の
解
釈
の
指
針
と
な
り
、
ま
た
憲
法
的
保
障
の
実
質
的
具
体
化
と
し
て
の
法
規
範
性
を
発
揮
す
る
場
合
、
と
い

う
四
つ
の
「
効
果
発
生
形
態
」
を
も
っ
。
そ
の
う
ち
、
①
か
ら
は
、
平
和
的
生
存
権
の
大
量
破
壊
(
集
団
的
殺
虫
宍
核
攻
撃
等
)
に
つ
い
て
裁
判

的
・
合
法
的
救
済
が
な
さ
れ
な
い
と
き
、
個
人
的
・
集
団
的
抵
抗
権
が
発
生
し
、
②
は
、
裁
判
所
に
出
訴
し
て
救
済
を
も
と
め
る
根
拠
と
な
り

え
、
③
の
倒
別
条
項
と
の
結
合
か
ら
、
た
と
え
ば
徴
兵
制
や
軍
機
保
護
霊
罰
が
違
憲
と
な
る
、
等
の
効
果
が
発
生
し
、
ま
た
④
の
場
合
の
呉
体
化

立
法
の
侵
害
は
平
和
的
生
存
権
の
侵
害
を
構
成
す
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
私
は
、
深
瀬
説
が
平
和
的
生
存
権
の
構
造
を
「
中
核
」
と
「
外
延
」
に
分
け
て
説
明
し
た
、
そ
の
「
外
延
」
と
い
う
こ
と
ば
を
!
j
そ

れ
は
「
内
包
」
に
対
応
す
る
用
語
と
思
わ
れ
る
が
ゆ
え
に
避
け
て

i
l
「
周
辺
」
に
霞
き
換
え
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
と
思
う
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
「
周
辺
」
部
分
が
、
政
治
的
・
立
法
的
指
針
を
示
す
政
治
的
規
範
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
平
和
的
生
存
権
が
こ
の
意
味
で
の
規
範
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と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
の
余
地
が
な
い
。
問
題
は
、
法
的
規
範
と
さ
れ
る
「
中
核
」
部
分
で
あ
り
、
深
瀬
説
で
は
、
こ

れ
が
、
す
で
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
①
自
然
権
的
法
規
範
性
を
発
揮
す
る
も
の
、
②
単
独
の
具
体
的
法
的
権
利
と
し
て
機
能
す
る
も
の
、
③

偲
別
の
人
権
と
結
合
し
て
権
利
性
を
発
揮
す
る
も
の
、
④
個
別
の
人
権
お
よ
び
下
位
法
の
解
釈
と
具
体
化
法
の
立
法
と
の
基
準
と
し
て
機
能
す

る
も
の
、
と
い
う
四
種
類
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
、
「
周
辺
」
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
願
に
位
置
づ
け
る
形
で
、
私
な
り



に
四
つ
の
層
に
整
理
し
な
お
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
お
き
た
い
。
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ま
ず
、
「
周
辺
」
に
最
も
近
い
第
一
層
に
置
か
れ
る
の
は
、
憲
法
本
文
の
各
条
文
お
よ
び
下
位
の
関
係
法
令
の
解
釈
基
準
と
な
り
、
ま
た
具
体

化
法
令
を
立
法
す
る
際
の
基
準
と
な
る
部
分
(
深
瀬
説
の
④
)
で
あ
る
。
こ
の
部
分
が
右
の
よ
う
な
意
味
・
態
様
に
お
い
て
裁
判
規
範
と
し
て
扱

わ
れ
う
る
こ
と
に
は
、
問
題
が
な
い
。

次
に
第
ニ
層
は
、
集
団
的
な
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
や
核
兵
器
使
用
を
裁
く
法
規
と
な
る
部
分
(
深
瀬
説
の
①
)
で
あ
る
。
人
類
と
平
和
に
対
す
る
犯

罪
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
関
係
国
家
の
裁
判
所
お
よ
び
国
際
法
廷
の
双
方
に
お
い
て
断
罪
さ
れ
る
べ
き
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
平
和
的
生
存
権

の
存
立
そ
れ
自
体
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
層
の
裁
判
規
範
性
は
、
明
白
で
あ
る
。

第
一
二
層
は
、
他
の
個
別
の
人
権
と
結
合
し
う
る
場
合
(
深
瀬
説
の
③
)
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
平
和
的
生
存
権
が
一
八
条
の
「
奴
隷
的
拘

東
・
苦
役
か
ら
の
'
自
由
」
と
結
び
つ
い
て
「
徴
兵
さ
れ
な
い
自
由
」
が
導
き
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
一
九
条
の
「
思
想
・
良
心
の
自
由
」
と
結
合
し

て
い
わ
ゆ
る
「
良
心
的
兵
役
拒
否
」
の
権
利
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
結
合
の
相
手
の
一
八
条
な
り
一
九
条
は
、
す
で
に
具
体
的
な

裁
判
規
範
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
と
一
体
と
な
っ
て
裁
判
規
範
性
を
発
揮
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
層
も
問
題

は
な
い
。

最
後
の
第
四
回
胞
は
、
一
平
和
的
生
存
権
が
他
の
人
権
と
結
び
つ
き
え
な
い
領
域
に
お
い
て
、
独
・
自
で
主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
(
深
瀬
説
の
②
)
、

い
わ
ば
核
心
中
の
核
心
に
あ
た
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
人
権
で
は
カ
ヴ
ァ
ー
で
き
な
い
事
柄
に
つ
い
て
、
平
和
的
生
存
権
を
独
自
の
人
権
と
し

て
取
り
扱
い
、
単
独
に
そ
の
意
義
を
主
張
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
は
た
し
て
裁
判
規
範
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
う
る
か
否
か
、
こ
れ
こ

そ
が
平
和
的
生
存
権
の
裁
判
規
範
性
を
め
ぐ
る
最
大
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
本
件
「
市
民
平
和
訴
訟
」
に
し
て
も
、
ま
さ

に
こ
の
領
域
で
、
そ
の
成
否
を
争
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

(
m
m
t
b
}
 

こ
の
点
に
か
ん
し
て
、
深
瀬
説
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
戦
争
あ
る
い
は
武
力
衝
突
の
危
険
あ
る
い
は
軍
事
演
習
等
に
よ
り
、
生
命
・
身
体
・
健
康
・
財
産
・
環
境
・
精
神
的
圧
迫
が
具
体
的
に
集
中

し
、
重
大
な
吋
恐
怖
と
欠
乏
』
状
況
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
差
し
止
め
請
求
、
妨
害
排
除
請
求
、
行
政
処
分
執
行
停
止
、
取
消
訴



訟
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
等
に
よ
り
、
円
一
平
和
的
生
存
権
』
を
独
立
し
た
一
つ
の
総
合
的
権
利
と
し
て
、
裁
判
所
に
出
訴
し
て
救
済
を
も
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
解
し
う
る
。
た
だ
し
、
国
民
一
般
の
抽
象
的
な
「
平
和
的
生
存
権
』
の
侵
害
を
理
由
に
出
訴
す
る
こ
と
は
、
わ
が
盟
の
現

平和的生存権の歴史的意義と法的構造剛・完

行
訴
訟
法
体
系
か
ら
い
っ
て
(
個
別
的
具
体
的
立
法
が
な
い
か
ぎ
り
)
無
理
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
『
平
和
的
生
存
権
』
侵
害
の
危
険
性
が
重
大

か
つ
根
本
的
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
ま
た
、
具
体
的
条
件
や
範
閉
が
一
定
の
特
定
性
を
も
っ
場
合
、
窓
法
訴
訟
と
し
て
の
法
的
権
利
性
(
住
民

の
「
平
和
的
生
存
権
』
を
『
訴
の
利
益
』
と
し
て
認
め
る
)
を
排
除
す
る
理
由
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
(
長
沼
一
審
判
決
参
照
)

0

」
と
。

こ
れ
は
、
平
和
的
生
存
権
の
裁
判
規
範
性
、
つ
ま
り
裁
判
の
場
で
の
平
和
的
生
存
権
の
主
張
に
つ
い
て
、
そ
の
「
権
利
」
の
特
定
性
に
配
慮
し

た
論
述
で
あ
る
と
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
平
和
的
生
存
権
が
、
裁
判
所
を
と
お
し
て
実
現
さ
れ
る
実
体
的
権
利
と
し
て
成
立
し

う
る
か
と
い
う
テ
l
マ
と
、
現
行
訴
訟
制
度
を
前
提
に
し
た
場
合
に
訴
え
の
利
益
を
肯
定
す
る
根
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
う
る
か
と
い
う
テ

1
マ
と

が
区
別
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
し
て
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
極
め
て
厳
格
な
要
件
の
も
と
に
、
そ
の
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
圧
迫
が
「
具
体
的
に
」
集
中
し
「
護
大
な
」
恐
怖
と
欠
乏
状
況
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
場
合
、
と
い
う
厳
し
い

限
定
を
付
し
た
上
で
、
か
っ
、
国
家
に
一
定
の
政
策
遂
行
を
義
務
づ
け
る
訴
訟
類
裂
を
自
覚
的
に
避
け
、
「
差
し
止
め
請
求
、
妨
害
排
除
請
求
、

行
政
処
分
執
行
停
止
、
取
消
訴
訟
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
」
に
よ
る
救
済
が
な
さ
れ
う
る
、
と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
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ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
平
和
的
生
存
権
の

訟
法
体
系
か
ら
導
か
れ
る
見
解
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
侵
害
の
危
険
性
が
重
大
か
つ
根
本
的
で
あ
る
場
合

(
A
て
ま
た
、
具
体
的
条
件
や
範
囲
が
一

定
の
特
定
性
を
も
っ
場
合

(
B
)
に
は
、
具
体
的
立
法
が
な
く
て
も
平
和
的
生
存
権
を
訴
え
の
利
益
の
根
拠
と
し
う
る
、
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
右
の

A
-
B
は
、
長
沼
訴
訟
を
念
頭
に
賢
い
た
要
件
設
定
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
長
沼
訴
訟
で
は
、
両
要
件
と
も
充
た
さ
れ
て
い
た
。
そ

れ
に
ひ
き
か
え
、
本
件
の
、
ま
た
全
日
出
各
地
の
「
市
民
平
和
訴
訟
」
の
場
合
は
、

B
が
欠
け
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、

A
の
「
侵
害
の
危
倹
性
が

重
大
か
つ
根
本
的
」
で
あ
る
、
そ
の
度
合
い
の
強
さ
が

B
の
不
存
在
を
カ
ヴ
ァ

i
し
う
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
、
訴
え
の
利
援
の
成

否
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

般
的
侵
害
を
理
耐
と
し
た
出
訴
は
具
体
的
立
法
が
な
い
限
り
な
し
え
な
い
、
と
い
う
現
行
訴

以
上
の
検
討
は
、
こ
の
よ
う
な
館
別
的
・
具
体
的
文
脈
に
お
い
て
平
和
的
生
存
権
の
法
的
構
造
を
論
じ
る
こ
と
が
、
こ
の
権
利
の
裁
判
規
範
性
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を
弁
証
す
る
た
め
に
必
要
か
っ
有
益
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
見
地
に
立
っ
と
き
、
ひ
と
つ
に
、
平
和
的
生
存
権
が
単
独
の
権
利

と
し
て
主
張
さ
れ
る
場
合
(
私
の
い
う
一
第
四
層
」
)
を
も
含
め
て
、
こ
の
権
利
が
裁
判
規
範
た
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
肯
認
さ
れ
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
権
利
の
構
築
に
あ
た
っ
て
は
、
常
に
謙
抑
的
な
姿
勢
を
保
持
し
、
権
利
を
硬
質
で
確
か
な
も
の
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が

必
須
で
あ
る
か
ら
、
「
第
四
国
四
」
を
裁
判
規
範
と
し
て
持
ち
出
す
に
あ
た
っ
て
は
、
む
し
ろ
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
厳
し
い
限
定
を
積
極
的
に
付

す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
本
件
の
よ
う
な
ケ
!
ス
で
は
、
政
府
の
九
条
違
反
の
戦
争
加
担
行
為
に
よ
っ
て
国
民
の
平
和
に
生
き
る
環

境
が
緩
端
に
圧
迫
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
平
和
的
生
存
権
が
重
大
な
侵
害
を
被
っ
て
い
る
状
況
の
下
で
は
、
こ
の
権
利
自
体
を
裁
判
規
範
た
る
権
利
と

し
て
扱
う
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
、
現
行
訴
訟
法
体
系
を
前
提
と
し
た
原
告
適
格
の
問
題
に
つ
い

て
も
、
憲
法
上
の
権
利
の
侵
害
は
適
切
な
訴
訟
類
型
を
創
出
し
て
で
も
救
済
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
現
行
訴
訟
法
に
よ
っ
て
さ
え
、

平
和
的
生
存
権
に
拠
る
訴
訟
は
、
要
件
の
充
足
に
よ
っ
て
成
立
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
(
こ
の
原
告
適
格
の
問
題
は
、
後
に
、
「
成
立
要
件
」
の
テ
ー

マ
の
下
で
扱
う
)
。

(ニ)

有

主

体

平
和
的
生
存
権
の
享
有
主
体
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
前
文
が
「
全
世
界
の
圏
民
が
:
:
:
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
定

め
て
い
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
意
見
の
一
応
の
分
か
れ
が
み
ら
れ
問
。

(∞∞) 

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
平
和
的
生
存
権
の
主
体
は
層
民
で
あ
り
、
こ
の
権
利
を
自
民
の
基
本
的
人
権
そ
の
も
の
と
考
え
る
見
解
で
、
多
数
説
と

み
ら
れ
る
。
第
二
に
、
こ
の
権
利
を
、
主
と
し
て
民
族
的
な
基
本
権
あ
る
い
は
日
本
民
族
の
基
本
権
と
と
ら
え
る
弘
併
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三

一
方
で
は
民
族
あ
る
い
は
全
体
と
し
て
の
圏
民
日
田
家
を
、
玉
体
と
す
る
対
外
的
な
基
本
権
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
国

民
の
由
家
に
対
す
る
人
権
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
(
駒
で
あ
る
。

は
、
こ
の
権
利
を
、

こ
れ
ら
各
説
が
必
ず
し
も
相
互
に
排
除
し
合
う
も
の
で
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
あ
る
が
、
や
は
り
第
一
説
が
妥
当
で
、
享
有
主
体
は
個

人
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
日
本
国
憲
法
は
「
人
権
と
し
て
の
平
和
」
と
い
う
と
ら
え
方
に
立
つ



て
、
平
和
的
生
存
権
を
政
府
に
対
し
て
、
主
張
さ
れ
る
基
本
的
人
権
と
し
て
位
霞
づ
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
す
で
に
、
そ
の
主
体
は
器

民
個
々
人
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
平
和
的
生
存
権
が
「
恐
怖
」
や
「
欠
乏
」
か
ら
の
白
白
と
い
う
す
ぐ
れ
て
倒
人
的
・
具

体
的
な
人
権
と
並
列
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
「
全
世
界
の
自
民
」
は
、
具
体
的
な
実
在
の
閣
民
個
々
人
を
意
味
し
、
抽
象
的
・
観
念
的
な

(
引
)

国
民
の
集
合
体
と
し
て
の
国
家
と
解
さ
れ
る
余
地
は
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
憲
法
が
本
質
的
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
わ
が
留
公
権
力
、
と
く
に

裁
判
を
と
お
し
て
実
現
さ
れ
う
る
こ
の
権
利
の
主
体
が
日
本
国
民
お
よ
び
在
日
外
回
出
入
に
基
本
的
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
自
明
の
事
柄
で
あ

る
。
そ
の
点
で
、
次
の
叙
述
は
、
緩
め
て
精
確
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
そ
れ
〔
日
平
和
的
生
存
権
〕
は
、
日
本
国
憲
法
に
よ
り
、
日
本
国
民
(
個
人

つ
ま
り
、

平和的生存権の歴史的意義と法的構造岡・完

が
主
体
。
集
団
的
・
地
域
的
・
富
民
的
・
関
際
的
に
連
帯
し
う
る
)
に
実
定
法
的
に
保
鰭
さ
れ
、
ま
た
権
利
の
普
遍
伎
と
平
等
性
の
ゆ
え
に
、
在

日
外
国
人
に
も
開
様
の
保
障
が
及
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
精
神
を
『
全
世
界
の
悶
民
』
に
対
し
実
現
し
て
ゆ
く
課
題
と
責
任
が
あ
り
、
国
際

(
m出
)

的
人
権
の
保
障
と
協
力
が
必
要
か
つ
可
能
で
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
い
。

な
お
、
平
和
的
生
存
権
か
ら
は
、
殺
さ
れ
な
い
権
利
リ
戦
争
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
権
利
だ
け
で
な
く
、
殺
さ
な
い
権
利
日
戦
争

に
加
担
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
権
利
も
描
き
出
さ
れ
う
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
も
こ
の
点
と
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
が
戦
争
に

加
担
さ
せ
ら
れ
な
い
こ
と
の
保
障
は
、
す
で
に
、
わ
が
国
公
権
力
に
対
し
て
戦
争
と
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
そ
の
行
使
を
禁
じ
た
九
条
の
制
度

内
容
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
主
観
的
権
利
の
形
態
で
表
現
し
た
前
文
の
平
和
的
生
存
権
規
定
に
よ
っ
て
人
権
た
る
性
格
を
与
え
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
も
し
仮
に
、
前
文
が
、
「
日
本
国
民
は
」
平
和
的
生
存
権
を
有
す
る
旨
定
め
て
い
た
と
し
て
も
、
「
戦
争
に
加
拐
さ
せ
ら
れ
な
い
権

利
」
が
憲
法
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
は
変
り
な
い
。
た
だ
、
「
全
世
界
の
居
間
巴
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
全
世
界
の
人
々
が
各
国
の
政
府
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に
よ
っ
て
互
い
に
戦
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
論
理
を
よ
り
明
瞭
に
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
全
泣
界
の
人
の
権
利
と
い
う

思
想
を
も
っ
人
権
が
、
日
本
の
領
域
内
の
人
に
保
侍
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
主
体
の
定
め
か
た
は
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
の
意
味
が
あ

(
m
m
)
 

る
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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信)

成

要

件

一
般
に
、
権
利
の
「
成
立
要
件
」
と
い
う
場
合
、
新
し
い
人
権
で
あ
る
場
合
は
な
お
さ
ら
、
権
利
成
立
の
歴
史
、
社
会
的
背
景
、
と
り
わ

け
人
々
の
権
利
意
識
の
成
長
度
な
い
し
そ
れ
を
支
え
る
運
動
の
大
き
さ
等
々
の
要
素
ま
で
視
界
に
入
っ
て
く
る
。
ま
た
、
平
和
的
生
存
権
侵
害
が

生
じ
る
の
は
い
つ
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
、
明
白
な
九
条
違
反
の
国
家
行
為
が
な
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
、
と
答
え
て
能
一
事

畢
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
被
告
国
側
が
不
明
確
だ
と
し
て
い
る
「
成
立
要
件
」
は
、
そ
う
し
た
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
法
解
釈
論
上
の

(→ 
テ
ー
マ
、
そ
れ
も
つ
ま
る
と
こ
ろ
原
告
適
格
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
点
に
し
ぼ
っ
て
検
討
す
る
が
、
そ
の
場
合
、
現
行
の
訴
訟
法
体
系
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
私
は
、
す
で
に

再
三
述
べ
た
と
お
り
、
平
和
的
生
存
権
が
裁
判
規
範
性
を
も
っ
権
利
と
し
て
憲
法
上
存
在
し
て
い
る
以
上
「
そ
の
実
効
性
を
篠
保
す
る
訴
訟
類
型

を
整
備
す
る
こ
と
こ
そ
が
下
位
法
に
課
さ
れ
て
い
る
憲
法
上
の
義
務
と
い
う
べ
き
」
で
あ
る
と
の
見
地
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
課
題
を
、
別

途
の
立
法
論
上
の
テ
l
マ
と
し
て
留
保
し
て
お
き
た
い
。

ω
さ
て
、
現
行
法
を
前
提
に
す
る
な
ら
、
原
告
適
格
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
概
括
す
る
こ
と
が
で
き

(%) 

ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
行
政
事
件
訴
訟
法
は
、
行
政
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
、
そ
れ
を
求
め
る
に
つ
き
「
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
者
」
に
認
め

て
い
る
(
九
条
)
。
こ
れ
に
つ
き
、

い
か
な
る
場
合
に
こ
の
法
律
上
の
利
益
の
侵
害
が
あ
っ
た
と
み
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
①

権
利
救
済
説
(
権
利
享
受
閥
復
説
)
、
②
法
的
利
益
救
済
説
(
法
律
上
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
救
済
説
)
、
③
利
益
救
済
説
(
保
護
に
値
す
る
利
滋
救
済

説
)
、
お
よ
び
、
④
処
分
の
適
法
性
保
障
説
、
の
四
つ
の
類
型
に
分
類
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
、
①
は
、
帝
国
憲
法
時
代
の
行

政
裁
判
法
下
の
理
論
の
残
影
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
他
方
、
④
は
、
解
釈
論
上
主
張
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
今
日
、
取
消
訴
訟
の
原
告
適

格
の
法
壊
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
実
質
上
、
②
と
③
の
対
立
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

右
両
説
の
う
ち
、
法
的
利
益
救
済
説
が
、
一
応
、
今
日
で
も
通
説
・
判
例
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
、
学
説
に
お
い
て
は
、
利
益
救
済

説
も
近
時
有
力
に
主
張
さ
れ
、
多
数
説
を
形
成
す
る
形
勢
に
あ
る
。
そ
れ
で
、
最
近
で
は
、
法
的
利
議
救
済
説
の
論
者
の
中
に
も
、

の
利



益
と
尽
さ
れ
る
も
の
を
も
法
解
釈
の
操
作
に
よ
っ
て
法
的
保
護
利
益
と
構
成
す
る
手
法
を
採
る
な
ど
、
実
質
的
に
利
議
救
済
説
と
同
調
す
る
傾
向

も
み
ら
れ
る
。
こ
の
状
況
と
相
応
し
て
、
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
と
く
に
昭
和
四

0
年
代
に
利
益
救
済
説
を
採
る
も
の
が
多
数
出
さ
れ

た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
の
ち
一
九
七
八
年
に
最
高
裁
が
ジ
ュ
ー
ス
表
示
訴
訟
判
決
(
最
一
一
一
小
判
一
九
七
八
年
三
月
一
四
日
決
集
三
一
一
巻
二
号
一
一
一
一

頁
)
に
お
い
て
法
的
利
謙
救
済
説
を
再
説
し
て
以
降
は
、
同
説
に
倣
う
の
が
下
級
審
の
大
勢
で
あ
る
が
、
法
的
利
益
救
済
説
を
示
し
な
が
ら
実
質

に
お
い
て
和
益
救
済
説
同
様
の
判
断
を
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
最
高
裁
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
す
で
に
昭
和
一
二

0
年
代
に
擦
梼
し
た
法
的
利
益

救
済
説
が
今
日
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
仔
細
に
観
察
す
る
な
ら
、
最
高
裁
判
例
も
、
近
年
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
注
目
す
べ
き
変
化
を
み
せ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
最
高
裁
は
、
法
的
利
益
救
済
説
を
維
持
し
つ
つ
も
、
法
律
上
の
保
護
利
益
と
い
う
場
合
の
「
法
律
」
の
範
囲
の
理
解
に
か
ん
し

平和的生存権の歴史的意義と法的構造側・完

て
、
こ
れ
を
実
体
要
件
法
規
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
次
第
に
拡
張
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
長
潟
訴
訟
判
決

六
七
九
頁
)
は
、
「
〔
森
林
法
は
、
〕
農
林
大
臣
が
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
、
:
:
:
『
直
接
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
』
が
こ
れ
に
奥
議
が
あ
る
と
き
は
、
意
見
蓄
を
提
出
し
、
公
開
の
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
て
お
り
(
法
二
九
条
、
一
一
一

O
条
、
一
二
ニ
条
)
、
こ
れ
ら
の
規
定
と
、
悶
森
林
法
(
明
治
問

O
年
法
律
四
三
号
)
二
四
条
に
お
い
て
は

『
直
接
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
』
に
対
し
て
保
安
林
の
指
定
及
び
解
除
の
処
分
に
対
す
る
訴
願
及
び
行
政
訴
訟
の
提
起
が
認
め
ら
れ
て
い
た
沿

革
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
法
は
、
森
林
の
存
続
に
よ
っ
て
不
特
定
多
数
者
の
受
け
る
生
活
利
益
の
う
ち
一
定
範
囲
の
も
の
を
公
益
と
並
ん
で
保

護
す
べ
き
個
人
の
個
別
的
利
益
と
し
て
と
ら
え
、
か
か
る
利
益
の
帰
開
偶
者
に
対
し
保
安
林
の
指
定
に
つ
き
『
直
接
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
』
と

し
て
そ
の
利
益
主
張
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
位
を
法
律
上
付
与
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
は
、

(
最
一
小
判
一
九
八
二
年
九
月
九
日
民
集
三
六
巻
九
号

検
討
す
べ
き
「
法
律
」
の
範
囲
を
係
争
保
安
林
指
定
解
除
処
分
の
根
拠
規
範
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
手
続
続
範
、
さ
ら
に
は
泊
森
林
法
以
来
の

歴
史
的
沿
革
を
も
含
め
て
検
討
対
象
と
す
べ
し
と
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
従
来
型
の
法
的
利
議
救
済
説
で
は
一
般
的
公
益
に
解
消
さ
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れ
る
こ
と
に
な
る
付
近
住
民
の
も
つ
利
益
を

定
範
閣
の
者
に
つ
い
て
法
律
上
の
利
益
と
し
て
肯
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
伊
達
火
力
発

電
所
事
件
判
決
(
最
一
一
一
小
判
一
九
八
五
年
二
一
月
一
一
七
日
判
例
時
報
一
一
七
九
号
五
六
頁
)
は
、
「
行
政
法
規
に
よ
る
行
政
権
の
行
使
の
制
約
と
は
、



明
文
の
規
定
に
よ
る
制
約
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
直
接
明
文
の
規
定
は
な
く
と
も
、
法
律
の
合
理
的
解
釈
に
よ
り
当
然
に
導
か
れ
る
制
約
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を
含
む
も
の
で
あ
る
」
と
の
一
般
的
判
断
を
示
し
た
が
、
こ
れ
は
、
行
政
法
規
が
「
法
律
上
の
利
益
」
の
保
護
を
目
的
と
し
て
行
政
権
の
行
使
に

制
約
を
課
し
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
そ
の
明
文
の
規
定
か
ら
の
み
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
合
理
的
解
釈
か
ら
も
導
か
れ
る
べ
き

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

右
に
掲
げ
た
よ
う
な
裁
判
例
か
ら
す
れ
ば
、
近
年
の
最
高
裁
は
、
問
問
じ
法
的
利
益
救
済
説
と
い
っ
て
も
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
を
判
断
す

る
際
の
法
律
の
範
聞
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
当
該
処
分
の
根
拠
と
な
る
実
体
要
件
法
規
に
限
定
す
る
形
式
的
な
解
釈
態
度
か
ら
次
第
に
転
じ
て
、
手

続
要
件
法
規
、
根
拠
法
律
全
般
、
そ
の
基
本
法
、
密
接
な
関
連
を
有
す
る
語
法
令
、
さ
ら
に
旧
法
の
話
的
な
い
し
沿
革
等
を
総
合
的
に
考
察
し
、

そ
れ
に
合
理
的
解
釈
を
加
え
る
に
変
っ
た
、
と
み
て
も
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
係
争
の
利
益
が
法
的
保
護
利
益
に
該
る
か
否
か
は
、
生

活
利
益
の
具
体
的
内
容
と
性
質
、
そ
の
重
要
性
、
当
該
処
分
と
の
具
体
的
な
関
連
の
内
容
お
よ
び
程
度
等
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
と
い
う
、
相
当

に
実
質
的
な
法
的
判
断
基
準
を
採
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
で
は
、
こ
れ
ら
近
時
の
最
高
裁
判
例
は
、
論
理
構
成
は
異
な
る
に
せ

よ
、
実
際
上
、
利
益
救
済
説
に
立
っ
た
場
合
と
共
通
の
結
論
を
導
き
う
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
と
よ
り
、
最
高
裁
の
判
例
動
向
は
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
特
徴
に
よ
っ
て
一
面
的
に
把
握
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
同
時
に
、
従
前
の
限
定

的
・
形
式
的
な
法
的
利
益
に
か
ん
す
る
解
釈
を
変
え
な
い
ま
ま
原
告
適
格
を
有
す
る
者
の
範
囲
を
狭
く
解
す
る
判
決
も
出
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ

も

九
八
九
年
に
山
山
さ
れ
た
、
近
鉄
特
急
料
金
事
件
判
決
(
最
一
小
判

九
八
九
年
四
月

三
日
判
時
一
一
一

号

二
頁
)
、
伊
場
遺
跡
事
件
判

決
(
最
一
一
一
小
判
一
九
八
九
年
六
月
一
一

O
日
判
時
二
一
一
三
四
号
二

O
一
真
)
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
、
間
じ
年
の
新
潟
空
港
騒
音
事

件
判
決
(
最
二
小
判
一
九
八
九
年
二
月
一
七
日
民
集
四
一
一
一
巻
一
石
一
勺
五
六
頁
)
の
よ
う
に
、
「
法
律
上
の
利
益
」
の
有
無
を
広
い
視
野
で
判
断
し
よ
う
と

す
る
右
の
流
れ
に
明
確
に
沿
っ
た
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
、
判
例
・
通
説
の
立
場
で
あ
る
法
的
利
益
救
済
説
も
、
今
日
に

お
い
て
は
、
違
法
な
行
政
作
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
国
民
の
不
利
益
を
可
及
的
に
広
く
救
済
し
よ
う
と
す
る
志
向
性
を
も
ち
、
そ
の
点
で
、
機
能
上

ま
た
実
質
上
、
利
益
救
済
説
と
さ
ほ
ど
蓬
庭
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
こ
と
に
か
ん
し
て
、
被
告
盟
側
の

九
九
二
年
ニ
月
二
六
日
付
第
二
準
備
蓄
商
が
、
こ
う
し
た
最
高
裁
判
例
動
向
の
中
に
認
め
ら



れ
る
変
化
に
全
く
配
慮
し
て
い
な
い
の
は
、
遺
憾
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

同
以
上
を
ふ
ま
え
て
で
あ
る
が
、
利
益
救
済
説
の
立
場
に
立
っ
た
場
合
で
も
直
接
か
つ
震
大
な
不
利
益
を
被
っ
た
私
人
に
原
告
適
格
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
、
い
う
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
深
瀬
教
授
の
説
が
、
「
『
平
和
的
生
存
権
』
侵
害
の
危
険
性
が
重
大
か
っ
根
本

的
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
ま
た
、
呉
体
的
条
件
や
範
閉
が
一
定
の
特
定
性
を
も
っ
場
合
」
に
訴
え
の
利
益
が
成
立
す
る
と
し
て
い
る
の
も
、
そ
の

趣
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
長
沼
訴
訟
第
一
審
判
決
も
、
平
和
的
生
存
権
侵
害
を
理
由
と
し
て
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
原
告
適
格
を
、
付

近
住
民
に
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
森
林
法
を
憲
法
の
秩
序
の
な
か
で
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
そ
の
各
規

定
を
理
解
す
る
と
き
に
は
、
:
:
:
〔
そ
れ
は
、
〕
憲
法
の
暴
本
原
理
で
あ
る
民
主
主
義
、
基
本
的
人
権
尊
重
主
義
、
一
平
和
主
義
の
実
現
の
た
め
に

平和的生存権の歴史的意義と法的構造(同・完

地
域
住
民
の
司
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
』
(
憲
法
前
文
)
す
な
わ
ち
平
和
的
生
存
権
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
正

当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
被
告
の
な
ん
ら
か
の
森
林
法
上
の
処
分
に
よ
り
そ
の
地
域
住
民
の
右
に
い
う
平
和
的
生
存
権
が
侵
害
さ
れ
、
ま

た
侵
害
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
限
り
、
そ
の
地
域
住
民
に
は
そ
の
処
分
の
殺
庇
を
争
う
法
律
上
の
利
益
が
あ
る
。
そ
し
て
本
件
保
安
林
指
定
の
解
徐
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処
分
の
理
由
は
e・e・
-
-
第
三
高
射
群
施
設
な
ど
の
設
置
で
、
そ
れ
は
:
:
:
い
わ
ゆ
る
ナ
イ
キ
J
の
発
射
墓
地
で
あ
り
、

j
e
-
-
こ
の
よ
う
な
高
射
群
施

設
や
こ
れ
に
併
寵
さ
れ
る
レ
ー
ダ
ー
等
の
施
設
基
地
は
一
朝
有
事
の
際
に
は
ま
ず
相
手
国
の
攻
撃
の
第
一
目
標
に
な
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か

ら
、
原
告
ら
の
平
和
的
生
存
権
は
侵
害
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
侵
答
は
、
い
っ
た
ん
事
が
起

き
て
か
ら
で
は
そ
の
救
済
が
無
意
味
に
帰
す
る
か
、
あ
る
い
は
著
る
し
く
困
難
に
な
る
こ
と
も
ま
た
い
う
ま
で
も
な
い
か
ら
、
結
局
こ
の
点
か
ら

も
原
告
ら
に
は
本
件
保
安
林
指
定
の
解
除
処
分
の
取
疫
を
争
い
、
そ
の
取
消
し
を
求
め
る
法
律
上
の
利
益
が
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

本
件
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
の
成
立
の
た
め
の
最
大
の
課
題
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
、
範
囲
の
特
定
性
の
問
題
、
つ
ま
り
、
震
大
な
不
利
益
を

直
接
に
被
っ
た
と
す
る
私
人
の
範
囲
を
特
定
し
な
く
と
も
よ
い
か
否
か
で
あ
ろ
う
。
右
の
深
瀬
説
は
、
長
沼
訴
訟
タ
イ
プ
の
も
の
を
念
頭
に
置
い

て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
は
、
「
侵
害
の
危
険
性
が
重
大
か
つ
根
本
的
で
あ
る
」
こ
と
、
「
具
体
的
条
件
や
範
囲
が
一

定
の
特
定
性
」
を
も
つ
こ
と
、
の
河
要
件
が
充
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
本
件
訴
訟
で
は
、
一
見
し
て
後
者
の
要
件
が
欠
如
し
て
い

る
か
ら
、
原
告
適
格
の
成
立
に
は
大
き
な
国
難
が
つ
き
ま
と
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
者
の
程
度
が
極
め
て
高
く
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
係
争
国
家
行
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為
が
憲
法
秩
序
そ
れ
自
体
を
危
急
存
亡
の
事
態
に
立
た
せ
る
ほ
ど
に
重
大
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
後
考
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
く
す

べ
て
の
国
民
か
ら
の
出
訴
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。(

同
町
)

こ
の
点
で
、
原
理
的
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
浦
部
法
穂
教
授
が
説
く
ご
と
く
、
「
〔
軍
備
の
保
有
な
ど
九
条
違
反
の
行
為
は
す
な
わ
ち
平

和
的
生
存
権
侵
害
を
惹
起
す
る
が
、
〕
こ
の
場
合
、
『
平
和
的
生
存
権
』
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
の
は
全
母
民
で
あ
る
か
ら
、
誰
で
も
裁
判
所
に
訴
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
お
か
し
い
と
い
う
の
が
、
お
そ
ら
く
、
い
ま
の
法
律
学
で
は
ふ
つ
う
の
考
え
方
な
の
で
あ
ろ

ぅ
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
緩
和
の
性
格
が
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
え
う
る
者
は
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え

方
の
ほ
う
が
、
や
は
り
お
か
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、
現
行
訴
訟
法
制
度
を
前
提
に
し
て
解
釈
論
上
の
議
論
を
よ
り
無
理
な
く
行

な
う
に
は
、
先
に
掲
げ
た
原
告
適
格
成
立
に
と
っ
て
の
こ
要
件
を
承
認
し
た
上
で
、
前
者
の
度
合
い
の
強
さ
が
後
者
の
希
薄
さ
な
い
し
不
存
在
を

カ
ヴ
ァ

l
し
う
る
、
と
す
る
論
理
が
選
択
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
、
原
告
側
一
九
九
一
二
年
一
一
月
二
回
臼
付
準
係
書
面
的

に
示
さ
れ
た
、
「
違
法
性
の
程
度
が
住
大
で
あ
れ
ば
権
利
・
利
益
が
僅
少
で
も
一
つ
の
訴
訟
要
件
と
し
て
成
立
し
う
る
し
、
逆
に
、
権
利
・
利
益

が
臣
大
で
あ
れ
ば
些
少
な
違
法
性
で
も
訴
訟
要
件
と
し
て
成
立
し
う
る
」
と
の
椴
関
関
係
的
思
考
は
、
)
般
論
と
し
て
、
十
分
受
け
容
れ
ら
れ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
本
件
に
お
い
て
は
、
平
和
的
生
存
権
侵
害
が
極
度
に
重
大
か
っ
根
本
的
で
あ
る
こ
と
ー
ー
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
必
然
的

に
全
国
(
民
)
的
で
あ
る
こ
と

l
iを
重
視
し
、
ま
た
、
原
告
ら
の
多
く
が
、
本
件
提
訴
の
以
前
か
ら
日
常
的
に
平
和
を
希
求
し
わ
が
閤
を
平
和
愛

好
国
家
と
し
て
歩
ま
せ
る
た
め
に
真
撃
に
活
動
を
続
け
て
き
た
市
民
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
、
原
告
ら
の
訴
え
の
利
益
は
肯
認
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

(殴)

法

律

効

果

各
論
的
検
討
の
最
後
の
論
点
と
し
て
、
平
和
的
生
存
権
を
裁
判
上
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
も
の
と
思
わ
れ
る
法
律
効
果
に
つ
い
て
、
一
一

つ
の
薗
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
(
な
お
、
通
例
、
「
法
律
効
果
」
な
い
し
「
法
的
効
泉
」
と
い
う
と
き
に
は
、
次
に
述
べ
る
こ
つ
の
う
ち
前
者
を
指
す
も
の

で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
後
者
の
よ
う
な
問
題
に
も
、
補
説
的
に
一
言
及
す
る
)
。



ひ
と
つ
の
側
聞
は
、

い
わ
ば
平
和
的
生
存
権
の
多
様
な
諸
形
態
に
対
応
す
る
法
的
効
果
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
る
が
、
本
件
の
よ
う
な
、
自
衛
隊
を
海
外
に
派
遣
し
、
外
国
の
戦
争
遂
行
に
加
抱
一
し
援
助
す
る
国
家
行
為
は
、
日
本
閤
憲
法
第
九
条
に
明
白

に
違
反
し
、
ま
た
し
た
が
っ
て
平
和
的
生
存
権
を
震
大
か
つ
根
本
的
に
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
。
こ
の
前

提
に
立
つ
な
ら
、
前
述
の
と
お
り
、
取
消
訴
訟
の
成
立
は
背
定
さ
れ
、
ま
た
同
様
に
、
当
該
国
家
行
為
の
違
憲
無
効
確
認
の
訴
え
も
承
認
さ
れ
よ

う
。
そ
し
て
、
当
該
国
家
行
為
が
完
結
す
る
以
前
の
時
点
で
あ
れ
ば
、
そ
の
差
止
め
請
求
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
加
え
て
、
原
告
が
永
年
、
主

権
者
た
る
自
覚
の
も
と
に
日
本
闇
憲
法
を
行
為
規
範
と
し
て
生
活
し
て
き
た
人
々
で
あ
る
と
き
に
は
、
当
該
国
家
行
為
に
よ
っ
て
憲
法
の
基
本
理

平和的生存権の歴史的意義と法的構造(帥・完

念
で
あ
る
平
和
主
義
を
侵
害
さ
れ
た
こ
と
で
著
し
い
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
た
と
い
え
る
か
ら
、
そ
の
場
合
に
は
、
平
和
的
生
存
権
の
侵
害
と
原
告

ら
の
被
っ
た
精
神
的
苦
痛
と
の
聞
に
は
相
関
関
係
が
存
在
し
、
侵
害
行
為
の
違
法
性
、
被
侵
害
利
益
の
い
ず
れ
も
明
白
で
あ
っ
て
、
国
家
賠
環
請

求
訴
訟
の
成
立
も
認
め
ら
れ
よ
う
。

い
わ
ば
平
和
的
生
存
権
の
保
障
効
果
の
射
程
範
囲
に
か
か
わ
る
。
私
は
、
平
和
的
生
存
権
を
、
既
述
の
と
お
り
、
九

条
に
よ
っ
て
内
容
が
確
定
さ
れ
た
「
平
和
」
を
人
権
と
し
て
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
た
上
で
、
そ
れ
が
第
三
章
の
個
別
の
人
権
と
結
合
し

も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
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う
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
他
別
の
人
権
に
平
和
的
生
存
権
の
内
容
を
付
加
し
、
な
い
し
充
填
さ
せ
る
、
と
い
う
理
解
を
採
る
。
そ
の
場
合
、
平
和

的
生
存
権
の
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
保
障
範
囲
は
、
第
一
二
章
の
個
別
の
人
権
に
尽
く
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
本
件
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

「
戦
争
に
加
指
さ
せ
ら
れ
な
い
権
利
」
(
戦
争
に
一
切
加
担
・
参
加
せ
ず
、
他
国
民
に
被
害
を
も
た
ら
さ
な
い
・
他
国
民
を
殺
さ
な
い
権
利
)
な
ど
は
、
本

(ω) 

来
的
に
、
在
来
的
な
市
民
法
上
の
権
利
の
類
型
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
権
利
を
、
一
一
二
条
の
幸
福
追
求
権
に
含
め
、
な
い

し
そ
れ
と
連
結
さ
せ
る
見
解
も
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
は
、
幸
福
追
求
権
の
規
範
的
内
容
を
希
薄
に
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
も
の
と
し
て
、
採
り
が

た
い
。
む
し
ろ
、
九
条
と
平
和
的
生
存
権
と
は
双
方
の
保
障
範
囲
が
対
応
し
合
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
ひ
と
つ
の
事
柄
を
制
度
的
に
表
現
す
る
も

の
が
九
条
で
あ
り
、
人
権
の
形
で
表
わ
す
も
の
が
平
和
的
生
存
権
で
あ
る
、
と
い
う
対
応
関
係
に
あ
る
と
考
え
、
「
戦
争
に
加
担
さ
せ
ら
れ
な
い

権
利
」
な
る
も
の
は
、
「
闇
民
を
戦
争
に
加
担
さ
せ
る
」
政
府
の
行
為
が
九
条
違
反
で
あ
る
と
構
成
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
平
和
的
生
存
権
の

一
部
で
あ
る
と
し
て
、
第
三
章
の
個
別
の
人
権
と
の
対
応
関
係
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
主
張
で
さ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
結
局
、
一
平
和
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的
生
存
権
と
一
体
と
な
り
う
る
よ
う
な
個
別
の
人
権
が
第
三
章
中
に
あ
る
場
合
に
は
訴
訟
に
お
い
て
両
者
を
援
用
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し

た
も
の
が
な
い
場
合
で
も
、
九
条
違
反
を
構
成
す
る
問
題
を
、
平
和
的
生
存
権
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
主
綴
的
権
利
侵
害
の
問
題
に
転
化

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

註

(
幻
)
山
内
・
前
掲
註
(
1
)
一
一
八
七
頁
以
下
、
引
用
は
す
べ
て
二
九
二
頁
。

(
お
)
な
お
、
こ
の
山
内
教
授
の
論
旨
は
、
古
川
純
教
授
と
の
共
著
『
戦
争
と
平
和
』
(
岩
波
書
庖
・
一
九
九
一
一
一
年
)
の
中
で
も
展
開
さ
れ
て
い
る
(

二
八

l
一
二
九
頁
)
。

(
山
田
)
浦
田
〔
賢
〕
・
前
掲
設
(
出
)
五
七

l
六
限
賞
。

(
お
)
浦
田
〔
二
・
前
掲
註
(
侃
)
一
三
七
真
以
下
。

(
お
)
深
瀬
・
前
掲
註

(
1
)
o
a
-
-
一一間

O
頁
以
下
、

b
i
l
一一回

O
i
二
回
一
頁
。
深
瀬
説
へ
の
注
目
と
検
討
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
(
本
誌
一
八
巻

二
号
の
小
論
)
で
試
み
て
お
り
、
本
稿
の
こ
の
部
分
の
叙
述
も
、
そ
れ
を
、
文
章
上
の
彫
琢
を
加
え
つ
つ
取
り
入
れ
て
い
る
。

(
釘
)
山
内
・
前
掲
註
(
1
)
一
一
八
二
官
民
以
下
。

(
鎚
)
た
と
え
ば
、
夏
野
・
前
掲
設
(
幻
)
五
頁
、
深
瀬
・
前
掲
註
(
1
)
二
二
七
賞
、
山
内
・
前
掲
註
(
1
)
二
八
五
|
一
一
八
六
頁
。

(
鈎
)
長
谷
川
正
安
「
『
平
和
的
生
存
権
』
と
恵
庭
・
長
沼
裁
判
・
報
告
日
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
一
五

O
号
(
一
九
七
六
年
)
一
九
頁
。

(ω)
影
山
日
出
誠
司
憲
法
の
萎
礎
理
論
』
(
効
率
警
房
・
一
九
七
五
年
)
一
一

O
七
賞
、
浦
田
賢
治
・
前
掲
註
(
路
)
三
九
頁
。

(
川
町
)
参
照
、
山
内
・
前
掲
註

(1)
一
一
八
五
頁
。

(
位
)
深
瀬
・
前
掲
註
(
1
)
一一一一七

l
二
二
八
頁
。

(
部
)
浦
田
(
二
・
前
掲
註
(
侃
)
一
五
五
官
民
。

(
倒
)
杉
原
・
前
掲
註
(
但
)
一
五
回
真
。

(
町
山
)
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
住
民
票
記
載
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
の
司
法
判
断
適
合
性
」
南
山
法
学
二
ハ
巻
一
行

頁
以
下
へ
の
参
照
を
誘
う
。

(
M
W
)

参
照
、
橋
博
方
一
線

Zm解
行
政
事
件
訴
訟
法
』
(
弘
文
堂
・
一
九
八
七
年
)
一
一
一
間
六
一
良
〔
前
回
顧
司
執
筆
〕
。

(
幻
)
深
瀬
・
前
掲
設
(
1
)
一
一
回
一
一
良
。

一
号
(
一
九
九
二
年
)
八
五
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浦
部
・
前
掲
註
(
財
)
一
一
九
頁
。

高
柳
・
前
掲
註
(
加
山
)
四
七
頁
。

IV 

結
び
に
か
え
て

i
l平
和
的
生
存
権
を
根
拠
と
す
る
憲
法
裁
判
の
意
義

以
上
で
、
臼
本
国
憲
法
の
保
障
す
る
「
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
」
の
性
格
と
内
容
に
つ
い
て
の
主
要
論
点
を
め
ぐ
る
、
ひ
と
と
お
り
の

検
討
を
了
え
た
い
。
そ
の
小
考
の
限
り
で
も
、
こ
の
権
利
が
、
裁
判
を
と
お
し
て
実
現
さ
れ
う
る
内
突
を
す
で
に
具
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

王子和的生存権の歴史的意義と法的構造(問・完

そ
の
よ
う
な
平
和
的
生
存
権
に
依
拠
し
て
提
起
さ
れ
る
憲
法
訴
訟
は
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
も
の
で

あ
る
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
留
意
す
べ
き
課
題
に
も
白
配
り
し
つ
つ
論
じ
、
そ
れ
を
も
っ
て
本
稿
の
結
び
に
か
え
た
い
と
思
う
。

ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、

本
件
訴
訟
を
ふ
く
む
一
連
の
、
「
市
民
平
和
訴
訟
」
と
総
称
さ
れ
る
憲
法
裁
判
は
、
周
知
の
と
お
り
、
次
の
よ
う
な
背
景
と
内
容
を
も
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
一
年
初
頭
の
湾
岸
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
、
わ
が
悶
政
府
は
、
多
国
籍
軍
の
軍
事
行
動
に
加
担
す
る
政
策
を
矢
継
ぎ
早

に
展
開
し
た
。
そ
れ
は
、
慾
法
の
平
和
主
義
を
根
底
か
ら
じ
ゅ
う
り
ん
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
に
大
き
な
危
倶
と
懐
り
を
覚
え
た
各
地

i
i本
件
の
大
阪
の
ほ
か
、
管
見
の
限
り
で
あ
る
が
、
鹿
児
島
、
広
島
、
名
古
屋
、
東
京
に
及
ん
で
い
る

i
|
の
市
災
た
ち
が
、
右
戦
争
加
担
政

策
の
中
止
と
是
正
を
求
め
て
い
く
つ
か
の
訴
訟
を
提
起
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
多
国
籍
軍
へ
の
九

O
億
ド
ル
(
一
一

O
億
ド
ル
)
支
出
の
差
止

め
・
違
憲
確
認
、
自
衛
隊
機
派
遣
特
例
政
令
制
定
処
分
の
取
消
し
、
本
件
も
そ
れ
に
属
す
る
掃
海
艇
派
遣
の
羨
止
め
・
取
消
し
・
違
憲
確
認
、
戦

費
支
出
に
よ
る
精
神
的
苦
痛
を
い
う
国
家
賠
償
、
な
ど
を
請
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
訴
訟
は
、

ト)
市
民
・
私
人
と
し
て
の
自
己
の
主
観
的
権
利
の
救
済
を
求
め
つ
つ
、
か
っ
、
そ
れ
を
と
お
し
て
、
裁
判
に
よ
る
政
治
の
是
正
と
い
う
客
観
的
な
憲

法
秩
序
の
回
復
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
基
本
的
特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
検
討
し
て
お
く
べ
き
課
題
も
、
次
の
ご
と
く
小

97 

さ
く
は
な
い
。

何
よ
り
も
、
司
法
審
査
と
民
主
主
義
と
の
強
い
緊
張
に
か
か
わ
る
課
題
で
あ
る
。
こ
の
両
原
理
を
調
和
さ
せ
て
い
る
日
本
国
憲
法
は
、
裁
判
所
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に
政
治
を
直
接
是
正
す
る
役
割
を
付
与
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
、
市
民
の
権
利
保
障
を
基
本
任
務
と
し
、
こ
の
任
務
の
遂
行
を
と
お
し
て
客
観
的

な
憲
法
保
障
に
仕
え
る
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
わ
が
国
の
訴
訟
法
体
系
が
、
自
己
の
権
利
・
利
援
を
侵
害
さ
れ
た
者
の
提
訴
に
よ
っ
て

の
み
成
立
す
る
主
観
訴
訟
を
原
則
と
し
、
有
権
者
な
い
し
納
税
者
の
す
べ
て
が
提
起
で
き
る
客
観
訴
訟
を
例
外
と
し
て
い
る
の
も
、
門
戸
が
狭
騒

に
過
ぎ
る
等
々
の
環
行
制
度
の
欠
陥
を
ひ
と
ま
ず
脇
に
置
く
な
ら
、
右
の
よ
う
な
司
法
審
査
の
位
置
づ
け
を
訴
訟
制
度
面
で
具
体
化
し
た
も
の
と

い
え
る
。
ま
た
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
一
平
和
的
生
存
権
を
根
拠
と
す
る
違
憲
訴
訟
は
、
そ
の
領
域
に
限
ら
れ
る
と
し
て
も
、
司
法

審
査
を
客
観
訴
訟
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
裁
判
官
口
の
発
言
力
が
大
き
く
な
る
こ
と
が
、
つ
ね
に
か
な
ら
ず

(
問
)

い
い
こ
と
な
の
か
ど
う
か
」
も
、
重
大
な
検
討
課
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
の
是
正
は
、
何
よ
り
も
、
玉
権
者
と
し
て
の

政
治
的
意
思
表
明
に
よ
っ
て
、
ま
た
国
民
代
表
機
関
た
る
国
会
を
と
お
し
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
が
本
筋
で
あ
る
と
、
ま
ず
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
こ
う
し
た
違
憲
訴
訟
が
い
か
に
大
き
な
政
治
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
法
的
係
争
開

題
を
提
起
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
司
法
裁
判
所
に
対
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
法
的
判
断
を
求
め
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
市
民
平
和
訴
訟

の
趣
旨
も
そ
こ
に
あ
る
。
ま
た
、
市
民
平
和
訴
訟
は
実
質
的
に
客
観
訴
訟
に
類
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
対
象
で
あ
る
日
出
家
行
為
の
違
憲

性
が
最
高
度
に
強
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
裁
判
所
は
、
す
べ
て
の
国
民
に
つ
い
て
権
利
侵
害
が
生
じ
て
い
る
と
と
ら
え
、
こ
の
タ
イ
プ
の
訴
訟
を

人
権
救
済
の
新
し
い
方
途
と
認
め
て
違
憲
審
査
に
入
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
に
も
十
分
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。

右
に
指
摘
し
た
課
題
に
深
く
留
意
し
た
上
で
、
今
日
の
平
和
的
生
存
権
に
も
と
づ
く
憲
法
裁
判
の
意
義
を
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
緩
め
て

大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
公
権
力
の
実
施
す
る
政
策
を
違
態
と
考
え
る
偲
々
の
市
民
が
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
裁
判

へ
の
権
利
を
武
器
と
し
て
、
「
原
告
」
と
い
う
、
一
人
一
人
が
自
ら
の
姿
を
顕
現
さ
せ
る
形
で
そ
の
是
正
を
求
め
る
こ
と
は
、
疑
い
も
な
く
主
権

者
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
裁
判
所
に
は
、
策
法
の
番
人
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
機
会
を
提
供
し
、
政
治
部
門
に
は
、

自
己
の
し
た
政
策
へ
の
反
省
と
庄
一
正
を
促
す
契
機
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
原
告
屈
に
加
わ
っ
た
人
々
自
身
が
こ
の
訴
訟
活
動
を
と
お

し
て
、
王
権
者
と
し
て
成
長
を
遂
げ
る
場
で
あ
り
、
加
え
て
、
廃
臨
の
多
く
の
人
々
に
対
し
、
国
民
こ
そ
政
治
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
、
王
人
公
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
せ
る
生
き
た
教
材
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
訴
訟
は
、
わ
が
閣
の
「
国
際
貢
献
」
に
か
ん
し
て
は
、
一
平
和
的
な
真
の
国
際
貢
献

(ニ)



を
追
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
、
性
質
上
す
で
に
国
際
的
な
拡
が
り
を
も
っ
て
い
る
。
平
和
的
生
存
権
に
も
と
づ
く
違
憲
訴
訟
|
|
市

民
平
和
訴
訟
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
平
和
憲
法
と
位
界
平
和
の
前
進
に
確
実
に
寄
与
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
ド
ン
・
キ
ホ

1
テ
的
企
て

と
し
て
等
閲
読
す
る
こ
と
は
正
し
い
と
は
い
え
な
い
。

{
川
肌
)

さ
ら
に
、
人
権
発
展
史
の
面
で
も
、
市
民
平
和
訴
訟
は
、
「
新
し
い
人
権
」
の
形
成
へ
の
寄
与
を
果
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
訴
訟
に
お
い

て
、
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
平
和
的
生
存
権
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
裁
判
規
範
性
を
十
全
に
は
呉
え
て
い
な
い
部
分
を

含
む
生
成
途
上
の
権
初
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
原
告
、
王
張
は
、
た
し
か
に
、
な
お
脆
弱
な
面
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
日
裁
判
規
範
た
る

成
熟
し
た
権
利
と
し
て
憲
法
典
の
中
に
位
置
を
占
め
て
い
る
い
ず
れ
の
人
権
も
、
も
と
は
人
々
の
尊
厳
の
中
で
生
き
る
こ
と
へ
の
希
求
と
自
由
へ

の
熱
望
と
か
ら
出
発
し
、

そ
し
て
そ
れ
の
獲
得
を
毘
指
す
具
体
的
な
運
動
を
と
お
し
て
成
長
し
、
遂
に
は
裁
判
所
も
受
容
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て

平和的生存権の歴史的意義と法的構造籾)・完

成
熟
を
み
た
、
と
い
う
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
和
的
生
存
権
は
、
今
そ
の
過
程
の
到
達
点
近
く
に
位
置
し
て
い
る
。
市
民
平
和
訴

訟
は
、
平
和
的
生
存
権
の
権
利
性
を
鍛
練
し
、
そ
の
裁
判
規
範
性
を
高
め
、
成
熟
し
た
権
利
へ
と
育
て
る
こ
と
に
積
極
的
な
貢
献
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
論
じ
た
と
お
り
、
本
件
訴
訟
は
、
そ
の
裁
定
に
あ
た
っ
て
、
恨
久
平
和
の
確
立
を
白
指
す
人
類
の
努
力
の
歴
史
、
そ
し
て
世
界
と
わ
が
国

の
政
治
お
よ
び
社
会
に
つ
い
て
の
広
い
視
野
を
も
っ
た
澗
察
が
求
め
ら
れ
る
、
重
い
意
味
を
有
し
て
い
る
。
御
庁
〔
リ
大
阪
地
方
裁
判
所
第
二
民
事

部
〕
に
は
、
本
件
訴
訟
の
提
起
す
る
問
題
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
み
、
日
本
国
憲
法
の
「
人
権
と
し
て
の
平
和
」
の
理
念
を
花
聞
か
せ
る
判
決
を

*
 

示
さ
れ
る
こ
と
を
、
衷
心
、
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

註

99 

(
間
)

(
閉
山
)

奥
平
・
前
掲
註
(
白
山
)
四
一
一
一
宏
頁
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
参
照
、
山
下
健
次
「
平
和
的
生
存
権
の
存
在
理
由
と
検
討
視
角

!
i他
の
人
権
と
の
対
比
に
お
い
て
」
編
集
代
表
和
田
英
夫
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『
現
代
に
お
け
る
平
和
怒
法
の
使
命
』
(
一
一
一
省
堂
・
一
九
八
六
年
)
八
五
頁
以
下
。

*
本
稿
同
(
本
誌
一
九
巻
一
口
守
)
の
m
山
一
「
憲
法
前
文
の
法
的
性
格
」
に
か
ん
し
て
、
慾
法
制
定
議
会
で
の
論
議
を
、
補
説
的
に
紹
介
し
て
お
き
た

ぃ
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
い
て
、
立
法
考
(
提
案
者
)
剛
山
は
、
慾
法
前
文
に
「
法
的
効
果
」
な
い
し
「
法
規
」
性
が
認
め
ら
れ
る
と
の
見
解
を
開
明

確
に
採
っ
て
い
た
こ
と
が
、
左
の
と
お
り
、
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
(
一
九
四
六
年
九
月
九
日
貴
族
院
委
員
会
で
の
質
疑
。
)

総
村
真
一
郎
「
私
は
前
文
は
、
唯
本
文
の
由
来
と
か
淵
源
と
か
一
五
う
こ
と
を
示
し
て
腐
る
の
で
あ
っ
て
、
此
の
前
文
が
裁
判
所
の
解
釈
に
依
り

直
接
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
私
は
考
え
ま
す
が
、
英
の
点
如
何
で
す
か
。
」

関
務
大
益
金
森
徳
次
郎
「
大
体
前
文
は
本
文
を
承
け
て
そ
の
由
来
を
示
し
、
又
理
想
を
示
す
、
斯
う
云
う
趣
旨
で
あ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
併

し
そ
こ
の
中
に
法
規
的
な
規
定
が
あ
っ
て
も
差
支
え
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
問
題
は
、
前
文
の
中
に
規
定
の
性
質
上
法
規
約
な
も
の
が
あ
る

か
ど
う
か
と
云
う
こ
と
に
帰
着
す
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
先
程
御
質
疑
に
な
り
ま
し
た
此
の
慾
法
の
吋
一
切
の
慾
法
、
法
令
及
び
詔
勅
を
排

徐
す
る
』
と
云
う
規
定
は
、
矢
張
り
法
規
的
な
意
味
を
持
っ
て
居
る
の
で
は
な
い
か
と
、
新
う
一
一
品
う
風
に
考
え
て
居
り
ま
す
。
:
:
:
唯
前
文
で
あ

る
か
ら
法
規
的
の
も
の
で
な
い
と
云
う
こ
と
は
決
定
出
来
な
い
。
そ
れ
は
儲
々
の
内
容
に
依
っ
て
決
定
す
べ
き
も
の
と
怒
い
ま
す
。
」

訟
村
真
一
郎
「
そ
う
云
う
御
考
え
も
一
つ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
・
:
:
・
前
文
を
此
処
に
法
規
と
し
て
示
す
と
云
う
こ
と
は
、
立
法
態
度
と
し
て

は
私
は
笈
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、
是
が
出
ま
し
た
場
合
に
、
政
府
の
解
釈
如
何
を
関
わ
ず
、
私
は
前
文
は
本
文
に
非
ず
と
云
う
解
釈
で
進

む
積
り
で
あ
り
ま
す
。
」

国
務
大
臣
金
森
徳
次
郊
「
先
き
の
吋
詔
勅
を
排
除
す
る
』
と
一
広
う
こ
と
は
、
法
的
効
果
が
な
い
と
仰
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
一
説

で
あ
り
ま
す
。
併
し
な
が
ら
此
の
憲
法
が
同
じ
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
印
刷
る
:
:
:
最
高
法
規
の
所
の
、
原
案
の
九
十
四
条
の
憲
法
の
部
分
は
徐
き

ま
し
て
、
批
の
慾
法
に
違
反
す
る
法
律
、
命
令
等
は
効
力
を
持
た
な
い
と
云
う
規
定
を
入
れ
て
腐
り
ま
し
て
、
其
の
規
定
は
法
的
効
果
が
あ
る
訳

で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
同
じ
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
居
る
前
文
の
其
の
規
定
が
、
法
的
効
果
が
な
い
と
断
定
す
る
こ
と
は
如
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う

か。」
引
用
は
、
清
水
伸
編
著
『
逐
条
日
本
国
慾
法
務
議
録
』
第

巻
(
有
斐
閣
・

九
六
二
年
)
一
一
一
四
一
一

i
三
四
一
一
一
頁
。

本
稿
の
元
の
仕
事
で
あ
る
鑑
定
意
見
書
を
大
阪
地
裁
宛
に
提
出
し
た
の
は
、

ぐ
っ
て
は
、
当
然
な
が
ら
、
そ
の
後
も
有
益
な
文
献
が
公
に
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
浦
田
一
郎
「
現
代
の
平
和
主
義
と
立
憲
主
義
』

追

記

一
九
九
四
年
一

同
月
で
あ
る
が
、
本
稿
の
テ

1
マ
を
め

(
日
本
評
論
社

九
九
五
年
二
月
二
八
日
)
や
、
本
稿
校
正
時
に
刊
行
を
み
た
水
島
朝
穂
「
現
代
軍
事
法
制
の
研
究
i
|
脱
軍
事
化
へ
の
道



程
』
(
日
本
評
論
社
、

一
九
九
五
年
一

一
月
一
?
な
日
)
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
既
公
刊
で
あ
り
な
が
ら
気
付
か
な
か
っ
た
も
の
も
多
々
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
鳥
居
喜
代
和
「
平
和
的
生
存
権
の
解
釈
論
的
構
成
に
関
す
る
覚
書
|
|
深
瀬
忠
一
教
授
の

四
五
頁
以
下
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ら
は
、
今
後
ひ
き
つ
づ
い

所
説
を
手
掛
り
に
」
札
幌
学
院
法
学
四
巻
一
号
(
一
九
八
七
年
)

て
す
る
考
察
に
際
し
て
の
糧
と
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

末
尾
な
が
ら
、
冠
木
克
彦
弁
護
士
に
は
、
本
稿
の
土
台
と
な
っ
た
鑑
定
意
見
書
執
筆
の
機
縁
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
つ
き
、
記
し
て
感

認
し
た
い
。

九
九
五
年
一
一
月

五
日
記
)
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