
第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀

（
ニ
・
完
）

目

次

は

じ

め

に

一
新
直
接
効
力
説
的
見
解

ニ
新
間
接
効
力
説
的
見
解

―
―
―
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
理
論
も
し
く
は
新
無
効
力
説
的
見
解
（
以
上
、
前
号
）

四
そ
の
他
の
見
解
（
以
下
、
本
号
）

日
木
下
智
史
説

口
松
原
光
宏
説

曰
棟
居
快
行
説

園
戸
松
秀
典
説

国

総

括

五
自
説
の
展
開

お

わ

り

に

第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀
（
ニ
・
完
）

君

1
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五

塚

（
―
二
九
七
）

正

ー
日
本
の
憲
法
学
は
憲
法
の
私
人
間
効
力
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
I

臣



（一）
付
し
、
最
後
に
総
括
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

そ

の

他

の

見

解

（
ー
ニ
九
八
）

最
後
に
採
り
上
げ
る
学
説
群
は
、
こ
れ
ま
で
の
分
類
か
ら
は
わ
か
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
或
い
は
分
類
し
か
ね
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
通
説
」
の
性
格
を
共
有
す
る
も
の
と
言
え
な
く
も
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
と
違
う
点
は
、
な
お
そ
れ
が

一
説
に
収
敏
し
て
い
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
節
で
は
こ
れ
ま
で
と
構
成
を
変
え
て
、
各
説
を
紹
介
し
た
上
で
、
コ
メ
ン
ト
を

木
下
智
史
説

木
下
智
史
は
、
以
前
に
、
直
接
効
力
説
か
間
接
効
力
説
か
と
い
う
二
者
択
一
的
思
考
を
採
ら
な
い
学
説
が
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い

う
認
識
の
下
、
ア
メ
リ
カ
の
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
理
論
の
導
入
を
図
る
に
際
し
て
出
さ
れ
て
い
た
様
々
な
疑
問
を
解
き
、
「
日
本
の

私
人
間
効
力
論
と
の
接
点
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
は
「
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
以
降
連
邦
最
高
裁
の
ス
テ
ー
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
判
断
の

(180) 

『
後
退
』
が
顕
著
」
な
今
、
重
要
性
が
「
高
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
人
種
差
別
の
解
消
と
い
う
ア
メ
リ
カ
独
特
の

問
題
も
抱
え
つ
つ
も
、
現
代
国
家
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
「
公
」
と
「
私
」
の
融
合
と
交
錯
が
、
同
理
論
の
拡
大
と
混
迷
の
背
景
に
は
あ

(181) 

る
と
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
ス
テ
ー
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
判
断
の
理
解
と
し
て
は
、
『
州
と
の
関
わ
り
合
い
」
を
強
調
す
る

論
者
は
む
し
ろ
少
数
で
あ
り
、
多
く
の
論
者
は
ス
テ
ー
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
判
断
を
私
人
間
に
お
け
る
諸
利
益
の
衡
量
と
し
て
み
る
見
解
を

(182) 

と
っ
て
い
る
」
が
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
立
場
の
対
立
は
「
連
邦
制
に
関
す
る
議
論
を
除
け
ば
、
直
接
効
力
説
と
間
接
効
力
説
の
対
立
と

（阪）

い
う
形
を
取
り
な
が
ら
わ
が
国
で
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
」
と
述
べ
、
ド
イ
ツ
法
的
手
法
と
ア
メ
リ
カ
法
的

四

関
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て、
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0
七

木
下
は
、
日
本
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
、
直
接
効
力
説
と
間
接
効
力
説
の
論
争
に
果
た
し
て
意
味
が
あ
る
か
を
論
じ
て
い
く
。
そ
し

て
、
両
説
の
対
立
の
意
味
は
、
「
憲
法
上
の
人
権
規
定
の
対
国
家
性
と
い
う
観
念
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
か
」
、
「
当
事
者
の
合
意
に
基

づ
く
、
権
利
・
自
由
の
制
限
が
許
さ
れ
る
と
い
う
私
人
間
関
係
に
特
有
の
問
題
、
あ
る
い
は
私
的
自
治
の
保
護
を
ど
う
評
価
す
る
か
」
、

「
私
人
関
係
の
秩
序
形
成
権
能
に
あ
た
っ
て
の
立
法
の
役
割
と
裁
判
所
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
」
の
三
点
で
あ
る
と
ま
と

(184) 

め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
高
裁
判
決
を
批
判
的
に
考
察
し
て
、
実
際
に
第
三
者
効
力
論
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
負
っ
て
き
た
か
を
考

察
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。(185) 

木
下
は
、
三
菱
樹
脂
事
件
で
の
最
高
裁
は
、
間
接
効
力
説
を
採
用
し
な
が
ら
、
「
私
的
自
治
と
思
想
の
自
由
と
の
『
適
切
な
調
整
』
を

図
ろ
う
と
し
た
形
跡
は
な
」
＜
、
「
こ
こ
で
の
間
接
効
力
説
は
、
憲
法
上
の
人
権
規
定
に
基
づ
く
主
張
を
ひ
と
ま
ず
遮
断
し
、
実
質
的
判

(186) 

断
を
す
ぺ
て
法
律
解
釈
の
レ
ベ
ル
に
委
ね
る
機
能
し
か
果
た
し
て
い
な
い
」
と
断
罪
す
る
。
そ
し
て
、
憲
法
の
定
め
る
経
済
的
自
由
な
ど

か
ら
私
人
間
に
お
け
る
契
約
の
自
由
を
直
接
導
き
出
し
た
よ
う
に
も
読
め
る
こ
と
と
併
せ
れ
ば
、
「
私
人
間
効
力
論
は
、
思
想
の
自
由
・

平
等
保
護
違
反
の
主
張
を
遮
断
す
る
一
方
、
企
業
側
の
利
益
を
『
契
約
締
結
の
自
由
』
と
い
う
大
き
な
価
値
に
包
含
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

(187) 

一
方
的
に
優
先
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
」
と
し
て
、
最
高
裁
の
考
え
方
の
再
考
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
様
々
の
事
例
を
検
討
し
た

上
で
、
木
下
が
到
達
し
た
思
い
は
、
「
三
菱
樹
脂
事
件
最
高
裁
判
決
で
採
用
さ
れ
た
の
は
、
間
接
効
力
説
で
は
な
く
、
無
効
力
説
だ
っ
た

(188)

（

189) 

の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
が
つ
の
る
ば
か
り
」
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
百
里
基
地
訴
訟
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
憲
法

(190) 

上
の
規
定
内
容
を
私
法
上
の
価
値
秩
序
の
中
で
相
対
化
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
「
逆
転
」
事
件
の

(191) 

よ
う
に
、
人
権
の
衝
突
が
問
題
に
な
り
な
が
ら
私
人
間
効
力
論
が
全
く
登
場
し
な
い
例
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
ど
の
つ
ま
り
、
こ

第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀
（
ニ
・
完
）

手
法
の
違
い
を
超
え
て
、
議
論
を
進
め
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

（
―
二
九
九
）



（
一
三
0
0
)

の
よ
う
な
不
規
則
な
判
例
群
は
「
間
接
効
力
説
と
い
う
―
つ
の
法
理
論
」
「
の
破
綻
」
を
示
し
、
特
に
本
来
人
権
救
済
的
に
主
張
さ
れ
た

理
論
が
寧
ろ
逆
に
働
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
は
疑
問
で
あ
り
、
「
私
人
間
に
お
い
て
対
立
す
る
利
益
の
調
整
と
い
う
期
待
さ
れ
た
機

(192) 

能
を
は
た
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」
と
最
高
裁
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
に
代
わ
る
理
論
の
再
構
成
を
木
下
は
試
み
る
。
奥
平
説
、
藤
井
説
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
直
接
効
力
説
的
な
ア

(193) 

プ
ロ
ー
チ
は
「
十
分
魅
力
を
感
じ
な
が
ら
も
」
採
用
し
な
い
と
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。
次
に
、
小
山
剛
説
、
山
本
敬
三
説
を
検
討
の
後
、

(194) 

棟
居
快
行
説
を
検
討
し
て
い
く
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
試
み
が
「
私
人
間
紛
争
に
お
い
て
両
当
事
者
の
権
利
•
利
益
が
い
か
に
対
抗
し

て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
点
」
に
お
い
て
、
自
身
と
「
問
題
意
識
を
同
じ
く
し
て
い
る
」
と
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
学
説

は
「
こ
れ
ま
で
の
私
人
間
効
力
論
の
、
憲
法
上
の
人
権
規
定
の
『
効
力
』
や
『
適
用
』
を
抽
象
的
観
念
的
に
論
ず
る
傾
向
を
依
然
と
し
て

（暉）

引
き
ず
っ
て
」
お
り
、
「
そ
の
射
程
の
限
定
が
必
要
」
だ
と
言
う
。
そ
し
て
そ
「
の
固
有
の
問
題
領
域
は
、
裁
判
所
が
法
解
釈
に
よ
っ
て

私
人
間
の
法
的
紛
争
を
解
決
す
る
場
合
で
あ
」
り
、
そ
の
際
に
「
国
家
・
侵
害
者
・
被
侵
害
者
と
い
う
三
者
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
理
解

(197) 

す
る
『
三
面
モ
デ
ル
』
」
が
有
効
で
あ
る
と
す
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
三
菱
樹
脂
事
件
以
外
の
多
く
の
最
高
裁
判
決
が
私
人
間
効

(198) 

力
論
に
触
れ
る
こ
と
な
く
両
当
事
者
の
利
益
衡
量
を
行
っ
た
点
は
、
寧
ろ
正
当
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
述
べ
て
い
る
。

(199) 

結
局
、
憲
法
の
対
国
家
性
は
な
お
も
重
要
で
あ
り
、
そ
の
対
私
人
性
は
明
文
規
定
が
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
と
言
う
。
そ
し
て
「
私
的

自
治
」
の
根
拠
は
憲
法
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
事
実
行
為
に
よ
る
侵
害
と
契
約
に
基
づ
く
侵
害
と
で
は
そ
の
意
味
が
異
な
る
と

(200) 

い
う
。
山
本
敬
―
―
一
説
に
注
目
し
つ
つ
も
、
「
事
実
行
為
に
よ
る
人
権
侵
害
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
『
私
的
自
治
』
の
原
則
が
問

題
と
な
ら
」
ず
、
「
人
権
侵
害
が
契
約
に
基
づ
く
場
合
こ
そ
、
『
私
的
自
治
』
の
原
則
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
」
、
「
契
約
の
拘
束
力

(201) 

と
い
う
問
題
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
『
私
的
自
治
」
と
い
う
名
の
下
に
漠
然
と
語
ら
れ
て
き
た
内

関
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1
0
九

容
を
そ
の
事
案
に
応
じ
て
腑
分
け
し
て
い
く
な
ら
ば
、
間
接
効
力
説
の
枠
組
み
に
よ
ら
な
く
て
も
、
『
私
的
自
治
』
の
原
則
を
無
視
す
る

(202) 

こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
す
る
。

最
後
に
木
下
は
、
従
来
の
間
接
効
力
説
が
私
人
間
の
問
題
に
つ
い
て
の
第
一
次
的
責
任
が
議
会
に
あ
る
と
し
て
き
た
こ
と
に
疑
問
を
抱

く
。
奥
平
説
に
依
拠
し
な
が
ら
、
民
法
九

0
条
、
七

0
九
条
が
非
常
に
抽
象
的
な
規
定
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
立
法
が
な
け
れ
ば

(203) 

調
整
が
つ
か
な
い
と
い
う
の
は
「
単
な
る
神
話
」
で
あ
る
と
論
ず
る
。
ま
た
藤
井
説
の
妥
当
性
を
指
摘
し
、
法
律
が
な
い
か
ら
憲
法
上
の

（
測
）

権
利
が
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
も
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
裁
判
所
が
両
当
事
者
の
憲
法
上
の
権
利
利
益
の
衡
量
を

一
方
当
事
者
を
勝
た
せ
、
他
方
を
負
け
さ
せ
る

行
う
こ
と
は
、
決
し
て
裁
判
所
の
権
限
の
肥
大
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
判
断
過
程
の
透
明
化
が
図
ら
れ
れ
ば
、
裁
判
所
の
権
限

(205) 

の
適
正
な
行
使
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
そ
の
際
に
、

(206) 

た
め
、
憲
法
上
の
権
利
侵
害
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

木
下
に
は
、
私
人
間
効
力
論
の
体
系
的
結
論
を
理
論
的
に
導
き
出
す
の
で
は
な
く
、
裁
判
上
そ
れ
が
果
た
し
た
機
能
こ
そ
が
検
討
課
題

だ
と
い
う
問
題
意
識
が
強
い
よ
う
で
あ
り
、
近
時
の
諸
説
と
や
や
傾
向
を
異
に
す
る
。
「
立
派
な
」
最
高
裁
な
ら
ば
、
三
菱
樹
脂
事
件
な

ど
の
結
論
は
逆
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
は
既
に
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
か
同
説
は
、
直
接
効
力
説
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
否
定

し
な
が
ら
も
、
実
は
憲
法
の
決
定
力
を
強
く
認
め
た
い
意
欲
に
満
ち
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
憲
法
学
の
立
場
か
ら
最
高
裁

を
厳
し
く
批
判
し
、
「
誤
っ
た
」
憲
法
解
釈
が
な
さ
れ
る
な
ら
私
法
上
の
利
益
衡
量
の
方
が
ま
し
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
、
明
文
規
定
な
ら

ば
憲
法
条
文
に
対
私
人
性
を
認
め
る
と
い
う
主
張
、
そ
し
て
法
律
が
な
く
て
も
憲
法
上
の
権
利
は
考
え
得
る
と
す
る
見
解
に
見
え
隠
れ
す

る
。
そ
れ
は
や
は
り
最
高
裁
の
現
状
を
考
慮
し
た
、
非
常
に
実
践
的
結
論
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
た
め
、
近
時
の
諸
説
で
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
三
面
構
造
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
、
や
や
唐
突
な
印
象
を
覚
え
る
。
も
し
、

第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀
（
ニ
・
完
）

(-――
I
O
I
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（二）

（
一
三
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木
下
説
を
額
面
通
り
捉
え
れ
ば
、
基
本
的
に
私
人
間
効
力
の
問
題
は
私
的
自
治
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
解
決
可
能
な
の
で
あ
る

か
ら
、
裁
判
所
は
私
法
の
解
釈
に
よ
っ
て
判
断
を
下
せ
ば
よ
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
国
家
も
し
く
は
憲
法
の
大
々
的
な
登
場
は
あ
り
得

(207) 

な
い
。
裁
判
所
は
比
較
衡
量
に
よ
り
結
論
を
下
す
だ
け
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
国
家
の
登
場
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
裁
判
は
三

面
構
造
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
私
人
間
効
力
論
独
自
の
問
題
設
定
は
消
散
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
立
場
か
ら
は
、

私
人
間
効
力
の
問
題
は
実
は
私
法
解
釈
の
問
題
だ
と
突
き
放
せ
ば
よ
い
だ
け
の
筈
で
あ
り
、
憲
法
学
説
と
し
て
の
木
下
説
の
一
種
の
粘
り

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
仮
に
筆
者
の
推
理
の
よ
う
に
、
木
下
説
が
直
接
効
力
説
的
な
も
の
を
憲
法
に
予
定
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
被
侵

害
者
は
侵
害
者
に
対
し
て
直
接
憲
法
上
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
三
面
構
造
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
小
山
と
同
様
の
意
味
で
間
接
効
力
説
に
立
っ
た
と
解
す
る
と
、
民
法
九

0
条
は
常
に
憲
法
の
評
価
を
受
け
、
国
家

が
保
護
義
務
を
有
す
る
ケ
ー
ス
か
否
か
は
常
に
憲
法
解
釈
の
問
題
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
木
下
説
に
お
け
る
三
菱
樹
脂
事
件
以
外
の

最
高
裁
の
判
断
に
対
す
る
評
価
が
そ
う
な
っ
て
い
な
い
上
、
事
実
行
為
は
検
討
対
象
外
と
し
て
お
り
、
そ
う
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
な

い
。
木
下
説
の
姿
勢
に
は
、
寧
ろ
従
来
の
通
説
よ
り
直
接
効
力
説
シ
フ
ト
の
学
説
の
議
論
に
近
い
も
の
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。
木
下
説

は
最
終
的
な
結
論
の
途
上
に
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
不
明
の
点
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。

松
原
光
宏
説

次
に
松
原
光
宏
説
を
検
討
し
て
み
る
。
松
原
は
、
以
前
か
ら
、
従
来
の
学
説
が
利
益
衡
量
問
題
へ
の
関
心
が
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど

(208) 

を
問
題
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
私
人
間
効
力
を
巡
る
学
説
史
を
鳥
廠
し
、
そ
の
よ
う
な
従
来
の
学
説
の
時
期
を
三
期
に
区
分
し
、
現
在
を

(209) 

第
四
期
と
認
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
第
二
•
第
一
二
期
の
芦
部
説
な
ど
が
、
ド
イ
ツ
の
間
接
効
力
説
を
重
要
な
比
較
法
的
手
掛
か
り
と
し
て

関
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い
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
の
極
め
て
有
力
な
潮
流
と
な
っ
て
い
る
、
間
接
効
力
を
基
本
権
の
客
観
的
価
値
、
な
い
し
は
国
の
基
本
権
保
護
義
務

(210) 

と
し
て
理
解
す
る
立
場
に
日
本
の
通
説
的
見
解
が
否
定
的
、
も
し
く
は
慎
重
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
問
符
を
付
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
芦
部
説
が
、
そ
れ
ま
で
の
無
効
力
説
に
も
共
通
す
る
、
「
公
序
良
俗
条
項
解
釈
を
通
じ
た
権
利
・
自
由
の
保
障
シ
ス
テ
ム
を
、
新

(211) 

た
な
自
由
や
平
等
も
含
め
る
こ
と
に
よ
り
、
内
容
的
に
拡
張
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
」
も
の
で
あ
り
、
「
基
本
権
を
で
き
る
か
ぎ
り
『
国
家

に
対
す
る
公
権
」
・
『
防
禦
権
』
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
基
礎
理
論
・
背
景
理
論
に
よ
っ
て
、
つ
よ
く
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
理
解

(212) 

す
る
の
が
自
然
で
あ
」
っ
た
か
ら
だ
と
分
析
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
間
接
効
力
概
念
に
依
拠
し
た
研
究
の
在
り
方
は
修

(213)

（
叫
）

正
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
断
じ
て
お
り
、
再
検
討
の
手
始
め
に
松
原
は
あ
え
て
直
接
効
力
説
に
再
び
光
を
当
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
問
題
の
、
従
来
の
間
接
効
力
説
に
論
を
進
め
る
。
日
本
で
そ
れ
が
定
着
し
て
い
る
間
に
「
ド
イ
ツ
の
基
本
権
解
釈
学
は
、
」
「
国

の
基
本
権
保
護
義
務
論
、
原
則
規
範
と
し
て
の
基
本
権
理
解
、
私
法
の
定
立
あ
る
い
は
民
事
裁
判
所
に
よ
る
私
法
の
解
釈
・
適
用
に
対
す

る
基
本
権
（
防
禦
権
）
の
拘
束
力
な
ど
、
私
人
間
効
力
に
か
か
わ
る
主
要
な
概
念
に
つ
い
て
、
一
般
法
理
論
の
研
究
成
果
を
吸
収
し
つ
つ
、

(215)

（

216) 

お
お
く
の
理
論
的
蓄
積
を
か
さ
ね
て
き
た
」
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
日
本
に
お
け
る
従
来
の

間
接
効
力
説
を
比
べ
れ
ば
、
や
は
り
日
本
の
「
通
説
に
よ
っ
て
継
受
さ
れ
た
も
の
が
、
ド
イ
ツ
法
理
論
と
い
う
よ
り
、
伝
統
的
な
民
事
法

(217) 

実
務
で
あ
っ
た
と
い
う
」
指
摘
は
、
「
内
容
的
な
側
面
か
ら
も
、
補
強
さ
れ
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
「
基
本
権
保
護
義
務
論
と
私
人
間
効

力
論
と
の
む
す
び
つ
き
は
、
以
上
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
法
で
は
支
配
的
論
理
で
あ
り
、
前
者
に
よ
っ
て
後
者
は
再
構
成
を
受
け
て
」
お
り
、

特
に
「
な
に
ゆ
え
民
事
裁
判
官
が
、
私
法
の
解
釈
の
さ
い
に
基
本
権
価
値
の
意
味
充
填
を
お
こ
な
う
の
か
」
と
い
う
問
題
に
「
す
ぐ
れ
た

(218) 

理
由
が
あ
た
え
ら
れ
る
」
な
ど
の
利
点
が
あ
る
と
言
う
。
よ
っ
て
、
こ
の
理
論
に
従
っ
て
日
本
で
も
私
人
間
効
力
論
の
再
構
築
を
試
み
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
基
本
権
保
護
義
務
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
」
、
「
民
事
裁
判
官
の
私
法
解
釈
に
は
憲
法
上
の
義
務
が
む
す
び
つ
い
て
お
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り
、
民
事
裁
判
所
が
い
わ
ゆ
る
三
極
関
係
に
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
」
こ
と
、
「
保
護
義
務
違
反
の
条
件
の
解
明
」
を
す
る
こ
と
、

「
私
法
の
解
釈
・
適
用
に
対
す
る
基
本
権
（
防
禦
権
）
の
拘
束
力
に
つ
い
て
の
検
討
」
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
ま
と
め
た
の
で
あ

(219) 
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
通
説
で
は
な
く
、
近
時
の
ド
イ
ツ
の
学
説
こ
そ
が
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
学
説
形
成
の
た
め
に
研

究
さ
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（空

松
原
は
、
以
上
の
考
察
を
経
て
、
基
本
権
保
護
義
務
論
を
基
礎
に
私
人
間
効
力
論
を
再
構
成
す
る
方
法
の
検
討
に
入
る
。
こ
こ
で
ま
ず
、

相
互
に
接
近
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
る
従
来
の
直
接
効
力
説
と
間
接
効
力
説
の
違
い
を
押
さ
え
た
上
で
、
そ
の
両
者
と
の
自
説
の
違
い
を
説

明
す
る
。
従
来
の
間
接
効
力
説
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
も
し
「
ご
く
例
外
的
な
場
合
に
か
ぎ
り
義
務
違
反
が
生
じ
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ

れ
る
な
ら
、
そ
の
法
的
実
践
性
を
大
幅
に
喪
失
」
し
、
「
実
質
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、
従
来
の
間
接
効
力
説
と
の
相
違
は
あ
い
ま
い

に
な
る
で
あ
ろ
う
」
が
、
「
形
式
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
み
れ
ば
、
」
第
一
に
「
な
ぜ
『
意
味
充
填
」
が
必
要
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ

の
理
由
を
呈
示
で
き
る
こ
と
」
、
第
二
に
「
民
事
裁
判
所
に
よ
る
、
私
法
規
定
の
基
本
権
適
合
的
解
釈
の
任
務
を
呈
示
で
き
る
こ
と
」
、
第

三
に
「
裁
判
所
が
利
用
す
べ
き
、
基
本
権
保
護
に
寄
与
し
う
る
、

明
・
分
類
を
提
供
す
る
こ
と
」
、
第
四
に
「
私
人
間
効
力
論
を
、
国
家
（
民
事
裁
判
所
）
ー
個
人
の
法
的
問
題
と
し
て
把
握
で
き
る
こ
と
」

(221) 

を
「
そ
の
理
論
的
価
値
と
し
て
」
考
え
て
い
る
。

次
に
従
来
の
直
接
効
力
説
と
自
説
の
違
い
に
つ
い
て
、
松
原
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
確
か
に
自
説
は
、
「
一
定
の
条
項
に
つ
い
て

例
外
的
な
直
接
効
力
を
承
認
す
る
な
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
で
直
接
効
力
説
へ
と
接
近
す
る
」
が
、
「
私
人
に
よ
る
基
本
権
法
益
の
侵
害
に
対

(222) 

し
て
は
、
（
右
の
例
外
を
の
ぞ
く
と
）
防
禦
権
の
適
用
を
み
と
め
な
い
の
で
、
」
直
接
効
力
説
と
は
区
別
さ
れ
る
。
ま
た
、
利
益
衡
量
は
直
接

効
力
説
の
よ
う
に
「
憲
法
レ
ヴ
ェ
ル
に
位
置
す
る
」
こ
と
は
な
く
、
「
憲
法
上
の
義
務
（
場
合
に
よ
っ
て
は
権
利
）
に
む
す
び
つ
い
て
は
い

関
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か
が
注
目
さ
れ
る
。

る
も
の
の
、
私
法
解
釈
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
点
や
、
「
公
法
・
私
法
の
峻
別
の
点
で
も
、
」
「
私
法
上
の
行
為
を
私
法
規
定

(223) 

に
拠
る
こ
と
な
く
無
効
と
す
る
」
直
接
効
力
説
と
は
異
な
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
点
に
注
意
し
つ
つ
、
松
原
は
、
従
来
の
何
れ
の
説
と
も
異
な
る
自
説
の
輪
郭
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
基

本
権
保
護
義
務
を
基
礎
づ
け
る
が
、
そ
の
条
文
上
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
―
―
―
一
条
の
前
段
の
「
個
人
の
尊
重
」
を
ど
う
解
す

る
か
、
な
ど
が
論
点
に
な
る
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。
次
に
、
私
法
に
よ
る
保
護
に
関
し
て
は
、
そ
の
第
一
次
的
任
務
は
立
法
者
で
あ
り
、
ニ

次
的
に
は
民
事
裁
判
官
が
定
立
さ
れ
た
私
法
を
基
本
権
適
合
的
に
解
釈
・
適
用
す
る
方
式
に
よ
っ
て
な
す
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に

よ
り
い
わ
ゆ
る
私
人
間
効
力
論
の
問
題
は
「
国
家
（
民
事
裁
判
所
）
ー
個
人
の
法
的
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
と
主
張
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
原
則
規
範
た
る
「
原
理
と
し
て
の
基
本
権
」
に
反
す
る
私
法
の
定
立
・
解
釈
・
適
用
に
よ
る
保
護
が
基
本
権
保
護
義

務
違
反
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
予
言
す
る
。
直
接
効
力
を
認
め
る
条
文
は
あ
り
得
る
が
、
こ
の
基
本
権
は
日
本
国
憲
法
上
ど
れ
で

（四）

あ
る
か
が
問
題
に
な
る
の
だ
、
と
付
け
加
え
て
も
い
る
。

松
原
は
、
従
来
の
諸
説
、
特
に
通
説
は
必
ず
し
も
ド
イ
ツ
的
枠
組
と
も
異
な
る
学
説
で
あ
っ
た
と
い
う
鋭
い
指
摘
の
後
、
最
終
的
に
、

私
人
間
効
力
の
問
題
が
国
家
に
よ
る
侵
害
者
私
人
の
権
利
制
限
の
問
題
だ
と
す
る
点
は
、
や
は
り
比
較
的
新
し
い
理
解
に
立
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
松
原
は
こ
こ
で
ド
イ
ツ
の
基
本
権
保
護
義
務
論
を
参
考
に
し
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
立
場
に
対
し
て
は
、
同
様
に
基

本
権
保
護
義
務
論
に
立
つ
小
山
へ
の
批
判
と
共
通
の
批
判
が
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
即
ち
、
基
本
権
保
護
義
務
が
持
つ
理
論
的
な
問

題
点
へ
の
批
判
、
日
本
国
憲
法
上
そ
れ
が
導
き
出
せ
る
か
と
い
う
批
判
が
、
松
原
説
に
も
当
て
は
ま
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
ど
う
回
答
す
る
の

但
し
、
小
山
が
自
ら
の
説
を
、
従
来
の
意
味
と
は
異
な
る
が
、
徹
底
し
て
間
接
効
力
説
で
あ
る
と
し
た
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、
松
原
の
立
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曰
場
は
な
お
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
憲
法
論
と
し
て
比
較
衡
量
を
避
け
よ
う
と
す
る
点
は
、
藤
井
が
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
の

憲
法
学
説
を
引
き
継
い
だ
も
の
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
し
、
条
文
に
よ
っ
て
は
直
接
効
力
が
あ
る
と
す
る
点
も
従
来
の
通
説
と
同
様
の

よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
規
定
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
無
効
力
の
条
文
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
内
包
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
以

上
の
よ
う
な
、
保
護
義
務
論
の
帰
結
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
点
に
つ
い
て
も
果
た
し
て
説
得
的
な
展
開
が
な
さ
れ
る
か
、
な
お
不
明
で

あ
る
。
松
原
説
が
小
山
説
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
、
結
論
に
お
い
て
異
な
る
ケ
ー
ス
は
あ
る
の
か
、
学
説
と
し
て
ど
の
よ
う
に
分
類
し

て
よ
い
か
な
ど
は
、
現
時
点
で
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。
特
に
、
同
じ
基
本
権
保
護
義
務
論
に
立
ち
な
が
ら
、
小
山
説
と
異
な

る
結
論
に
達
し
た
の
が
何
故
か
に
つ
い
て
、
更
な
る
論
の
展
開
を
待
ち
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

棟
居
快
行
説

さ
て
、
新
傾
向
の
端
緒
と
な
っ
た
棟
居
説
を
い
よ
い
よ
採
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
棟
居
は
ま
ず
そ
れ
ま
で
の
学
説
動
向
を
要
約
し
、

「
一
方
で
間
接
適
用
説
が
支
持
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
一
般
理
論
は
具
体
的
事
例
の
解
決
に
さ
し
て
有
益
で
な
い
、
と
解

か
れ
る
傾
向
に
あ
る
」
と
し
、
し
か
し
そ
れ
は
、
「
憲
法
上
の
人
権
規
定
が
私
人
間
の
人
権
侵
犯
事
件
に
具
体
的
に
適
用
可
能
な
法
規
範

(225) 

で
あ
る
か
否
か
、
を
め
ぐ
る
」
「
当
初
の
議
論
の
地
平
か
ら
そ
れ
て
し
ま
っ
た
」
の
だ
と
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
問
題
の
出

（磁）

発
点
そ
の
も
の
が
「
曖
昧
な
い
し
多
義
的
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
論
点
整
理
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
一
に
「
だ
れ
が
私
人
間

で
人
権
規
定
を
適
用
し
う
る
の
か
、
と
い
う
適
用
権
限
の
問
題
」
、
第
二
に
「
人
権
規
定
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
当
事
者
の
間
で
妥
当
す

る
の
か
、
と
い
う
当
事
者
の
主
観
的
範
囲
の
問
題
」
、
第
三
に
「
私
人
間
で
適
用
さ
れ
る
人
権
規
定
は
ど
の
よ
う
な
実
体
内
容
を
有
す
る

も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
実
体
法
理
の
問
題
」
、
第
四
に
「
私
人
間
で
の
人
権
侵
害
に
対
し
て
、
人
権
規
定
は
ど
の
よ
う
な
救

関

法
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（四）

済
を
与
え
う
る
の
か
、
と
い
う
救
済
方
法
の
問
題
」
に
分
け
て
議
論
を
進
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

な
適
用
権
限
の
所
在
を
明
示
せ
ず
、

―
―
五

第
一
の
点
に
つ
い
て
棟
居
は
、
「
も
っ
ぱ
ら
裁
判
官
に
よ
る
」
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
諸
学
説
は
「
こ
の
よ
う

一
般
的
観
点
か
ら
の
み
論
じ
」
て
き
た
と
述
べ
て
い
な
。
と
こ
ろ
が
少
な
く
と
も
「
間
接
効
力
説
は
、

同
説
が
民
法
九
0
条
を
媒
介
項
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
以
上
、
適
用
主
体
と
し
て
当
然
に
裁
判
官
の
み
を
想
定
し
て
い
る
は
ず
」
だ

(229) 

が
、
通
説
に
は
誤
解
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
裁
判
所
の
判
決
を
侵
害
行
政
と
同
一
視
し
、
第
一
次
適
用
権
限
を
立
法
者
に
専
属
さ
せ
る
も

(230) 

と
解
し
て
き
た
傾
向
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
直
接
適
用
説
は
、
そ
も
そ
も
適
用
主
体
の
問
題
を
意
識
し
て
い
な

(232) 

し
」
と
言
え
、
両
説
の
対
立
は
第
一
次
的
な
適
用
主
体
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
の
だ
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

（選）

こ
の
点
に
つ
い
て
棟
居
は
、
直
接
適
用
説
が
自
由
の
本
質
を
変
質
さ
せ
て
し
ま
う
点
、
民
主
的
立
法
が
裁
判
所
で
容
易
に
無
視
さ
れ
る

（

磁

）

（

234）

こ
と
に
な
る
点
に
批
判
が
あ
る
こ
と
を
検
討
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
直
接
適
用
説
が
な
ん
と
か
解
答
可
能
に
見
え
る
の
に
対
し
て
、
間
接
適

用
説
が
「
裁
判
所
が
私
的
自
治
の
侵
害
者
と
し
て
、
私
人
間
適
用
を
行
う
」
と
い
う
提
示
す
る
筈
の
解
答
に
対
す
る
対
応
を
十
分
行
っ
て

（蕊）

い
な
い
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
場
面
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
直
接
適
用
説
は
侵
害
主
体
が
国
家
権
力
で
あ
る
と
社
会
的
権
力
で
あ
る
と
を
区
別
せ
ず
、
ま
た

（

澤

）

侵
害
態
様
が
契
約
的
侵
害
と
事
実
的
侵
害
で
あ
る
と
を
区
別
」
し
な
し
の
に
対
し
、
「
間
接
効
力
説
は
」
「
少
な
く
と
も
法
的
に
は
対
等
な

契
約
当
事
者
に
よ
る
契
約
的
侵
害
に
対
し
て
、
民
法
九
0
条
を
媒
介
と
す
る
間
接
適
用
を
唱
え
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
両
説
は
「
想
定
す

(237) 

る
私
人
間
適
用
の
『
場
面
』
が
ズ
レ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
「
直
接
適
用
説
が
社
会
的
権
力
に
よ
る
事
実
的
侵
害
、
間
接
適
用
説
が
対
等
の
私
人
間
で
の
契
約
的
侵
害
、
と
い
う

棲
み
分
け
を
は
か
る
並
存
説
が
安
易
に
考
え
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
が
、
「
私
人
間
適
用
は
」
「
国
法
に
よ
る
基
本
権
侵
害
の
み
」
と
い
う
学
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（磁）

説
な
ど
を
考
え
る
こ
と
で
深
め
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
と
、
棟
居
は
述
べ
て
い
る
。

(-――
1
0
八）

更
に
第
三
の
、
内
容
に
関
し
て
は
、
棟
居
は
ド
イ
ツ
と
日
本
と
を
分
け
て
分
析
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
両
説
の
違
い
は
、
「
私
人
間

『
適
用
』
の
内
容
と
し
て
、
間
接
適
用
説
は
『
価
値
体
系
』
を
、
こ
れ
に
対
し
て
直
接
適
用
説
は
、
「
実
定
的
権
利
』
を
想
定
し
て
い
る

こ
と
」
と
、
「
間
接
適
用
説
」
が
「
私
的
自
治
を
価
値
と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
把
握
」
す
る
の
に
対
し
て
「
直
接
適
用
説
は
私
的
自

治
を
、
も
っ
ぱ
ら
当
事
者
間
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
一
方
的
に
実
定
基
本
権
規
定
自
身
が
認
め
た
侵
害
権
限
11
契
約
自
由
と
し
て
」
「
侵
害
者
側

（碑）

の
主
観
的
権
利
と
し
て
、
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
と
ら
え
」
て
い
る
点
に
あ
る
と
す
る
。

ド
イ
ツ
の
間
接
適
用
説
と
比
べ
る
と
芦
部
信
喜
説
は
、
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
個
別
条
項
で
あ
る
こ
と
、
「
価
値
・
請
求
権
二
分

論
」
を
明
示
的
に
採
用
し
て
い
な
い
こ
と
、
「
対
国
家
的
防
禦
権
と
し
て
の
人
権
」
と
い
う
歴
史
的
淵
源
を
そ
の
根
拠
と
し
て
援
用
し
て

（加）

い
る
こ
と
、
私
的
自
治
の
原
則
の
解
釈
上
の
根
拠
が
も
う
―
つ
は
っ
き
り
し
な
い
な
ど
の
点
で
異
な
り
、
「
個
別
具
体
的
基
本
権
と
、
基

(241) 

本
権
と
し
て
の
私
的
自
治
と
の
事
例
ご
と
の
衡
量
を
、
私
人
間
適
用
の
「
内
容
』
と
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
と
棟
居
は
述
べ
て
い
る
。

(242) 

次
に
直
接
適
用
説
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
中
で
「
客
観
的
法
規
範
直
接
効
力
説
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
様
々
の
点
で
問
題
が
あ
り
、
残
る
、

「
間
接
適
用
説
に
対
す
る
プ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
」
を
主
眼
と
す
る
「
公
法
的
・
社
会
法
的
第
三
者
効
力
説
」
も
、
個
別
的

(243) 

基
本
権
を
や
は
り
適
用
対
象
に
含
む
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
結
果
、
直
接
・
間
接
効
力
説
は
共
に
「
個
別
的
基
本
権
と
基
本
権
と
し

（加）

て
の
私
的
自
治
（
契
約
自
由
）
を
憲
法
レ
ヴ
ェ
ル
で
対
抗
さ
せ
る
、
と
い
う
点
で
は
む
し
ろ
近
接
し
」
、
か
え
っ
て
「
両
説
の
本
質
的
対
立

(245) 

点
が
う
か
び
あ
が
」
り
難
く
な
っ
て
い
た
と
棟
居
は
分
析
す
る
の
で
あ
る
。

自
由
権
に
つ
い
て
も
、
そ
の
本
質
保
障
部
分
に
つ
い
て
は
、
「
当
該
利
益
の
侵
害
が
万
人
に
対
し
禁
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
護

（加）

を
国
家
に
請
求
し
う
る
と
い
う
『
保
護
請
求
権
」
が
備
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
と
棟
居
は
述
べ
る
。
そ
し
て
、
契
約
的
侵

関

法
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七

害
の
ケ
ー
ス
で
は
、
国
家
は
、
自
由
を
許
容
す
る
不
作
為
義
務
と
権
利
保
護
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
作
為
義
務
の
義
務
の
間
に
挟
ま

（
加
）

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
裁
判
官
は
権
利
対
自
由
が
争
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
は
、
「
保
護
請
求
権
が
付
加
さ
れ
て
い
る
と
い
う
規

(218) 

範
形
式
の
み
に
も
と
づ
い
て
、
『
権
利
』
の
側
に
軍
配
を
あ
げ
る
べ
き
」
こ
と
に
な
る
と
言
う
。
こ
れ
に
対
し
て
権
利
対
権
利
の
場
合
は

問
題
で
あ
る
が
、
裁
判
官
は
「
自
ら
が
法
規
範
の
創
造
者
や
原
理
の
審
判
官
と
な
る
こ
と
を
極
力
回
避
す
べ
き
で
あ
」
り
、
「
立
法
者
の

(249) 

憲
法
的
価
値
衡
量
に
そ
の
ま
ま
従
う
べ
き
で
あ
」
る
と
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
、
非
契
約
的
・
事
実
的
侵
害
の
場
面
で
も
、
同
様
の
処
理

（
邸
）

が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
主
体
や
場
面
の
問
題
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が

(251) 

で
き
る
と
も
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
の
救
済
方
法
の
点
で
は
、
本
来
両
説
の
対
立
は
「
司
法
的
救
済
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
」
「
憲
法
上
の
基
本
権
に
実
体
権
か
つ
訴
権
と
し

涵）

て
の
自
己
回
復
カ
・
自
己
貫
徹
力
を
認
め
る
立
場
（
直
接
適
用
説
）
と
認
め
な
い
立
場
（
間
接
適
用
説
）
と
の
対
立
を
、
意
味
す
る
は
ず
」

で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
両
説
と
も
に
民
事
上
の
実
体
権
な
い
し
実
体
法
を
ベ
ー
ス
と
し
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
訴
権
な
り
救
済
法
理

を
引
き
出
す
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
」
お
り
、
「
そ
の
か
ぎ
り
で
両
説
は
、
自
覚
的
に
有
意
味
な
対
立
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は

（咆
な
し
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
憲
法
裁
判
所
制
度
を
有
さ
な
い
日
本
で
は
、
そ
れ
が
超
上
級
審
化
し
な
い
た
め
に
ド
イ
ツ
で
間
接
効
力

説
が
唱
え
ら
れ
た
事
情
は
差
し
引
い
て
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
、
憲
法
異
議
に
代
わ
る
実
効
的
人
権
救
済
方
法
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な

（
磁
）

か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
点
は
日
本
で
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
し
た
。

棟
居
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
「
控
え
目
に
見
積
も
っ
て
も
間
接
適
用
説
の
直
接
適
用
説
に
対
す
る
決
定
的
な
ア
ド
ヴ
ァ
ン
テ
ー
ジ

を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
」
ず
、
寧
ろ
「
直
接
効
力
説
の
最
後
の
障
害
は
、
人
権
を
実
体
権
と
し
て
私
人
に
よ
る
侵
害
行
為
の
違
憲
無
効

（
蕊
）

や
妨
害
排
除
を
訴
求
し
う
る
か
と
い
う
、
テ
ク
ニ
カ
ル
な
課
題
の
み
で
あ
る
」
と
す
ら
述
べ
る
。
そ
こ
で
棟
居
は
、
「
人
権
を
そ
れ
自
体

第
三
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の
新
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（
ニ
・
完
）

（一三
0
九）



（
一
三
一

0
)

―
―
八

(256) 

訴
権
性
を
有
す
る
執
行
可
能
な
権
利
と
し
て
構
成
」
す
る
「
基
本
権
訴
訟
」
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。
直
接
効
力
説
と
は
「
真
正
基
本
権

訴
訟
」
ま
で
も
認
め
る
立
場
、
間
接
効
力
説
と
は
、
こ
の
う
ち
せ
い
ぜ
い
「
不
真
正
基
本
権
訴
訟
」
し
か
認
め
な
い
も
の
と
言
い
換
え
ら

（包

れ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
、
私
人
間
効
力
論
の
再
構
成
を
行
っ
た
棟
居
は
、
こ
の
問
題
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
三
菱

樹
脂
事
件
に
そ
れ
を
適
用
し
な
が
ら
、
そ
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
く
。
ま
ず
主
体
の
問
題
と
し
て
は
、
裁
判
所
が
「
人
権
そ
れ
自
体
を

(258) 

―
つ
の
法
と
し
て
、
私
人
間
に
適
用
で
き
る
」
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
に
適
用
の
問
題
と
し
て
は
、
「
国
家
が
侵
害
者
・
被
侵
害
者
の
双

方
に
自
由
を
認
め
、
そ
の
任
意
の
（
不
）
行
使
を
各
人
に
許
容
し
て
い
る
事
態
を
、
私
人
間
で
の
許
容
規
範
の
並
存
（
抵
触
で
は
な
い
）
と

み
れ
ば
よ
」
＜
、
「
私
人
対
私
人
と
い
う
三
角
形
の
底
辺
を
舞
台
に
生
じ
て
い
る
」
問
題
を
、
決
し
て
「
単
純
に
国
家
対
市
民
の
関
係
に

（澤）

戻
」
せ
ば
よ
い
と
も
考
え
て
い
な
し
。
内
容
の
問
題
と
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
権
利
」
か
「
自
由
」
か
で
議
論
を
分
け
、
方
法
の
点

(260) 

で
は
基
本
権
訴
訟
を
再
度
提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

棟
居
の
立
場
は
、
直
接
効
力
説
か
間
接
効
力
説
か
で
割
り
切
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
の
立
場
の
評
価
が
難
し
い
こ
と
は
、
従
来
の
通
説

が
、
そ
れ
ら
を
内
包
し
な
が
ら
、
場
面
場
面
で
使
い
分
け
を
し
て
い
た
こ
と
と
も
異
な
る
。
寧
ろ
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
間
接

効
力
説
を
基
調
と
す
る
通
説
に
は
厳
し
い
論
評
が
目
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
棟
居
説
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ま
で
の
論
争
を
よ
り
深
め
て
、

果
た
し
て
そ
の
区
分
が
意
味
が
あ
っ
た
の
か
、
論
争
そ
の
も
の
の
土
俵
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
問
う
よ
う
な
根
元
的
な
問
題
提
起
を
出
発

点
と
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
ま
で
の
学
説
分
類
の
枠
組
が
使
用
不
能
に
な
っ
て
い
る
、
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

だ
か
ら
こ
そ
棟
居
説
は
、
第
三
者
効
力
論
の
論
争
の
中
で
時
代
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
に
相
応
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
国
家
を

含
む
三
面
構
造
と
い
う
理
解
は
、
基
本
的
に
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
多
く
の
新
傾
向
の
学
説
の
中
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
な
お
も
不
明
な
点
な
の
で
あ
る
。

鮮
で
大
き
な
憲
法
問
題
を
提
起
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

――九

し
か
も
、
実
体
の
解
決
に
拘
泥
し
て
い
た
従
来
の
学
説
を
超
え
て
、
手
続
法
の
欠
鋏
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
私
人
間
効
力
論
争
に
新
た
な

地
平
を
開
き
、
行
政
事
件
訴
訟
法
が
必
ず
し
も
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
十
分
保
障
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
な
問
題
と
つ
な
が
る
、
新

そ
の
上
で
あ
え
て
指
摘
す
べ
き
点
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
分
析
的
な
棟
居
説
が
、
な
お
明
快
な
総
論
的
解
答

を
示
し
て
い
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
棟
居
理
論
を
実
際
に
適
用
し
た
と
き
ど
う
な
る
の
か
が
、
こ
こ
ま
で
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(261) 

「
核
心
領
域
」
や
「
本
質
的
内
容
」
な
ど
の
意
味
が
未
確
定
的
だ
と
の
批
評
も
あ
る
。
他
方
、
三
菱
樹
脂
事
件
へ
の
適
用
の
中
で
棟
居
が

(262) 

示
し
た
解
答
は
極
め
て
明
快
で
あ
り
、
「
複
雑
な
『
基
準
」
は
ほ
と
ん
ど
結
論
そ
の
も
の
」
だ
と
す
る
指
摘
も
あ
る
。
こ
の
批
判
は
、
棟

居
説
は
棟
居
自
身
に
し
か
運
用
で
き
ず
、
裁
判
所
で
適
切
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
難
し
い
、
と
い
う
よ
う
に
も
解
せ
る
。
そ
し
て
棟
居
説

の
言
う
よ
う
に
、
裁
判
官
の
比
較
衡
量
を
禁
じ
て
結
論
を
拘
束
す
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
憲
法
解
釈
か
ら
ど
こ
ま
で
可
能
な
の
か
は
疑
問

(263) 

で
も
あ
る
。
加
え
て
、
棟
居
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
自
由
」
の
問
題
と
は
、
憲
法
が
保
障
し
て
い
な
い
も
の
と
い
う
に
等
し
く
、
そ
も
そ
も

そ
こ
に
憲
法
問
題
が
発
生
し
な
い
筈
で
あ
り
、
問
題
は
棟
居
説
の
言
う
「
権
利
」
同
士
の
衝
突
の
場
面
に
限
定
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な

（磁）

い
か
、
と
の
疑
問
が
生
じ
よ
う
。
で
は
、
「
権
利
」
同
士
の
衝
突
の
場
面
で
果
た
し
て
裁
判
官
は
自
動
的
な
結
論
を
引
き
出
せ
る
の
か
、

そ
の
た
め
に
は
人
権
の
序
列
化
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
或
い
は
別
の
形
で
の
人
権
と
場
面
等
の
詳
細
な
分
類
が
な
さ
れ
て
い
な

棟
居
は
、
裁
判
所
に
よ
る
利
益
衡
量
を
排
し
、
「
権
利
」
と
「
自
由
」
の
優
劣
に
関
す
る
判
断
枠
組
で
判
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ

（蕊）

れ
は
、
裁
判
所
を
な
る
べ
く
価
値
創
造
の
法
廷
と
せ
ず
、
問
題
を
形
式
的
に
処
理
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の

点
に
関
し
て
は
、
あ
る
権
利
が
私
人
間
に
お
け
る
許
容
規
範
の
み
が
認
め
ら
れ
、
他
の
権
利
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
外
に
も
保
護
請
求
権
が

第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀
（
ニ
・
完
）
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認
め
ら
れ
る
根
拠
、
そ
し
て
「
自
由
」
の
本
質
保
障
部
分
が
保
護
請
求
権
に
転
化
す
る
こ
と
の
根
拠
は
さ
ほ
ど
明
快
で
は
な
い
と
い
う
批

（廊）判
も
あ
る
。
「
権
利
」
と
「
自
由
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
認
定
を
ど
う
行
う
の
か
が
棟
居
説
で
は
定
ま
ら
な
い
た
め
、
こ
の
点
に
裁
判
官

に
よ
る
か
な
り
自
由
な
法
創
造
的
な
活
動
を
黙
認
し
、
実
は
尻
抜
け
を
許
し
て
い
る
と
い
う
感
触
も
な
く
は
な
い
。
ま
た
、
「
権
利
」
と

「
自
由
」
の
優
劣
で
こ
と
を
決
着
さ
せ
る
こ
と
は
結
局
、
私
的
自
治
の
否
定
に
な
ら
な
い
か
、
疑
問
も
残
る
。
ま
た
、
通
常
の
契
約
が
憲

法
上
は
経
済
的
自
由
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
た
め
、
憲
法
と
無
関
係
の
「
自
由
」
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
そ
う
そ
う
あ
り
得
な
い
こ

と
を
考
え
る
と
、
実
際
に
は
ほ
ぼ
毎
度
、
「
権
利
」
同
士
の
難
し
い
衡
量
に
頭
を
悩
ま
す
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
立
法
者

の
憲
法
的
価
値
衡
量
に
そ
の
ま
ま
従
う
べ
き
」
と
言
い
切
っ
て
し
ま
え
ば
、
逆
に
憲
法
の
存
在
価
値
が
希
薄
に
な
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を

感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
憲
法
論
と
し
て
、
通
常
の
場
面
と
は
異
な
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
言
質
を
残
し
て
し
ま
っ

て
よ
い
の
か
、
不
安
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
藤
井
の
度
重
な
る
指
摘
は
当
た
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
点
も
、
棟
居
説
の
全
体
像
が
な
お
焦

点
を
結
ば
な
い
と
こ
ろ
か
ら
来
る
、
疑
問
と
し
て
提
示
さ
れ
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

棟
居
は
最
後
に
基
本
権
訴
訟
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
す
る
。
「
訴
訟
法
の
留
保
」
が
現
在
も
続
い
て
お
り
、
訴
訟
要
件
・
訴
訟
類
型
が

専
ら
実
定
訴
訟
法
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
憲
法
上
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
も
救
済
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

(267) 
る
。
し
か
し
続
け
て
、
「
個
別
具
体
的
基
本
権
お
よ
び
『
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
の
憲
法
解
釈
を
通
じ
て
、
出
訴
適
格
お
よ
び
判
決
形
式

(268) 

の
あ
り
方
が
得
ら
れ
る
は
ず
」
で
あ
り
、
憲
法
自
身
が
訴
訟
類
型
を
補
填
し
た
り
、
全
く
新
し
い
訴
訟
類
型
を
主
観
訴
訟
の
一
っ
と
し
て

(269) 

創
造
す
る
力
を
有
し
て
い
る
の
だ
と
提
言
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
議
論
は
、
前
述
の
よ
う
に
新
し
く
鋭
い
指
摘
で
あ
り
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
反
論
の
余
地
は
な
い
。
法
律
の
一
般
原
則
を
用
い
て
、

具
体
的
法
規
定
の
空
白
を
憲
法
原
則
が
埋
め
る
と
い
う
構
造
は
、
手
続
法
で
も
変
わ
ら
な
い
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
は
、
原
理
的
に
は
そ
の
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四）
通
り
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
は
発
展
し
て
い
け
ば
、
実
体
的
権
利
の
担
保
の
た
め
の
十
分
な
手
続

が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
憲
法
違
反
の
状
態
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
進
む
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
結
論
と
し
て
、
新
奇
な
訴
訟
手
続
や

全
く
新
し
い
行
政
審
判
機
関
の
設
立
を
引
き
出
す
こ
と
は
可
能
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
若
干
の
躊
躇
も
あ
る
。
精
神
的
自
由
な
ど
に
関

(270) 

し
て
、
と
き
に
は
そ
こ
ま
で
の
要
請
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
請
求
権
的
権
利
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
般
的
に

(271) 

は
救
済
法
の
整
備
は
立
法
裁
量
が
広
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
面
も
あ
ろ
う
し
、
憲
法
七
七
条
の
最
高
裁
の
規
則
制
定
権
の
解
釈
問
題
も

考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
こ
の
議
論
が
有
効
に
働
く
場
面
は
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
私
人
間
で
憲
法
上
の
手
続
的
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
に
類
す
る
法
的
評
価
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面

は
、
結
社
の
自
由
や
そ
れ
に
伴
う
内
部
自
治
の
前
に
、
限
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た

(m) 

い
の
で
あ
る
。

戸
松
秀
典
説

戸
松
秀
典
は
憲
法
訴
訟
論
を
論
じ
る
中
で
、
私
人
間
紛
争
に
お
け
る
憲
法
問
題
を
採
り
上
げ
、
こ
れ
ま
で
の
私
人
間
効
力
論
か
ら
の
脱

却
を
や
は
り
提
唱
し
て
い
る
。
こ
の
文
脈
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
戸
松
は
、
私
人
間
効
力
の
問
題
を
裁
判
所
で
の
問
題
で
あ
る
、
ま
た
は

そ
れ
が
こ
の
問
題
の
核
心
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
の
説
が
人
権
総
論
か
憲
法
総
論
の
問
題
と
し
て
第
三
者
効
力
論

を
論
じ
出
し
て
い
る
の
と
比
べ
、
戸
松
の
問
題
意
識
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

戸
松
は
、
従
来
の
無
効
力
説
の
よ
う
に
、
憲
法
規
定
は
私
人
間
に
つ
い
て
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
「
非
現
実
的
で
あ
り
、
ま

た
、
人
権
保
障
規
定
の
中
に
は
私
人
間
の
関
係
に
も
及
ん
だ
定
め
が
あ
る
か
ら
適
切
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て
無
効
力
説
的
立
場
を
切
り

第
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捨
て
な
が
ら
、
か
と
い
っ
て
「
従
来
の
学
説
の
よ
う
に
、
直
接
か
間
接
か
と
い
う
見
方
で
よ
い
も
の
か
、
疑
問
」
で
あ
る
と
論
じ
始
め
て

(

2

7

3

)

(
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7

1

)

 

い
る
。
私
人
間
訴
訟
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
憲
法
的
価
値
の
具
体
的
実
現
を
図
る
こ
と
は
よ
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
共
有
物
の
分
割
や
遺

(275) 

産
分
割
の
申
立
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
介
入
が
避
け
ら
れ
ず
、
と
き
に
は
法
務
大
臣
の
意
見
陳
述
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
と
き

(276) 

は
国
は
私
人
間
紛
争
へ
の
関
わ
り
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
国
が
私
人
と
し
て
行
為
し
た
事
例
や
、
国
等
に
対
す
る
損

害
賠
償
請
求
の
事
例
で
も
、
最
高
裁
は
憲
法
上
の
争
点
を
ど
う
処
理
す
る
か
に
つ
い
て
、
私
人
間
訴
訟
の
場
合
と
共
通
性
の
あ
る
対
応
を

(m) 

採
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
も
ま
た
憲
法
価
値
の
実
現
の
様
相
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
考
察
を
経
て
戸
松
は
、
以
下
の
よ
う
な
多
様
な
場
面
が
指
摘
で
き
る
た
め
、
直
接
効
力
か
間
接
効
力
か
と
い
う
見
方
は
や
は

り
狭
す
ぎ
る
と
断
じ
る
。
第
一
に
、
「
憲
法
の
人
権
保
障
規
定
の
趣
旨
を
具
体
的
に
実
現
し
た
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
の
違
反
を
主
張
す

る
と
き
」
に
は
、
憲
法
の
規
定
と
法
律
の
「
規
定
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
、
直
接
・
間
接
適
用
を
問
題
に
す
る
実
益
が

(278) 

な
い
」
。
第
二
に
、
「
私
人
間
の
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
法
律
の
規
定
が
憲
法
違
反
だ
と
主
張
さ
れ
る
と
き
」
は
、
「
裁
判
所
は
、
直
接
適

(279) 

用
・
間
接
適
用
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
憲
法
判
断
を
加
え
」
れ
ば
よ
い
。
第
三
に
、
契
約
違
反
な
ど
で
は
な
く
、
「
不
法
行
為
責
任

を
問
う
訴
訟
で
、
両
当
事
者
の
権
利
や
利
益
が
人
権
保
障
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
き
」
に
は
、
「
裁
判
所
は
、
」
両
当
事
者
の
憲
法
上
の
権

（咆

利
•
利
益
の
「
ど
ち
ら
を
保
護
す
べ
き
か
を
判
断
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
直
接
適
用
・
間
接
適
用
の
議
論
を
展
開
し
て
い
な
し
」
。
そ
し

(281) 

て
そ
の
際
に
差
止
め
を
裁
判
所
に
求
め
た
と
き
も
、
そ
れ
を
認
め
る
か
否
か
の
判
断
に
つ
い
て
同
様
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
以

外
に
民
法
九
0
条
が
登
場
す
る
事
例
や
、
国
が
当
事
者
の
一
方
で
あ
る
と
き
が
あ
る
の
で
あ
り
、
私
人
間
訴
訟
に
お
い
て
憲
法
規
定
に
関

(282) 

わ
る
主
張
が
さ
れ
る
場
合
は
様
々
で
あ
り
か
つ
裁
判
所
の
対
応
も
ま
ち
ま
ち
だ
と
総
括
す
る
。

(283) 

そ
こ
で
、
最
高
裁
は
ま
ず
「
私
人
間
紛
争
に
対
し
て
、
そ
れ
が
司
法
判
断
可
能
な
紛
争
か
否
か
を
選
別
す
る
」
の
だ
と
戸
松
は
述
べ
る
。
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即
ち
、
日
本
の
司
法
審
査
制
度
が
付
随
的
審
査
制
で
あ
る
以
上
、
事
件
争
訟
性
の
な
い
も
の
は
裁
判
所
が
採
り
上
げ
得
な
い
こ
と
の
ほ
か
、

函）

憲
法
解
釈
上
発
生
す
る
裁
量
や
自
律
、
内
部
行
為
、
そ
れ
に
統
治
行
為
論
等
に
よ
り
限
界
が
自
ず
と
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
ク
リ
ア
し
て
、
上
述
の
よ
う
に
多
様
な
事
例
に
お
い
て
行
わ
れ
る
司
法
審
査
が
「
一
見
し
て
、
何
か
一
定
の
、
あ
る
い
は
、
共
通

一
刀
両
断
的
解
法
を
否
定
す
る
の
で

し
た
裁
判
法
理
を
適
用
し
て
行
わ
れ
る
筋
合
い
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
て
、

(285) 

あ
る
。
し
か
し
、
「
純
粋
な
、
と
い
っ
て
よ
い
私
人
間
の
紛
争
で
あ
っ
て
も
、
法
秩
序
の
面
で
は
必
ず
憲
法
秩
序
の
下
に
あ
る
」
こ
と
は

確
実
な
の
で
、
「
そ
こ
で
適
用
さ
れ
る
法
令
の
合
憲
性
が
問
わ
れ
、
裁
判
所
が
そ
の
争
点
に
加
え
ず
し
て
解
決
で
き
な
い
と
考
え
た
と
き

函）

は
、
憲
法
論
議
が
展
開
さ
れ
た
裁
判
に
な
る
」
の
だ
と
言
う
。
こ
う
な
る
と
、
憲
法
事
案
と
な
る
か
は
、
当
事
者
が
主
張
す
る
か
否
か
、

裁
判
所
が
そ
れ
を
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
か
否
か
の
問
題
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
直
接
効
力
か
間
接
効
力
か
は
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
問
題
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
、
従
来
の
議
論
が
「
ド
イ
ツ
の
第
三
者
効
力
論
や
ア
メ
リ
カ
の
州
行
為
（
ス
テ
イ
ト
・

ア
ク
シ
ョ
ン
）
論
に
依
拠
し
て
論
議
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
」
が
、
「
日
本
国
憲
法
の
憲
法
秩
序
を
語
る
こ
こ
で
の
目
的
と
の
関
連
で
、
そ

(287) 

れ
ら
の
論
議
を
借
り
る
必
要
は
な
い
」
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
転
換
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
比
較
法
に
よ
っ
て
解
法
を
探
索

し
て
き
た
日
本
の
憲
法
学
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
や
や
衝
撃
的
な
ま
と
め
に
も
見
え
な
く
は
な
か
っ
た
。

戸
松
に
と
っ
て
は
、
棟
居
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
だ
れ
が
私
人
間
で
人
権
規
定
を
適
用
し
う
る
の
か
」
は
自
明
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少

な
く
と
も
、
裁
判
所
の
外
で
そ
れ
が
議
論
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
著
書
の
性
格
も
あ
っ
て
、
全
く
論
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
憲
法
規
定
と
法
律
規
定
の
関
係
か
ら
分
析
を
進
め
、
憲
法
が
一
定
の
結
論
を
暗
示
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
法
律
に
は
具
体
的
な

規
定
が
な
い
場
合
だ
け
が
裁
判
所
に
お
い
て
私
人
間
効
力
論
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
と
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
確
か

に
、
法
律
の
条
文
が
違
憲
で
あ
れ
ば
裁
判
所
は
そ
う
判
断
す
れ
ば
よ
く
、
合
憲
な
ら
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
だ
け
で
あ
る
。
憲
法
が
何
ら
の

第
一
二
者
効
力
論
の
新
世
紀
（
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指
示
を
し
て
い
な
い
場
合
は
そ
も
そ
も
憲
法
問
題
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
確
か
に
我
々
が
私
人
間
効
力
論
と
認
識
し
て
き
た
領

域
は
非
常
に
限
定
的
な
領
域
で
あ
る
と
い
う
指
摘
に
は
、
納
得
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

(288) 

そ
し
て
、
戸
松
は
最
高
裁
の
姿
勢
を
分
析
す
る
の
で
あ
る
が
、
木
下
と
は
全
く
異
な
り
、
現
状
を
前
提
に
理
論
を
組
み
立
て
る
姿
勢
が

非
常
に
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
高
裁
が
と
き
に
憲
法
問
題
と
し
、
と
き
に
そ
う
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
事
件
当
事
者
の
主
張
の
仕
方

と
、
当
該
裁
判
官
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
の
不
揃
い
は
寧
ろ
当
然
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
憲
法
裁
判
を
あ
く

ま
で
も
付
随
的
違
憲
審
査
と
し
て
徹
底
し
て
捉
え
、
憲
法
保
障
と
し
て
の
側
面
を
捨
象
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
当
事
者
が
主
張
し
な
い
憲

法
上
の
論
点
を
裁
判
官
が
職
権
で
採
り
上
げ
る
こ
と
は
寧
ろ
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
は
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
は

そ
の
よ
う
な
主
張
が
あ
っ
た
と
き
に
、
裁
判
所
が
憲
法
判
断
回
避
的
な
対
応
を
裁
量
で
で
き
る
か
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
裁
判
を
受
け
る

権
利
や
、
司
法
が
訴
訟
を
拒
否
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
大
き
な
問
題
で
も
あ
る
。
当
事
者
の
一
方
が
主
張
す
る
限
り
は
、
果
た

し
て
そ
れ
が
憲
法
の
発
動
さ
れ
る
場
面
か
ど
う
か
は
、
裁
判
所
が
必
然
的
に
判
断
を
明
ら
か
に
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
事
態
な
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
憲
法
判
断
回
避
が
で
き
る
場
面
は
、
憲
法
上
定
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
残
さ
れ
よ
う
。
も

し
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
、
裁
判
所
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
次
第
で
憲
法
を
発
動
し
て
裁
判
所
が
妥
当
だ
と
思
う
結
論
を
導
け
ば
よ
い

と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
の
支
配
の
観
点
か
ら
も
疑
問
が
生
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
で
は
な
く
、
も
し
憲
法
問
題
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
領
域
は
私
法
の
一
般
条
項
と
憲
法
規

定
の
解
釈
の
問
題
に
整
理
さ
れ
、
上
位
法
は
下
位
法
を
破
る
と
い
う
一
般
原
則
に
よ
り
、
裁
判
所
は
そ
の
難
問
を
解
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
非
常
に
抽
象
的
な
条
文
を
掛
け
合
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
の
場
面
は
、
確
か
に
憲
法
判
断
を

避
け
た
く
な
る
よ
う
な
、
難
問
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
私
法
の
一
般
規
定
か
ら
相
当
程
度
の
法
創
造
を
試

関
法
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国

総

括

―
二
五

み
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
問
題
は
か
え
っ
て
難
し
く
な
る
だ
け
だ
と
も
言
え
よ
う
。
後
は
こ
の
難
問
の
解
法
に
議
論
が
進

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
、
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
戸
松
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
裁
判
所
が
対
応
す
べ
き
か
、
事
例
を
挙
げ
て
論

じ
て
は
お
ら
ず
、
私
人
間
効
力
論
と
し
て
は
そ
の
説
の
全
貌
は
明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
な
い
。

自
由
権
を
対
私
人
に
対
し
て
も
説
く
が
故
に
、
個
人
の
自
由
は
憲
法
が
直
接
規
定
し
、
正
し
い
国
民
の
生
き
方
が
あ
る
か
の
よ
う
な
前

提
に
立
つ
直
接
効
力
説
と
、
自
由
権
は
あ
く
ま
で
も
対
国
家
的
人
権
と
す
る
が
た
め
、
個
人
の
自
由
は
ま
さ
に
憲
法
自
身
の
価
値
観
を
離

れ
て
自
由
な
も
の
と
し
て
あ
り
、
自
己
の
意
思
で
生
き
方
は
決
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
方
向
を
導
く
間
接
効
力
説
と
は
、
本
来
基
本
的
な
考

え
方
を
異
に
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
従
来
の
通
説
的
見
解
は
、
こ
の
両
者
を
、
論
者
に
よ
っ
て
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
使
い
分
け

(289) 

て
き
た
が
た
め
に
、
理
論
的
に
は
疑
問
の
多
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
従
来
の
通
説
は
、
不
法
行
為
な
ど
事
実
行
為
の
場
合
に
は

ア
メ
リ
カ
法
的
手
法
を
導
入
し
て
解
決
を
試
み
て
い
た
。
更
に
は
、
最
高
法
規
で
あ
る
憲
法
の
、
下
位
法
令
に
対
す
る
関
わ
り
方
が
、
下

位
法
令
が
「
公
」
の
秩
序
と
い
う
文
言
を
置
い
た
か
ど
う
か
で
決
定
さ
れ
る
と
き
の
も
お
か
し
な
話
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
理
論
的
統
一
性

(290) 

を
欠
い
て
い
た
感
触
は
否
め
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
挙
げ
た
比
較
的
最
近
の
学
説
は
、
従
来
の
学
説
の
、
と
も
す
れ
ば
結
果
重
視
と
も
言
わ
れ
か
ね
な
い
理
論
的
不
整
合
は
避
け
た

い
と
思
う
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
諸
学
説
は
、
決
し
て
従
来
の
三
学
説
の
混
在
の
よ
う
な
決
着
を
求
め
て

は
い
な
い
。
従
来
の
学
説
を
分
解
し
、
必
ず
し
も
従
来
の
枠
組
に
拘
ら
な
い
理
論
構
成
を
試
み
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
結
果

と
し
て
間
接
効
力
説
を
自
認
し
た
小
山
説
や
、
直
接
効
力
的
解
決
と
本
稿
で
は
分
類
し
た
藤
井
説
な
ど
に
も
共
通
し
て
言
え
る
点
な
の
で

第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀
（
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・
完
）
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あ
る
。
こ
こ
で
採
り
上
げ
た
四
説
は
相
対
的
に
中
性
的
性
格
が
強
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
と
も
言
え
よ
う
。

（
一
三
一
八
）

但
し
、
そ
の
方
向
性
は
四
者
四
様
と
し
か
形
容
で
き
な
い
。
雑
駁
に
言
え
ば
、
木
下
は
藤
井
に
、
松
原
は
小
山
に
近
い
も
の
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
棟
居
も
ま
た
ド
イ
ツ
法
的
発
想
に
立
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
独
自
性
は
強
い
。
戸
松
は
憲
法
訴
訟
論
の

観
点
か
ら
、
こ
の
問
題
に
別
角
度
か
ら
の
光
を
当
て
て
い
る
。
共
通
項
を
括
り
出
す
の
は
難
し
い
が
、
国
家
を
含
む
―
-
＿
面
構
造
の
理
解
と
、

こ
の
問
題
が
あ
く
ま
で
も
裁
判
所
で
の
法
解
釈
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
絞
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
学
説
群
を
見
て
み
る
と
、
従
来
の
直
接
効
力
説
の
よ
う
に
、
現
行
法
を
無
視
し
て
直
接
憲
法
か
ら
救
済
を
導
き
出

せ
る
と
す
る
理
解
は
、
殆
ど
跡
形
も
な
く
な
っ
た
こ
と
が
更
に
は
っ
き
り
す
る
。
逆
に
、
公
法
・
私
法
二
分
論
を
妙
に
引
き
ず
り
、
私
的

自
治
を
い
き
な
り
持
ち
出
し
て
、
憲
法
の
最
高
法
規
と
し
て
の
効
力
発
動
を
遠
慮
す
る
雰
囲
気
が
こ
れ
ま
で
の
学
説
に
は
や
や
も
す
る
と

見
ら
れ
た
が
、
近
時
そ
れ
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
言
え
よ
う
。
私
法
は
公
法
学
者
の
テ
リ
ト
リ
ー
で
は
な
い
し
憲
法
の
問
題
で
も
な
い
と

い
う
よ
う
な
誤
解
は
、
最
早
消
え
つ
つ
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
私
法
の
一
般
条
項
に
絡
ん
だ
第
三
者
効
力
の
問
題
は
憲
法
解
釈

の
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
は
ま
さ
に
藤
井
が
指
摘
し
た
よ
う
に
憲
法
学
の
射
程
な
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
に
決
定
力
が
あ
る
の
だ
と
す
る
共

(291) 

通
理
解
は
既
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
決
定
力
は
、
基
本
的
に
は
下
位
法
令
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
直
接
効
力
説
が

考
え
て
い
た
よ
う
な
、
侵
害
者
個
人
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
議
論
は
整
理
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
憲
法
学
界
の
法
体
系

理
解
が
あ
る
種
の
野
性
味
を
失
い
つ
つ
も
精
密
化
し
て
い
る
、
憲
法
学
が
普
通
の
法
解
釈
学
に
近
づ
い
て
い
る
現
れ
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
最
高
裁
に
対
す
る
批
判
も
、
憲
法
の
精
神
を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
タ
イ
プ
の
も
の
か
ら
、
法
理
論
的
な
矛
盾
を
突
い
た
り
一
貫

性
の
な
さ
を
批
判
す
る
も
の
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
、
そ
れ
は
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
比
較
的
最
近
の
学
説
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
整
理
し
た
上
で
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
き
た
が
、
最
後
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、

近
時
の
学
説
は
、
私
人
間
効
力
の
場
面
で
国
家
を
含
む
三
面
構
造
の
理
解
を
ほ
ぼ
共
通
認
識
に
し
て
い
る
が
、
通
説
に
従
い
、
憲
法
が

-292)
、

社
会
契
約
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
国
家
設
立
の
基
本
法
で
あ
る
な
ら
は
こ
の
理
解
は
寧
ろ
納
得
で
き
る
。
憲
法
は
国
家
を
規
律
す
る
も

の
な
の
か
、
市
民
的
合
意
の
最
高
文
書
な
の
か
は
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
両
方
の
性
格
を
兼
備
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
あ
り
得

函）

な
い
筈
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
、
後
者
と
理
解
す
る
こ
と
は
や
は
り
な
か
な
か
難
し
い
。
自
由
権
が
人
権
規
定
の
多
く
を
占
め
、

権
力
分
立
原
理
を
採
用
し
た
日
本
国
憲
法
と
合
致
し
な
い
ば
か
り
か
、
新
た
な
市
民
的
合
意
に
よ
っ
て
前
の
合
意
が
打
ち
破
ら
れ
る
と
解

す
る
こ
と
は
、
硬
性
憲
法
で
あ
る
こ
と
の
否
定
に
も
つ
な
が
ろ
う
。
そ
こ
で
や
は
り
通
説
の
よ
う
に
、
憲
法
は
国
家
の
内
部
を
規
律
し
、

そ
し
て
国
家
と
国
民
の
間
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
国
家
と
無
関
係
に
、
私
人
間
に
憲
法
上
の
権
利
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
こ
の
基
本
構
造
か
ら
し
て
、
原
則
と
し
て

誤
り
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
人
間
効
力
の
問
題
は
、
被
侵
害
者
が
裁
判
所
と
い
う
国
家
権
力
に
対
し
て
、
憲
法
解
釈
に
よ
っ
て
侵

害
者
の
自
由
を
制
限
す
る
よ
う
に
求
め
る
場
面
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
被
告
と
な
る
侵
害
者
を
勝
た
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
案
の
法
律
関

係
を
裁
判
所
が
基
本
的
に
は
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
原
告
の
被
侵
害
者
に
軍
配
を
上
げ
る
と
き
に
は
、

裁
判
所
は
そ
の
法
律
関
係
を
何
ら
か
の
意
味
で
覆
す
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
単
に
私
法
の
一
般
条
項
の
発
動
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ

ば
、
当
該
法
令
の
違
憲
判
断
の
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
の
一
っ
に
い
わ
ゆ
る
第
三
者
効
力
の
問
題
は
カ
ウ
ン
ト
で
き
る
筈
な

第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀
（
ニ
・
完
）

多
少
、
自
説
の
端
緒
を
提
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
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こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
国
家
権
力
の
中
で
も
裁
判
所
の
適
用
が
問
題
な
の
だ
と
す
る
認
識
に
賛
意
を
示
す
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
立
法

府
は
、
も
し
私
人
間
の
「
人
権
」
侵
害
を
救
済
し
た
け
れ
ば
具
体
的
な
立
法
に
及
べ
ば
よ
く
、
行
政
府
は
そ
れ
を
適
用
す
れ
ば
よ
い
。
具

体
的
な
立
法
が
な
く
て
も
、
包
括
的
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
行
政
庁
が
救
済
を
行
う
こ
と
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
意
味
で
も
立

法
に
よ
り
権
限
が
行
政
府
に
付
与
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
い
か
に
「
人
権
」
救
済
が
目
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
法
治
主
義
の
建
前
か
ら
し

て
行
政
府
に
は
法
創
造
力
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
立
法
府
に
「
人
権
」
救
済
法
を
制
定
す
る
義
務
は
、
松
井
説
が
暗

示
す
る
よ
う
に
勿
論
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
結
果
生
じ
る
立
法
の
不
作
為
に
基
づ
く
憲
法
訴
訟
も
、
最
終
的
に
は
裁
判
所
に
お
い
て
審

査
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
よ
っ
て
、
や
は
り
主
体
は
限
定
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
な
る
と
、
従
来
の
直
接
効
力
説
も
無
効
力
説
も
採
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
「
国
権
の
最
高
機
関
」
た
る

国
会
の
立
法
を
無
視
し
て
裁
判
所
が
憲
法
を
直
接
適
用
す
る
こ
と
は
不
可
解
で
あ
り
、
第
二
に
、
憲
法
制
定
権
者
が
憲
法
を
制
定
し
た
瞬

間
、
自
ら
の
自
由
が
な
く
な
る
か
の
よ
う
な
理
解
は
、
少
な
く
と
も
日
本
国
憲
法
の
解
釈
と
し
て
は
採
用
で
き
な
い
の
で
、
直
接
効
力
説

(295) 

は
否
定
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
私
法
分
野
で
あ
れ
ば
裁
判
所
に
よ
っ
て
覆
せ
な
い
と
す
る
理
解
は
、
憲
法
が
法
律
の
上
位
規
範
で
あ

る
と
い
う
基
本
構
造
を
崩
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
憲
法
八
一
条
の
意
味
を
没
却
す
る
結
果
に
な
る
た
め
、
採
用
で
き
な
い
。
私
法
の
規

定
を
裁
判
所
が
違
憲
と
判
断
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
枠
組
で
言
う
と
こ
ろ
の
無
効
力
説
的
な
結
論
は
あ
り
得
な
い
と

(296) 

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
多
少
言
い
換
え
て
み
た
い
。
本
来
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
民
法
典
や
商
法
典
な
ど
の
私
法
は
ま
た
国
家

法
な
の
で
あ
り
、
国
家
法
と
し
て
の
私
法
が
憲
法
の
拘
束
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
国
家
が

関
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の
で
あ
る
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い
る
事
例
と
異
な
る
点
と
な
ろ
う
。
要
す
る
に
、

な
い
限
り
、
原
則
に
戻
っ
て
問
題
を
処
理
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

―
二
九

（四）

関
与
す
る
限
り
、
私
法
関
係
に
お
い
て
も
そ
こ
に
憲
法
は
妥
当
し
、
憲
法
的
公
序
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
条

規
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
違
憲
無
効
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
と
き
違
憲
無
効
と
さ
れ
る
の
は
、
当
事
者
そ
の

も
の
や
当
事
者
の
行
為
で
は
な
い
。
当
該
法
令
で
あ
る
。
そ
の
条
規
を
当
該
事
案
に
適
用
し
た
こ
と
が
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
と
き
も
、
裁

判
所
は
当
事
者
そ
の
も
の
や
当
事
者
の
行
為
を
違
憲
的
と
述
べ
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
該
法
令
の
適
用
が
止
め
ら
れ
て
い
る
筈
な
の
で
あ

い
わ
ゆ
る
私
人
間
効
力
の
問
題
に
、
こ
の
関
係
を
当
て
は
め
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
示
し
た
通
常
の
憲
法
判
断
の
方
法
と
比
べ
れ
ば
、
直

接
効
力
説
も
無
効
力
説
が
、
極
め
て
特
殊
な
問
題
に
対
す
る
特
異
な
解
決
策
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
か
が
よ
く
わ
か
ろ
う
。
直
接
効
力

説
は
法
律
を
飛
び
越
え
て
憲
法
が
私
人
の
行
為
を
判
断
で
き
る
と
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
し
、
無
効
力
説
は
そ
も
そ
も
法
令
に
対
し
て
憲

法
が
評
価
を
下
せ
な
い
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
極
め
て
例
外
的
な
手
法
し
か
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
主
張
を
す

る
と
き
は
、
そ
の
説
に
相
当
の
立
証
責
任
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
特
段
の
事
情
が

私
人
間
効
力
の
問
題
が
通
常
の
場
面
と
異
な
る
の
は
、
憲
法
が
問
題
に
す
る
の
は
当
該
私
人
の
行
為
で
は
な
く
私
法
そ
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
と
き
に
、
そ
こ
で
対
象
と
な
っ
て
い
る
私
法
の
規
定
が
一
般
条
項
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
法
の
一
般
条
項
も

(298) 

法
律
で
あ
る
以
上
、
憲
法
の
下
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
は
憲
法
の
拘
束
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
理
論
上
は
一
般
条
項
が
法
令
違

憲
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
包
括
性
は
事
実
上
そ
の
よ
う
な
結
論
が
下
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
し
て
い
る
。
実

際
に
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
適
用
違
憲
、
部
分
違
憲
な
ど
の
可
能
性
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
が
、
具
体
的
条
項
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
て

第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀
（
ニ
・
完
）

一
般
条
項
も
ま
た
違
憲
的
に
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
ご
く
一
般
的
な
帰
結

る
。
通
常
裁
判
所
が
行
う
憲
法
判
断
と
は
、

一
般
的
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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が
そ
こ
に
は
あ
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
般
条
項
に
対
し
て
憲
法
が
そ
の
よ
う
に
関
与
す
る
事
例
を
、
第
三

者
効
力
論
で
あ
る
と
か
私
人
間
効
力
論
と
呼
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
憲
法
を
持
ち
出
し
た
と
こ
ろ
で
結
論
が
明
確
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
寧
ろ
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ

も
非
常
に
抽
象
的
な
憲
法
条
文
と
私
法
の
一
般
条
項
の
連
携
は
、
法
解
釈
に
お
け
る
最
終
手
段
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
結
論
を
予
想
す
る

(299) 

こ
と
は
難
し
い
こ
と
は
甘
受
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
般
条
項
の
適
用
範
囲
の
一
部
を
憲
法
が
制
約
し
、
結
果
と
し
て
あ
る
種
の
結
論
だ
け

を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
せ
い
ぜ
い
言
い
得
る
こ
と
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
決
し

て
憲
法
が
無
力
だ
と
い
う
こ
と
な
ど
で
は
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

-= 1
0
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一
般
条
項
の
適
用
範
囲
の
一
部
を
制
約
す
る
根
拠
と
し

(300) 

て
憲
法
の
包
括
的
基
本
権
を
持
ち
出
す
と
き
、
憲
法
の
決
定
力
は
一
層
弱
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
最
も
一
般
的
な
条
項
の
掛
け
合
わ
せ
に

よ
る
解
決
は
、
法
解
釈
に
お
い
て
は
最
終
手
段
の
最
た
る
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
私
人
間
効

力
問
題
に
お
い
て
も
、
ま
ず
は
憲
法
の
よ
り
具
体
的
な
規
定
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
、
ご
く
普
通
の
法
学
的
ル
ー
ル
か
ら
し
て
も
是

認
で
き
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
藤
井
説
も
特
に
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
そ
こ
で
は
衡
量
が
行
わ
れ
る
こ
と
は

(iWI) 

避
け
ら
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
但
し
そ
れ
は
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
、
裁
判
官
の
自
由
な
、
で
は
な
く
憲
法
準
則
に
則
っ
た
衡
量
で
あ
る
。

ま
た
棟
居
説
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
「
権
利
」
が
「
自
由
」
に
常
に
優
先
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
棟
居
の
枠
組
で
言
え
ば
、
「
権

利
」
の
と
き
は
裁
判
官
の
一
般
条
項
解
釈
の
裁
量
が
狭
ま
る
だ
け
と
い
う
説
明
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
憲
法
上
の
権
利
が
引
き
合

い
に
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
般
条
項
の
適
用
範
囲
が
狭
ま
っ
て
も
、
そ
の
残
余
部
分
か
ら
考
え
て
、
例
え
ば
公
序
良
俗
に
反
し
て
い

な
い
私
人
の
行
為
は
無
効
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
問
題
が
裁
判
所
に
お
け
る
一
般
的
な
憲
法
解
釈
の
延
長
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
戸
松
説
が
指
摘
し
か
か
っ
た
よ
う
に
、
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憲
法
訴
訟
論
の
様
々
な
成
果
は
普
通
に
妥
当
す
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
国
が
精
神
的
自
由
を
制
限
す
る
事

例
は
経
済
的
自
由
を
制
限
す
る
事
例
と
比
べ
違
憲
の
疑
い
が
濃
い
と
考
え
ら
れ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
後
者
に
比
べ
前
者
の
領
域

で
は
国
会
の
立
法
裁
量
が
本
来
的
に
狭
い
と
も
言
え
る
。
前
者
の
法
令
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
厳
格
に
判
断
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
さ
れ

(302) 

る
。
こ
の
よ
う
な
処
理
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
的
安
定
性
に
寄
与
し
な
い
、
予
測
可
能
性
が
乏
し
い
と
い
う
欠
点
は
、
通
常
の
憲
法
訴

訟
に
準
じ
る
程
度
ま
で
に
は
小
さ
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
私
人
間
効
力
の
場
面
で
も
、

為
を
許
容
し
な
い
よ
う
、
よ
り
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
う
で
あ
れ
ば
必
ず
当
該

行
為
を
無
効
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
指
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
よ
う
な
行
為
を
許
容
す
る
立
法
が
あ
れ
ば
、
果
た
し
て

そ
れ
は
違
憲
か
否
か
を
考
え
れ
ば
、
妥
当
な
結
論
は
導
き
易
か
ろ
う
。
三
菱
樹
脂
事
件
を
例
に
す
れ
ば
、
思
想
を
根
拠
に
解
雇
が
自
由
に

で
き
る
よ
う
な
法
文
が
あ
れ
ば
や
は
り
そ
れ
は
無
効
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
許
容
す
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
法
文
も
、
最
低
限
、
そ

れ
を
除
外
す
る
よ
う
に
合
憲
限
定
解
釈
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
抽
象
度
が
最
大
化
し
た
一
般
条
項
で
も

同
様
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
憲
法
的
視
点
か
ら
は
、
経
済
的
自
由
同
士
の
衝
突
と
評
価
で
き
る
事
案
で
私
人
間
効
力
が
議
論
さ
れ
な
か
っ

(303) t
こ
と
は
ご
く
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
分
野
で
は
違
憲
的
な
一
般
条
項
の
適
用
が
殆
ど
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の

分
野
で
の
判
例
が
純
粋
に
民
法
の
判
例
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
当
事
者
が
憲
法
違
反
を
提
起
し
な
か
っ
た
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
十
分
に
理

解
で
き
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
け
る
裁
判
所
に
よ
る
私
法
の
一
般
条
項
の
発
動
は
、
あ
く
ま
で
も
私
法
内

(304) 

在
的
な
理
念
の
実
現
の
た
め
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
違
憲
審
査
基
準
の
厳
格
度
の
高
い
権
利
同
士
の
衝
突
は
、

一
般
条
項
の
合
憲
的
適
用
範
囲
を
狭
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
極
端
な
場
合
、
そ
れ
は
ゼ
ロ
収
縮
す
る
こ
と
も
な
い
と
は
言
え
な
い
。

第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀
（
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・
完
）
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こ
の
よ
う
な
両
端
に
あ
る
両
ケ
ー
ス
を
一
般
化
し
て
、
無
効
力
説
或
い
は
直
接
効
力
説
が
唱
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
思
え
る

が
、
上
述
の
通
り
、
や
は
り
誤
解
に
基
づ
く
も
の
と
言
え
よ
う
。
両
ケ
ー
ス
と
も
や
は
り
、
そ
の
ほ
か
の
事
例
と
同
様
に
、
あ
く
ま
で
も

憲
法
と
法
令
の
関
係
、
上
位
法
は
下
位
法
を
破
る
と
い
う
原
則
で
処
理
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
両
当
事
者
が
憲
法
を
引
き
合
い
に
出

さ
ず
民
法
の
公
序
良
俗
の
問
題
と
し
て
争
っ
て
い
る
と
き
に
裁
判
所
が
憲
法
を
持
ち
出
し
て
判
断
す
る
こ
と
は
、
私
権
の
救
済
は
当
事
者

の
請
求
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
仮
に
当
事
者
が
憲
法
を
根
拠
に
争
っ
て
い
る
と
き

で
も
、
裁
判
所
が
何
れ
に
せ
よ
結
論
が
同
じ
だ
と
し
て
憲
法
判
断
回
避
の
準
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
文
面
違
憲
の
手
法
す
ら
予
定
し
て

い
る
精
神
的
自
由
の
問
題
な
ど
を
除
き
、
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
純
粋
に
経
済
的
自
由
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
と
き
や
統
治
行
為
等

が
憲
法
上
の
問
題
で
あ
る
と
き
に
は
そ
う
だ
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
で
、
客
観
的
憲
法
規
範
統
制
を
主
眼
と
す
る
ド
イ
ツ

憲
法
裁
判
所
制
度
に
基
づ
く
議
論
と
は
異
な
る
結
果
に
な
る
こ
と
は
、
や
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
学
説
の
中
に
は
、
明
文
の
規
定
が
あ
れ
ば
そ
の
条
文
は
直
接
効
力
を
有
す
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
憲
法
理
解
の
根
本
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
以
上
、
中
途
半
端
な
規
定
を
も
っ
て
そ
う
認
定
す
る
こ
と
に
は
警
戒
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま

た
直
接
効
力
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
特
段
問
題
は
生
じ
な
い
。
憲
法
一
八
条
も
、
奴
隷
的
拘
束
を
許
す
よ
う
な
法
令
の
解
釈
を
、
憲

(305) 

法
が
厳
し
く
禁
じ
て
い
る
と
解
す
れ
ば
よ
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、
直
接
効
力
を
有
す
る
明
文
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
憲
法
理
解
は

相
当
大
き
く
変
更
さ
れ
る
こ
と
を
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
疑
わ
し
き
場
合
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
避
け
る
の
が
望
ま
し
い

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
直
接
効
力
説
は
、
部
分
的
に
も
採
用
す
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
回
避
さ
れ
る
べ
き
な
の
と
で
あ
る
。
同
様
に
規
定

に
よ
っ
て
は
無
効
力
で
あ
る
と
解
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。

小
山
が
結
論
的
に
間
接
効
力
説
が
妥
当
だ
と
し
て
い
る
こ
と
は
賛
成
で
き
る
。
思
う
に
、
従
来
の
間
接
効
力
説
は
、
無
効
力
説
と
直
接
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効
力
説
と
の
間
で
言
わ
ぱ
カ
メ
レ
オ
ン
的
な
印
象
を
有
し
て
い
た
。
学
説
に
よ
っ
て
、
極
め
て
無
効
力
説
に
近
い
理
解
か
ら
、
直
接
効
力

(306) 

説
と
接
近
し
た
も
の
ま
で
大
き
な
幅
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
、
結
果
が
「
社
会
的
権
力
」
に
有
利
か
ど
う
か
と

い
う
よ
う
な
観
点
か
ら
の
分
類
は
理
論
的
で
は
な
い
。
小
山
の
主
張
す
る
間
接
効
力
説
は
そ
の
よ
う
な
発
想
と
は
位
相
を
異
に
し
て
い
る
。

一
般
的
に
裁
判
所
が
法
令
の
違
憲
を
宣
告
す
る
事
象
を
第
三
者
効
力
論
の
文
脈
に
引
き
つ
け
て
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
そ

(307) 

れ
は
間
接
効
力
的
結
論
の
引
き
出
し
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
小
山
が
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の

種
の
解
決
方
法
は
決
し
て
、
無
効
力
説
と
直
接
効
力
説
の
折
衷
説
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
よ
り
一
般
的
な
法
学

の
中
で
ご
く
普
通
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
理
論
的
な
結
論
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
或
い
は
、
「
間
接
」
効
力
説
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
明
ら
か

な
誤
解
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

但
し
こ
の
結
論
は
、
小
山
が
強
く
主
張
し
て
い
る
点
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
流
の
基
本
権
保
護
義
務
を
承
認
せ
ず
と
も
導
き
出
せ
る
と

（暉）

筆
者
に
は
思
え
る
。
集
会
も
し
く
は
表
現
の
自
由
か
ら
デ
モ
行
進
を
警
察
に
よ
っ
て
保
護
し
て
も
ら
う
権
利
、
学
問
の
自
由
か
ら
国
家
に

よ
る
財
政
的
援
助
を
求
め
る
権
利
な
ど
が
、
日
本
国
憲
法
上
導
き
出
さ
れ
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
面
構
造
に
な
る
限
り

に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
あ
る
と
き
に
被
侵
害
者
の
憲
法
上
の
権
利
を
守
る
た
め
、
侵
害
者
の
自
由
を
認
め
て
い
る
法
令
を
制
限
す
る
こ

と
に
な
る
の
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
保
護
義
務
を
国
家
が
行
使
す
る
こ
と
は
発
生
す

る
と
ま
と
め
た
と
し
て
も
然
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
上
の
点
は
な
お
検
討
を
要
し
た
い
と
思
う
。

加
え
て
言
え
ば
、
自
説
は
「
憲
法
の
」
第
三
者
効
力
を
論
じ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
り
、
「
人
権
規
定
の
」
そ
れ
に
限
定
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
最
高
法
規
と
し
て
の
憲
法
と
私
法
と
の
関
係
は
、
決
し
て
選
択
的
な
関
係
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
勿
論
自
由
権
規
定
だ
け

が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
と
の
限
定
は
で
き
な
い
。
観
念
的
に
は
、
社
会
権
規
定
や
手
続
的
権
利
規
定
、
統
治
機
構
に
関
す
る
条
文
や
、

第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀
（
ニ
・
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一
般
条
項
と
さ
れ
る
公
序
条
項
は
合
憲
的

一
三
四

九
条
す
ら
も
一
般
条
項
を
含
む
私
法
の
解
釈
に
被
さ
っ
て
い
る
と
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。
関
連
し
て
言
え
ば
、
棟
居
説
が
主
張
し
た
よ
う

に
、
憲
法
上
の
人
権
を
保
障
す
べ
き
手
続
が
法
律
等
で
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
も
、
理
論
的
に
は
、
憲
法
上
の
人
権
を
保
障
す
る
た
め

に
新
た
な
訴
訟
類
型
、
救
済
手
続
を
創
設
す
る
こ
と
は
、
私
法
、
特
に
こ
の
場
合
は
訴
訟
法
の
一
般
的
規
定
を
足
掛
か
り
に
、
で
き
る
と

言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
但
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
限
界
は
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
姿
勢
は
、
事
実
行
為
に
つ
い
て
も
貫
徹
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
民
法
七
0
九
条
な
ど
に
関
し
て
も
、
そ
れ
を
合
憲
限
定
的
に
適

用
す
れ
ば
よ
い
だ
け
で
あ
る
。
不
法
行
為
的
利
益
侵
害
の
救
済
の
場
面
で
も
、
そ
の
私
法
規
定
を
違
憲
的
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
解
さ
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
謝
罪
広
告
の
強
制
を
思
想
・
良
心
の
自
由
を
侵
害
す
る
方
法
で
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
分
、
民
法
七
ニ

（
瑯
）

三
条
は
合
憲
限
定
解
釈
さ
れ
る
と
考
え
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
た
め
、
従
来
の
通
説
の
よ
う
に
、
事
実
行
為
に
関

し
て
の
み
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
理
論
を
用
い
る
と
い
う
工
夫
は
必
要
で
な
く
、
全
般
を
通
じ
て
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
理
論
は
特

(310) 

に
必
要
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
当
該
私
人
の
行
為
が
、
単
に
国
法
で
承
認
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
と

い
う
以
上
に
、
国
家
の
援
助
・
助
長
、
或
い
は
容
認
・
黙
認
・
故
意
か
過
失
に
よ
る
不
作
為
な
ど
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
分
、
国
家
賠
償

(311) 

等
の
問
題
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
特
に
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
理
論
の
導
入
と
言
わ
な
く
と
も
、
各
種

公
害
裁
判
等
で
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
寧
ろ
当
然
の
結
論
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
近
時
の
諸
説
の
殆
ど
と
同
様
、
社
会
的
権

力
論
を
展
開
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
こ
と
も
付
言
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
結
論
は
法
例
に
対
し
て
も
貫
徹
で
き
よ
う
。
国
際
私
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、

(312) 

に
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
条
項
も
憲
法
か
ら
見
て
下
位
法
令
で
あ
る
以
上
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
同
様
に
解
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
外
国
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
を
違
憲
と
す
る
こ
と
は
、
憲
法
の
国
際
協
調
主
義
や
国
際
私
法
の
存
在
意
義
か
ら
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(313) 

し
て
、
民
法
な
ど
実
質
私
法
の
一
般
規
定
に
対
す
る
と
き
と
比
べ
て
結
果
謙
抑
的
で
あ
る
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。
外
国
判
決
の
執
行
に
関

(314) 

し
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
基
本
的
に
あ
る
分
野
を
特
別
に
考
え
る
必
要
も
な
い
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
第
三
者
効
力
論
の
論
争
は
、
「
本
来
の
内
在
的
連
関
か
ら
切
断
さ
れ
て
、
き
わ
め
て
特
殊
な
問
題
に
対
す
る
、
き
わ
め
て

(315) 

特
殊
な
処
方
箋
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
」
て
い
た
。
法
解
釈
は
一
般
問
題
と
の
連
続
性
が
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
の
論
争
は
独
特
の
空
気
の
下
で
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
錯
綜
し
込
み
入
っ
た
迷
宮
が
形
成
さ
れ
る
よ
う

だ
が
、
こ
の
問
題
は
、
「
間
接
的
第
三
者
効
力
と
い
う
一
見
独
立
し
た
旗
の
下
で
航
行
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
他
の
保
護

（渾）

手
段
（
た
と
え
ば
隣
人
保
護
的
な
行
政
法
）
と
比
べ
て
、
特
段
の
特
異
性
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
し
」
の
で
あ
る
と
い
う
表
現
が
あ
る

よ
う
に
、
や
は
り
一
般
的
な
問
題
と
し
て
解
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
近
時
の
学
説
が
そ
の
傾
向
を
強
め
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の

学
説
の
姿
こ
そ
異
な
っ
て
い
よ
う
と
も
、
共
通
の
理
想
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
決
着
は
、
あ
る
予
定
調
和
的
な
結
論
を
具

体
的
な
事
件
の
解
決
を
目
指
し
て
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
理
論
が
矛
盾
な
く
一
貫
し
、
汎
用
性
を
有
し
、
そ
の
上
で

結
論
が
妥
当
で
あ
る
か
の
勝
負
に
持
ち
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

思
え
ば
、
こ
こ
に
採
り
上
げ
た
学
説
の
多
く
が
、
憲
法
総
論
・
人
権
総
論
的
な
多
く
の
問
題
を
思
考
す
る
中
で
、
こ
の
第
三
者
効
力
論

に
触
れ
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
藤
井
は
、
「
権
利
」
概
念
の
明
確
化
を
図
り
、
憲
法
一
三
条
の
幸
福
追
求
権
の
中
身
を
考
え
、

二
五
条
の
権
利
性
を
考
察
す
る
途
上
で
こ
の
問
題
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
内
野
は
厳
格
憲
法
解
釈
論
の
立
場
か
ら
憲
法
解
釈
の
在
り
方
を

第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀
（
ニ
・
完
）

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

お

わ

り

に

一
三
五

（
一
三
二
七
）



論
じ
る
道
筋
で
こ
の
問
題
に
論
及
し
て
い
た
。
松
井
は
、
プ
ロ
セ
ス
法
学
を
確
立
し
よ
う
と
執
筆
し
た
憲
法
の
体
系
書
の
中
で
、
こ
の
問

題
に
も
当
然
触
れ
、
民
主
主
義
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
司
法
権
の
役
割
を
固
く
狭
く
限
定
す
る
と
い
う
立
場
を
こ
こ
で
も
貫
い
た
と
言
え
よ
う
。

棟
居
は
、
逆
に
こ
の
問
題
を
起
点
と
し
て
、
平
等
権
の
権
利
性
や
プ
ラ
イ
バ
シ

1
概
念
、
財
産
権
を
め
ぐ
る
審
査
基
準
の
あ
り
方
を
論
じ
、

基
本
権
訴
訟
論
に
到
達
し
て
い
っ
た
。
ま
さ
に
そ
れ
は
憲
法
と
は
何
か
と
い
う
根
本
問
題
と
こ
の
問
題
が
か
な
り
ダ
イ
レ
ク
ト
に
連
接
し

(311) 

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。
大
き
な
憲
法
学
の
論
争
の
十
字
路
に
第
三
者
効
力
論
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
実

そ
の
際
、
気
に
な
る
の
は
、
多
く
の
説
が
国
際
私
法
等
の
問
題
を
視
野
に
納
め
て
こ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
と
き
に
、
不
法
行
為
も
視

野
の
外
で
あ
っ
た
。
視
点
は
憲
法
の
自
由
権
規
定
と
民
法
九
0
条
の
関
係
に
限
ら
れ
る
必
要
は
な
い
。
寧
ろ
そ
う
で
な
い
こ
と
が
望
ま
し

い
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
「
巧
妙
な
補
助
線
を
一
本
ひ
く
こ
と
に
よ
り
一
見
複
雑
な
図
形
の
問
題
を
こ
と
の
ほ
か
簡
単
に
解
決
で
き
る
場

(318) 

合
が
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
憲
法
学
に
も
こ
れ
と
お
な
じ
よ
う
な
一
面
が
あ
る
」
と
の
コ
メ
ン
ト
は
示
唆
的
で
あ
る
。
ま
さ
に
憲
法

学
界
に
「
発
想
転
換
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
ろ
う
。

（
一
三
二
八
）

筆
者
の
示
し
た
さ
さ
や
か
な
見
解
が
成
り
立
ち
得
る
か
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
憲
法
原
則
と
矛
盾
な
く
接
合
で
き
る
か
、
多
く
の
事
例

に
適
切
な
結
論
を
示
し
得
る
か
な
ど
に
つ
い
て
、
多
く
の
批
判
に
耐
え
得
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
筆
者

の
示
し
た
と
こ
ろ
を
よ
り
精
密
に
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
そ
の
理
論
が
よ
り
一
般
性
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
い
こ
う
。

今
後
ま
ず
、
様
々
な
事
案
に
理
論
を
当
て
は
め
な
が
ら
そ
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
こ
と
、
そ
し
て
別
の
論
点
で
の
解
釈
に
お
い
て
本
稿
と

矛
盾
の
な
い
解
釈
を
示
し
て
、
間
接
的
に
本
稿
の
方
向
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
く
こ
と
が
、
筆
者
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。

感
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

関

法

第

五

0
巻
第
六
号

一
三
六



(179)

木
下
智
史
「
私
人
間
に
お
け
る
人
権
保
障
と
裁
判
所
」
神
戸
学
院
法
学
一
八
巻
一
1
1
二
号
七
九
頁
、
八
0
頁
(
-
九
八
七
）
。

(180)

同
右
八
二
頁
。

(181)

同
右
―
二

0
頁。

(182)

同
右
一
四
七
ー
一
四
八
頁
。

(183)

同
右
一
四
八
頁
。
木
下
智
史
「
米
判
批
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
0
八
号
二
五
頁
(
-
九
八
三
）
も
参
照
。
榎
前
掲
註
(161)
論
文
一
三
頁
も
同
様
の

認
識
を
示
し
て
い
る
。

(184)

木
下
前
掲
註
(42)
論
文
ニ
―
二
頁
。

(185)

最
大
判
昭
和
四
八
年
―
二
月
―
二
日
民
集
二
七
巻
一
五
三
六
頁
。

(186)

木
下
前
掲
註
(42)
論
文
ニ
―
七
頁
。

(187)

同
右
ニ
―
八
頁
。

(188)

同
右
二
ニ
―
頁
。
但
し
、
日
産
自
動
車
事
件
（
最
判
昭
和
五
六
年
三
月
二
四
日
民
集
三
五
巻
二
号
三

0
0
頁
）
で
は
、
「
憲
法
の
人
権
保
障
の

趣
旨
を
『
読
み
込
ん
で
い
く
』
と
い
う
、
間
接
効
力
説
本
来
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
」
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。
同
論
文
同
頁
。

(189)

最
判
平
成
元
年
六
月
二

0
日
民
集
四
三
巻
六
号
三
八
五
頁
。

(190)

最
判
平
成
六
年
二
月
八
日
民
集
四
八
巻
二
号
一
四
九
頁
。

(191)

木
下
前
掲
註
(42)
論
文
ニ
ニ
ー
ー
ニ
ニ
ニ
頁
。
同
論
文
は
採
り
上
げ
て
い
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
隊
友
会
と
い
う
私
人
に
よ
る
合
祀
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
た
、
自
衛
官
合
祀
訴
訟
（
最
大
判
昭
和
六
三
年
六
月
一
日
民
集
四
二
巻
五
号
二
七
七
頁
）
な
ど
も
こ
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。

(192)

木
下
前
掲
註
(42)
論
文
ニ
ニ
四
頁
。
辻
村
み
よ
子
『
憲
法
』
一
七
九
頁
（
二

0
0
0
)
も
ま
た
、
「
個
人
の
人
権
保
障
規
定
の
適
用
を
排
除
し

て
社
会
的
権
力
で
あ
る
法
人
の
利
益
の
ほ
う
を
保
護
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
人
権
保
障
の
観
点
か
ら
は
疑
問
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し

て
、
一
種
の
あ
る
ぺ
き
結
論
も
導
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
同
書
一
七
七
頁
は
、
「
理
論
的
に
は
、
間
接
適
用
説
を
こ
え
て
、
古
典
的
な
自
由
権

や
平
等
権
な
ど
一
定
の
人
権
規
定
に
関
し
て
は
直
接
適
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
立
論
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
し
、
「
ス
テ
ー
ト
・
ア

ク
シ
ョ
ン
」
理
論
「
な
ど
を
援
用
し
て
、
社
会
的
権
力
の
行
為
を
国
家
の
行
為
と
同
視
す
る
こ
と
で
、
憲
法
規
定
を
適
用
し
て
人
権
保
障
を
は
か

る
方
法
も
有
効
で
あ
ろ
う
」
な
ど
と
述
べ
て
お
り
、
辻
村
説
が
一
応
は
間
接
効
力
説
を
承
認
し
つ
つ
も
、
か
な
り
直
接
効
力
説
的
シ
フ
ト
が
強
い

第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀
（
ニ
・
完
）

一
三
七

（
一
三
二
九
）



関

法

第

五

0
巻
第
六
号

一
三
八

（
一
三
三

0
)

こ
と
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
並
敏
克
「
企
業
社
会
と
人
権
の
私
人
間
効
力
論
」
京
都
学
園
法
学
一
九
九
九
年
ニ
1
1
三
号
一
九
頁

（二

0
0
0
)
は
、
直
接
効
力
説
の
再
構
成
を
目
指
し
て
い
る
。

(193)

木
下
前
掲
註

(42)
論
文
ニ
ニ
九
ー
ニ
三

0
頁。

(
1
9
4
)
同
右
二
三
一
ー
ニ
三
六
頁
参
照
。
な
お
、
山
本
説
に
つ
い
て
は
、
君
塚
前
掲
註

(
2
6
)
論
文
七
0
—
七
三
頁
参
照
。
同
論
文
で
採
り
上
げ
た
山
本

論
文
は
、
同
前
掲
註
(
1
1
6
)
書
に
収
録
さ
れ
た
。

(195)

木
下
前
掲
註

(42)
論
文
二
三
三
ー
ニ
三
四
頁
。

(196)

同
右
二
三
四
頁
。

(197)

同
右
二
三
五
頁
。

(198)

同
右
二
三
六
頁
。

(199)

同
右
同
頁
。

(200)

同
右
二
三
七
頁
。

(201)

同
右
二
三
八
頁
。

(202)

同
右
二
三
九
頁
。

(203)

同
右
同
頁
。
奥
平
前
掲
註

(
9
)
書
八
一
ー
八
二
頁
参
照
。

(204)

木
下
前
掲
註

(42)
論
文
二
四
0
頁
。
藤
井
前
掲
註
(
4
)
書
三
二
七
ー
―
―
―
―
―

1
0
頁
参
照
。

(205)

木
下
前
掲
註
(42)
論
文
二
四

0
頁。

(206)

同
右
二
四
五
頁
。

(207)

君
塚
前
掲
註
(37)
論
文
論
文
一
四
頁
参
照
。

(208)

松
原
光
宏
「
基
本
権
の
多
元
的
理
解
を
め
ぐ
っ
て
（
四
・
完
）
」
中
大
法
学
新
報
一

0
三
巻
九
号
四
五
頁
、
八
七
頁
(
-
九
九
七
）
。

(209)

松
原
前
掲
註
(115)
論
文
一
ニ
ー
五
頁
。

(210)

同
右
五
ー
七
頁
。

(211)

同
右
八
頁
。

(212)

同
右
九
頁
。



(213)

同
右
一

0
頁。

(214)

同
右
一
七
頁
以
下
。
但
し
、
直
接
効
力
論
が
論
者
に
よ
っ
て
非
常
に
異
な
る
こ
と
も
示
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
松
原
前
掲
註
(96)
論
文
九
二

頁
で
明
言
さ
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
直
接
効
力
説
と
し
て
、
松
原
前
掲
註
(115)
論
文
三
0
頁
以
下
は
橋
本
公
亘
と
稲
田
陽
一
を
挙
げ
る
が
、
両
者

の
統
一
的
説
明
は
行
っ
て
い
な
い
。
榎
前
掲
註
(44)
論
文
五
頁
も
、
各
論
者
の
個
別
の
評
価
は
避
け
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
「
私
的
自
治
」
観

ゃ
「
自
由
」
の
意
味
変
化
と
い
う
共
通
点
は
あ
る
と
指
摘
す
る
。

(215)

松
原
前
掲
註
(96)
論
文
六
四
頁
。

(216)

同
右
六
五
ー
八
五
頁
。

(217)

同
右
八
七
頁
。

(218)

同
右
同
頁
。
こ
の
ほ
か
、
こ
こ
で
は
、
「
民
事
裁
判
所
に
よ
る
、
私
法
規
定
の
基
本
権
適
合
的
解
釈
の
任
務
を
説
く
こ
と
」
、
「
基
本
権
保
護
に

寄
与
し
う
る
、
一
般
条
項
を
は
じ
め
と
す
る
民
事
法
律
・
解
釈
学
説
に
つ
い
て
の
説
明
・
分
類
を
提
供
す
る
こ
と
」
、
「
観
点
の
転
回
を
呈
示
し
、

私
人
間
効
力
論
を
、
国
家
（
民
事
裁
判
所
）
ー
個
人
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
」
な
ど
も
再
構
成
の
意
義
だ
と
い
う
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い

る。

(219)

同
右
八
八
頁
。

(220)

松
原
は
、
直
接
効
力
説
に
も
間
接
効
力
説
に
も
分
類
で
き
な
い
ア
レ
ク
シ
ー
説
を
「
こ
の
ほ
か
の
見
解
に
つ
い
て
」
と
い
う
章
で
採
り
上
げ
て

い
る
。
同
右
八
八
|
九
二
頁
。

(221)

同
右
九
五
頁
。

(222)

同
右
九
五
|
九
六
頁
。

(223)

同
右
九
六
頁
。

（
磁
）
同
右
九
六
ー
九
七
頁
。

(225)

棟
居
前
掲
註
(3)
書
二
頁
。

(226)

同
右
同
頁
。

（
加
）
同
右
七
頁
。

(228)

同
右
九
頁
。

第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀
(
-
―
・
完
）

一
三
九

（
一
三
三
一
）



（四）
(230) 

(231) 

(232) 

(233) 

(234) 

(235) 

(236) 

(237) 

(238) 

(239) 

(240) 

(241) 

(242) 

(243) 

(244) 

(245) 

(246) 

(247) 

(248) 

(249) 

(250) 

(251) 

同
右
一

0
頁。

同
右
―
―
頁
。

同
右
一

0
頁。

同
右
―
―
頁
。

同
右
六
四
頁
。

同
右
六
七
頁
。

同
右
六
九
頁
。

同
右
―
二
頁
。

同
右
一
三
頁
。

同
右
八
二
頁
。

同
右
三
一
頁
。

同
右
三
三
頁
。

同
右
三
四
頁
。

同
右
三
五
ー
三
六
頁
参
照
。

同
右
―
11-1
ハ
ー
四
二
頁
参
照
。

同
右
四
二
頁
。

同
右
四
ニ
ー
四
三
頁
参
照
。

同
右
九
一
頁
。

同
右
九
三
頁
。

同
右
同
頁
。

同
右
九
四
頁
。

同
右
九
六
ー
九
七
頁
。

同
右
九
九
頁
。

関

法

第

五

0
巻
第
六
号

一
四
〇

（
一
三
三
二
）



第
三
者
効
力
論
の
新
世
紀
(
―
一
・
完
）

一
四

(252)

同
右
四
六
頁
。

(253)

同
右
四
七
頁
。

(254)

同
右
五
五
ー
五
六
頁
。

(255)

同
右
一

0
三
頁
。

(256)

同
右
同
頁
。

(257)

同
右
一

0
四
頁
。

(258)

同
右
一
〇
六
頁
。

(259)

同
右
一
〇
六
-
1
0
七
頁
。

(260)

同
右
一
〇
七
ー
―

1
0
頁。

(261)

三
並
前
掲
註
(192)
論
文
四
四
頁
。

(262)

藤
井
前
掲
註
(
4
)
書
二
三
九
頁
。

(263)

同
右
同
頁
も
同
旨
か
。

(264)

同
右
同
頁
は
、
「
契
約
1
1

『
自
由
』
、
表
現
1
1

『
自
由
』
、
両
者
が
救
済
と
結
合
す
る
場
合
1
1

『
権
利
』
と
い
う
図
式
を
採
用
す
る
べ
き
」
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。

(265)

高
作
正
博
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の
私
人
間
適
用
」
上
智
法
学
論
集
三
八
巻
二
号
二
ニ
三
頁
、
二
七
三
頁
(
-
九
九
四
）
。

(266)

木
下
前
掲
註
(42)
論
文
二
三
三
頁
。

(267)

棟
居
前
掲
註
(
3
)
書
二
八
八
頁
。

(268)

同
右
二
九
四
ー
ニ
九
五
頁
。

(269)

同
右
二
九
五
ー
ニ
九
六
頁
参
照
。

(270)

君
塚
正
臣
「
事
前
抑
制
と
教
科
書
検
定
」
東
海
大
学
文
明
研
究
所
紀
要
一
五
号
九
五
頁
‘
1
0
七
頁
(
-
九
九
五
）
参
照
。

(271)

同
じ
こ
と
は
、
憲
法
の
社
会
権
規
定
な
ど
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
君
塚
前
掲
註
(
1
)
論
文
（
ニ
・
完
）
六
四
頁
。

(272)

併
せ
て
こ
の
問
題
は
、
憲
法
上
の
手
続
保
障
を
ど
の
条
文
で
保
障
し
た
も
の
と
考
え
る
か
に
も
関
わ
る
。
通
説
は
行
政
手
続
の
保
障
も
三
一
条

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
。
も
し
、
三
一
条
で
あ
る
と
し
て
、
三
一
条
は
刑
事
手
続
の
一
般
原
則
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
の
で
あ

（
一
三
三
三
）



関
法
第
五
0
巻
第
六
号

一四

（
一
三
三
四
）〔

第
二
版
〕

八
九
頁

れ
ば
、
そ
れ
を
私
人
間
に
適
用
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
ろ
う
。
棟
居
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
棟
居
快
行
『
憲
法
講
義
案
I』

以
下
(
-
九
九
九
）
な
ど
参
照
。
ま
た
、
君
塚
前
掲
註
(
1
5
6
)
書
評
二
四
六
頁
も
参
照
。

(273)

戸
松
前
掲
註
(
1
3
1
)
書
一
九
九
頁
。

(274)

例
え
ば
、
最
大
判
昭
和
六
二
年
四
月
二
二
日
民
集
四
一
巻
三
号
四
0
八
頁
。

(275)

例
え
ば
、
最
大
決
平
成
七
年
七
月
五
日
民
集
四
九
巻
七
号
一
七
八
九
頁
。
な
お
、
関
連
事
件
に
つ
い
て
筆
者
は
鑑
定
意
見
書
を
執
筆
し
て
い
る
。

東
海
大
学
文
明
研
究
所
紀
要
一
八
号
五
三
頁
(
-
九
九
八
）
参
照
。

(276)

戸
松
前
掲
註
(
1
3
1
)
書
一
九
九
ー
ニ

0
三
頁
。

(277)

同
右
―

1
0
三
ー
ニ

0
五
頁
。

(278)

同
右
二

0
五
頁
。

(279)

同
右
同
頁
。

(
2
8
0
)
同
右
二
0
五
—
二
0
六
頁
。

(281)

同
右
―

1
0
六
頁
。

(282)

同
右
同
頁
。

(283)

同
右
同
頁
。

(284)

同
右
七
一
ー
七
八
頁
参
照
。
同
書
は
ほ
か
に
天
皇
に
裁
判
権
が
及
ぶ
か
と
い
う
論
点
に
も
触
れ
て
い
る
。
同
書
七
八
頁
。
こ
の
ほ
か
、
国
際
法

上
の
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(285)

同
右
二

0
六
頁
。

(286)

同
右
二

0
七
頁
。

(287)

同
右
同
頁
。

(288)

例
え
ば
、
戸
松
秀
典
「
書
評
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
ー

0
五
二
号
一
七
六
頁
(
-
九
九
四
）
な
ど
に
そ
れ
は
よ
く
表
わ
れ
る
。

(289)

君
塚
前
掲
註
(
1
)
論
文
（
ニ
・
完
）
六
ニ
ー
六
三
頁
参
照
。

(290)

同
右
六
六
頁
。

(
2
9
1
)
こ
れ
が
、
憲
法
学
界
に
お
け
る
従
来
の
直
接
効
力
説
シ
フ
ト
の
余
韻
か
ら
来
る
も
の
か
否
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
点
で
あ
る
。
君
塚
前
掲
註



(
1
)
論
文
(
-
)
―
二
七
頁
参
照
。

(292)

君
塚
前
掲
註
(37)
論
文
一
五
頁
。

(293)

同
右
同
頁
。

(294)

同
右
二

0
頁
も
参
照
。

(295)

そ
の
他
、
君
塚
前
掲
註
(
1
)
論
文
（
一
）
―
二
七
ー
ニ
ニ
四
頁
参
照
。

(296)

そ
の
他
、
同
右
―
―
八
ー
ニ
ニ
頁
参
照
。

(297)

同
右
―
二

0
頁
。
山
本
前
掲
註
(116)
書
五
五
頁
も
参
照
。

(298)

君
塚
前
掲
註

(37)
論
文
一
八
ー
一
九
頁
。

(299)

同
右
一
四
頁
。

(300)

ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
日
本
の
通
説
は
こ
の
よ
う
な
包
括
的
基
本
権
の
活
用
に
は
消
極
的
で
あ
る
。
君
塚
前
掲
註
(
1
)
論
文
（
ニ
・
完
）
六
五

ー
六
六
頁
参
照
。

(301)

君
塚
前
掲
註
(37)
論
文
一
五
頁
。

(302)

こ
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
、
間
接
効
力
説
の
折
衷
説
で
あ
る
が
ゆ
え
の
問
題
点
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
君
塚
前
掲
註
(
1
)

論
文
（
一
）
一
四
ニ
ー
一
四
四
頁
参
照
。

(303)

君
塚
前
掲
註
(37)
論
文
ニ
―
頁
注
5
0

(304)

同
右
一
三
頁
。

(305)

同
右
一
九
頁
。
君
塚
前
掲
註
(
1
)
論
文
（
ニ
・
完
）
六
四
ー
六
五
頁
も
参
照
。

(306)

君
塚
前
掲
註
(37)
論
文
一
五
頁
。

(307)

君
塚
前
掲
註
(
1
)
論
文
（
ニ
・
完
）
六
七
頁
。

(308)

君
塚
前
掲
註
(37)
論
文
二

0
頁
の
「
予
測
」
は
若
干
修
正
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

(309)

最
大
判
昭
和
三
一
年
七
月
四
日
民
集
一

0
巻
七
号
七
八
五
頁
参
照
。
具
体
的
事
実
を
確
信
し
て
い
る
者
に
「
謝
罪
」
ま
で
強
制
で
き
る
か
は
疑

問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
榎
原
ほ
か
編
前
掲
註

(39)
書
八
七
頁
[
君
塚
]
o

例
え
ば
、
判
決
内
容
を
広
示
し
ヽ
そ
の
費
用
を
敗
訴
し
た
被
告

に
求
め
る
よ
う
な
、
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
に
選
択
し
得
る
方
法
は
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

第
一
二
者
効
力
論
の
新
世
紀
（
ニ
・
完
）

一四一――

（
―
-
―
-
三
五
）



〔
付
記
〕

(310)

君
塚
前
掲
註
(
1
)
論
文
（
ニ
・
完
）
六
七
頁
。

(311)

こ
こ
で
国
の
私
法
上
の
行
為
が
当
然
に
憲
法
問
題
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
中
谷
実
編
『
ハ
イ
プ
リ
ッ
ド
憲
法
l

五
)
[
君
塚
正
臣
]

0

(312)

君
塚
正
臣
「
法
例
（
国
際
私
法
学
）
に
お
け
る
『
公
序
』
論
の
憲
法
学
的
検
討
」
東
海
大
学
文
明
研
究
所
紀
要
一
九
号
三
九
頁
、
四
五
頁
（
一

九
九
九
）
。

(313)

同
右
四
五
ー
四
六
頁
。

(314)

同
右
五
0
頁
注
770

(315)

小
山
前
掲
註

(80)
書
ニ
―
二
頁
。

(316)G• 

H
e
n
n
e
s
,
 G
r
u
n
d
r
e
c
h
t
s
s
c
h
u
t
z
 d
u
r
c
h
 P
r
i
v
a
t
r
e
c
h
t a
u
f
 n
e
u
e
r
 G
r
u
n
d
l
a
g
e
 ?,
 

N
J
W
 19
9
0
,
 
1
7
6
4
 (
1
7
6
8
)
・
小
1
山
前
5

埠
立
吐

(80)
事自―一五

八
頁
よ
り
引
用
。
君
塚
前
掲
註
(37)
論
文
一
九
頁
も
参
照
。

(317)

君
塚
前
掲
註
(37)
論
文
―
二
頁
。

(318)

藤
井
前
掲
註
(
4
)
書
二
七
五
頁
。

本
稿
で
は
敬
称
は
全
て
略
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。

本
研
究
は
、
平
成
―
二
年
度
関
西
大
学
学
術
研
究
助
成
甚
金
（
奨
励
研
究
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

ま
た
本
稿
は
、
一
九
九
九
年
―
二
月
五
日
に
奈
良
県
新
公
会
堂
で
開
催
さ
れ
た
関
西
ア
メ
リ
カ
公
法
学
会
（
会
長
・
阪
本
昌
成
）
で
の
、

「
第
三
者
効
力
論
の
双
眼
的
考
察
・
序
説
」
と
題
す
る
報
告
に
大
幅
に
加
筆
・
修
正
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
報
告
に
対
す
る
多
く
の
ご
意

見
を
下
さ
っ
た
諸
先
生
方
に
こ
の
場
を
借
り
て
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

関

法

第

五

0
巻
第
六
号

一
四
四

―
一
六
頁
(
-
九
九

（
一
三
三
六
）




