
現
今
我
が
国
に
於
い
て
は
、
す
べ
て
人
は
そ
の
生
存
を
維
持
す
る
為
に
自
由
に
職
業
を
選
択
し
、
営
業
を
行
う
権
利
を
有
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
権
利
を
も
含
め
て
我
々
に
保
障
せ
ら
れ
た
基
本
的
人
権
は
、

は
云
え
あ
く
ま
で
憲
法
上
認
め
ら
れ
た
所
謂
法
上
の
権
利
で
あ
り
、
そ
れ
が
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
と
き
は
法
律
に
よ
り
必
要
な
制

限
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
憲
法
第
一
二
条
と
か
第
一
三
条
と
い
っ
た
制
限
規
定
の
存
す
る
こ
と
か
ら
み
て
も
明
ら
か
な
と

こ
ろ
で
あ
る
。
殊
に
我
々
が
日
本
国
憲
法
上
保
障
せ
ら
れ
て
い
る
職
業
選
択
の
自
由
は
、

確
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
（
第
二
十
二
条
）
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
如
何
な
る
人
が
如
何
な
る
職
業
を
選
択
す
る
に
し
て
も
公
共
の
福

祉
に
反
し
て
は
認
め
ら
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
憲
法
上
い
う
と
こ
ろ
の
公
共
の
福
祉
は
、

且
不
明
瞭
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
も
与
っ
て
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
学
説
が
種
々
に
分
か
れ
て
居
り
、

た
り
し
て
、
具
体
的
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
国
民
一
般
に
は
十
分
に
認
識
さ
れ
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
故
本
稿
で

職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

ま

e`~ 

ぇ

ヵ

き

職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

そ
れ
が
自
然
法
思
想
に
基
く
も
の
で
あ
る
と

森

そ
れ
自
体
極
め
て
抽
象
的

又
判
例
も
部
分
的
に
偏
在
し
て
い

「
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
」
と
明

省

319 



職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

は
職
業
選
択
の
自
由
、

お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
国
家
的
制
限
の
基
準
と
し
て
の
公
共
の
福
祉
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
云
う
の
か
、

職
業
選
択
の
自
由
に
関
す
る
若
干
の
判
例
を
中
心
に
眺
め
て
み
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ノヽ

＿
 

（
 

近
代
に
お
け
る
職
業
に
つ
い
て
の
親
念
が
そ
れ
以
前
の
も
の
と
大
き
く
異
っ
て
い
る
こ
と
は
、

る
。
か
っ
て
は
職
業
そ
の
も
の
特
に
利
殖
を
目
的
と
す
る
職
業
を
賤
ん
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
は
諸
国
に
於
け
る
政
治
的
な
変
革
、

合
理
的
な
啓
蒙
主
義
の
勃
興
、
資
本
主
義
的
自
由
競
争
制
の
支
配
等
に
よ
り
職
業
に
つ
い
て
の
蜆
念
も
一
変
し
、
そ
の
経
済
的
活
動

事
す
る
こ
と
を
人
の
天
分
と
見
倣
し
、

の
方
面
が
強
調
せ
ら
れ
、
特
に
営
利
生
活
と
結
合
し
て
多
く
の
場
合
職
業
は
営
業
と
し
て
営
ま
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
職
業
に
従

且
つ
職
業
の
貴
賤
の
別
を
も
問
題
と
し
な
い
ば
か
り
か
神
聖
な
も
の
と
ま
で
考
え
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。

ギ
リ
ッ
ヤ
と
か
ロ
ー
マ
の
時
代
に
於
い
て
は
、
小
ア
ジ
ャ
ゃ
ェ
ジ
プ
ト
沿
岸
の
商
業
地
は
別
と
し
て
、
文
明
の
中
心
地
に
於
け
る

中
心
思
想
は
決
し
て
近
代
の
よ
う
な
実
業
的
且
つ
庶
民
的
な
も
の
で
は
な
く
、

ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
政
治
的
且
つ
貴
族
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
に
於
い
て
は
哲
学
者
達
で
さ
え
奴
隷
の
存
在
を
認
容
し
、
之
を
以
っ
て
衣
食
を
得
る
手
段
と
な
し
た
。
又
ロ
ー

マ
人
は
征
服
に
よ
っ
て
種
々
な
権
利
を
独
占
し
、
政
治
的
軍
事
的
生
活
を
尊
ん
だ
ば
か
り
か
治
者
と
し
て
の
権
威
を
誇
り
、
主
人
と

し
て
の
快
楽
を
恣
に
し
た
。
そ
し
て
経
済
的
生
活
資
料
に
つ
い
て
は
之
を
被
征
服
者
の
貢
賦
に
依
存
し
た
の
で
あ
る
。
中
世
の
宗
教

時
代
、
封
建
時
代
が
非
実
業
的
且
つ
階
級
的
で
あ
り
、
殖
産
興
業
の
念
に
乏
し
か
っ
た
の
に
対
し
、
近
世
に
於
い
て
は
個
人
思
想
の

一
、
概

説

一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
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る
封
建
的
因
習
を
打
破
せ
ん
が
た
め
に
、

今
日
我
々
が
一
般
に
保
障
せ
ら
れ
て
い
る
職
業
選
択
の
自
由
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
い
て
も
、
各
国
が
立
憲
制
度
を
採
用
し
た
り

勃
興
‘
[
科
学
思
想
の
発
達
、
物
質
的
思
想
の
隆
盛
と
共
に
独
立
的
職
業
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
同
時
に
、
職
業
を
以

っ
て
人
の
本
分
と
な
す
思
想
を
涵
養
し
て
来
た
結
果
、
こ
こ
に
個
人
及
び
社
会
の
経
済
的
生
活
の
発
展
を
促
す
に
至
っ
た
。

我
が
国
に
於
い
て
も
近
代
ま
で
は
職
業
を
有
し
な
い
武
士
を
尊
び
、
職
業
と
し
て
の
農
業
、

工
業
、
商
業
等
を
賤
ん
だ
が
、
明
治

維
新
以
来
世
界
の
大
勢
と
同
化
す
る
に
至
り
俄
に
経
済
的
生
活
の
活
動
を
促
し
て
来
た
。
そ
し
て
今
日
に
於
い
て
は
、
何
人
も
一
定

の
職
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
以
っ
て
其
の
本
分
と
し
時
に
は
国
家
社
会
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
と
も
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

憲
法
と
か
法
律
を
以
っ
て
営
業
の
自
由
を
保
障
す
る
以
前
に
於
い
て
は
、
階
級
制
度
と
か
世
襲
制
度
に
よ
っ
て
重
大
な
制
約
を
う
け
、

特
に
同
業
組
合
に
入
っ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
同
種
の
営
業
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
組
合
へ
の
加
入
は
数
の
制

限
が
あ
っ
て
何
人
で
も
自
由
に
そ
の
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
又
凡
て
人
民
は
そ
の
居
住
す

る
市
町
村
の
営
業
者
以
外
の
者
か
ら
妄
り
に
物
品
を
購
入
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
居
．
た
り
、
そ
の
他
営
業
の
自
由
が
妨
げ
ら
れ
る

よ
う
な
制
限
が
種
々
存
在
し
た
。
そ
れ
故
個
人
の
自
由
の
保
障
と
平
等
の
確
保
に
基
本
的
態
度
を
打
ち
出
し
た
近
代
精
神
は
、

量
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

｀
贔
ヽ

カ
カ

先
ず
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
第
四
条
に
於
い
て
（
明
文
の
規
定
で
は
な
い
が
）
営
業
の
自
由
を

認
め
、
次
い
で
一
七
九
一
年
三
月
二
日
の
命
令
で
明
確
に
営
業
の
自
由
を
保
障
し
た
。
更
に
又
ド
イ
ツ
に
於
い
て
も
プ
ロ
シ
ャ
の
一

八一

0
年
―
一
月
二
日
の
営
業
税
に
関
す
る
命
令
が
営
業
の
自
由
に
つ
い
て
保
障
し
、
以
後
各
邦
が
こ
れ
に
倣
っ
た
が
、
連
邦
法
と

し
て
は
一
八
六
九
年
六
月
ニ
―
日
の
営
業
条
例
が
、
本
法
に
例
外
又
は
制
限
が
な
い
限
り
各
人
に
営
業
の
自
由
が
保
障
せ
ら
れ
る
と

規
定
し
た
。
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量
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

近
代
諸
国
の
憲
法
の
う
ち
で
、

ル
ウ
ェ
イ
憲
法

(
1
0
一
条
）
、
プ
ラ
ジ
ル
連
邦
憲
法
(
-
四
一
条
）
、
ボ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
憲
法
（
八
条
七
項
）
、

法
（
四
条
）
、

ク
イ
国
憲
法
（
三
条
）
等
は
そ
れ
ぞ
れ
明
文
の
規
定
で
営
業
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
が
、

て
は
一
定
し
て
居
ら
ず
、
或
い
は
独
立
の
規
定
を
設
け
た
り
、
或
い
は
又
居
住
移
転
の
自
由
と
同
一
の
条
文
の
中
に
規
定
し
た
り
し

て
居
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

王
国
憲
法
、

カ
ナ
ダ
憲
法
、

ェ
ー
デ
ン
憲
法
、

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
（
第
一
―
一
条
）
、
西
独
憲
法
（
―
二
条
）
、

デ
ン
マ
ー
ク
王
国
憲
法
（
七
四
条
）
、

フ
ラ
ン
ス
第
四
共
和
国
憲
法
、

フ
ィ
リ
ッ
。
ヒ
ン
憲
法
、

六
項
）
、
ス
イ
ス
憲
法
（
三
一
ー
三
三
条
）
、

オ
ラ
ン
ダ
憲
法
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
、

そ
の
規
定
の
仕
方
に
つ
い

イ
ン
ド
憲
法
（
一
九
条
―
•
項
⑤
号
及
び

ビ
ル
マ
連
邦
憲
法
（
一
七
条
四
項
、

ト
ル
コ
憲
法
、

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
憲

イ
ク
リ
ー
共
和
国
憲
法
、
ベ
ル
ギ
ー

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
憲
法
、
ギ
リ
シ
ャ
憲
法
、

ス

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
連
邦
憲
法
、
中
華
民
国
憲
法
、
大
韓
民
国
憲
法
な
ど
は
営
業
の
自
由
に
関
す
る
規
定
を
欠
い
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
国
に
於
い
て
は
営
業
の
自
由
の
保
障
を
ば
一
般
的
自
由
の
中
に
於
い
て
考
え
て
居
り
、
実
質
的
に
は
営
業
の

自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
て
ソ
ヴ
ィ
ニ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
憲
法
（
九
条
）
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共

和
国
憲
法
（
八
条
）
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
憲
法
（
一
九
条
）
、
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
（
八
・
九

•
-
0
条
）
な
ど
は
そ
れ
に
類

す
る
規
定
を
ば
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
国
家
の
特
殊
性
か
ら
、
営
業
の
自
由
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
は
他
の
自
由
主
義
諸
国
家
の

そ
れ
よ
り
も
一
層
狭
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二

日
本
国
憲
法
は
第
二
二
条
一
項
に
於
い
て
、
「
何
人
も
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
…
…
職
業
選
択
の
自
由
を
有
す
る
」
と
規

定
し
、
如
何
な
る
人
も
そ
の
生
活
を
維
持
せ
ん
が
た
め
自
己
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
如
何
な
る
職
業
を
も
選
択
す
る
こ
と
の

出
来
る
自
由
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
私
経
済
的
活
動
の
自
由
を
意
味
す
る
が
故
に
、
選
択
し
た
と
こ
ろ
の
職
業
を
自
己
の
欲
す

ニ
四

一
八
条
）
、
ノ
ー
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一
般
に
は
否
定
的
に
解
し
て
い
る
。

ギ‘＇ 
大
日
本
帝
国
憲
法
に
於
い
て
は
、

に
於
い
て
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
五

る
ま
ま
に
遂
行
す
る
自
由
、
即
ち
所
謂
営
業
の
自
由
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
し
か
し
て
こ
の
営
業
自
由
の
原
則

は
、
自
由
な
経
済
活
動
を
甚
調
と
す
る
今
日
の
資
本
主
義
経
済
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
原
則
で
あ
る
が
故
に
、
近
代
法
は
一
般
に

こ
の
自
由
を
認
め
て
居
り
日
本
国
憲
法
も
又
こ
れ
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
思
想
と
か
良
心
の
自
由
と
い
っ
た
所
謂
内
心
の

自
由
は
、
そ
れ
自
体
外
的
な
行
為
を
伴
な
わ
な
い
個
人
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
濫
用
と
か
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
起
り
得
な
い
の
に
対
し
、
職
業
選
択
の
自
由
は
そ
れ
が
外
的
な
行
為
を
伴
な
う
と
こ
ろ
の
社
会
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ

て
濫
用
と
か
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
こ
と
が
応
々
に
し
て
起
り
得
る
が
故
に
、
国
家
（
憲
法
）
は
「
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
」

「
日
本
臣
民
は
法
律
の
範
囲
内
に
於
て
居
住
及
移
転
の
自
由
を
有
す
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た

（
第
二
二
条
）
が
、
職
業
選
択
の
自
由
に
つ
い
て
は
直
接
何
も
規
定
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
只
伊
藤
博
文
の
「
憲
法
義
解
」
に
よ
れ

「
凡
ソ
日
本
臣
民
ク
ル
者
ハ
帝
国
彊
内
二
於
テ
何
レ
ノ
地
ヲ
問
ハ
ズ
定
住
シ
借
住
シ
寄
留
シ
及
営
業
ス
ル
ノ
自
由
ア
ラ
シ
メ
ク

リ
而
シ
テ
憲
法
二
其
ノ
自
由
ヲ
制
限
ス
ル
ハ
必
法
律
二
由
リ
行
政
処
分
ノ
外
二
在
ル
コ
ト
ヲ
掲
ケ
ク
ル
ハ
此
レ
ヲ
貴
重
ス
ル
ノ
意
ヲ

明
ニ
ス
ル
ナ
リ
」
と
あ
り
（
四
二
、
四
三
頁
）
、

先
ず
清
水
澄
博
士
は
「
営
業
を
為
す
の
特
権
は
特
種
の
階
級
、
特
種
の
組
合
に
の
み
属
し
た
る
時
代
あ
り
し
も
、
各
国
立
憲
制
度

を
採
用
す
る
に
至
り
、
或
は
憲
法
を
以
て
或
は
法
律
を
以
て
此
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
と
な
り
、

ら
ざ
れ
ば
此
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
を
得
さ
る
こ
と
と
な
せ
り
。
然
る
に
我
が
国
に
於
て
は
、
憲
法
の
明
文
上
此
の
自
由
を
保
障

す
る
こ
と
な
く
、

職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

営
業
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
学
説
は

一
般
に
法
律
を
以
て
す
る
に
あ

又
法
律
の
明
文
を
以
て
も
之
を
保
障
し
た
る
も
の
な
き
に
よ
り
、
我
が
国
に
於
て
は
営
業
を
制
限
す
る
に
命
令
を
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教
授
は
、

以
て
す
る
も
妨
け
な
し
と
解
す
。
蓋
我
が
国
に
て
は
欧
洲
諸
国
に
於
け
る
と
異
り
、
歴
史
上
士
農
工
商
の
別
あ
り
し
と
は
謂
へ
、
営

業
を
或
る
階
級
、
或
る
種
族
の
特
権
と
な
し
全
く
其
の
自
由
を
認
め
さ
り
し
事
実
な
か
り
し
か
為
、
特
に
営
業
の
自
由
を
憲
法
に
保

ら
れ
る
が
、

障
す
る
の
必
要
存
在
せ
さ
り
し
に
由
る
。
伊
藤
公
の
憲
法
義
解
に
は
、
本
条
の
居
住
移
転
の
自
由
中
に
営
業
の
自
由
を
包
含
す
と
説

明
し
た
る
も
、
是
明
文
以
外
に
超
越
し
た
る
不
当
の
解
釈
な
り
と
謂
は
さ
る
へ
か
ら
す
」
と
、
伊
藤
公
の
解
釈
に
強
く
反
対
し
て
居

か
か
る
否
定
的
な
立
場
の
も
の
と
し
て
、
他
に
市
村
光
恵
博
士
と
か
上
杉
慎
吉
博
士
等
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
宮
沢
俊
義

「
明
治
憲
法
に
つ
き
、
『
憲
法
義
解
』
は
、
営
業
の
自
由
は
居
住
移
転
の
自
由
に
含
ま
れ
る
と
解
し
た
が
、
判
例
は
、
居
住

移
転
の
自
由
は
営
業
の
自
由
を
含
ま
な
い
と
解
し
、

し
た
が
っ
て
居
住
移
転
の
自
由
の
制
限
は
法
律
に
よ
る
を
要
す
る
が
、
営
業
の

自
由
に
対
す
る
制
限
は
命
令
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
解
し
た
（
大
判
大
正
五
・
一
―
•
一
五
刑
録
一
七
七
四
頁
）
」
と
判
例
を
引
用
さ
れ
、

間
接
的
に
否
定
し
て
居
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
又
美
浪
部
達
吉
博
士
（
憲
法
撮
要
一
七
五
ー
六
頁
）
も
佐
々
木
惣
一
博
士
（
日
本
憲
法
要

論
二
三
一
ー
ニ
頁
）
も
共
に
帝
国
憲
法
第
二
二
条
の
解
釈
に
於
い
て
、
営
業
の
自
由
に
つ
い
て
な
ん
ら
触
れ
て
居
ら
れ
な
い
点
か
ら
み

れ
ば
、
何
れ
も
否
定
的
に
解
し
て
居
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
佐
藤
丑
次
郎
博
士
が
、
欧
洲
諸
国
の
憲
法
が
、
人
民
に
対
し

て
一
般
に
居
住
及
び
移
転
の
自
由
を
認
め
た
場
合
、
そ
れ
が
同
時
に
営
業
の
自
由
を
も
包
含
し
て
居
る
の
は
、

に
営
業
に
関
す
る
世
襲
制
度
が
久
し
く
行
わ
れ
、

そ
の
憲
法
制
定
以
前

且
つ
特
定
の
職
業
に
従
事
す
る
者
は
特
に
定
め
ら
れ
た
地
域
に
居
住
し
、
他
の
営

業
地
域
に
移
転
す
る
事
を
得
な
か
っ
た
が
故
に
必
然
的
に
そ
う
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
帝
国
憲
法
第
二
二
条
は
、
欧
洲
の

憲
法
に
倣
っ
て
制
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
伊
藤
博
文
氏
の
よ
う
な
意
見
も
で
る
が
、
居
住
及
び
移
転
と
営
業
の
文
字
は
全

＜
字
義
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
制
定
当
時
の
用
例
に
従
え
ば
、
住
所
の
移
転
は
直
ち
に
営
業
の
変
更
を
伴
う

も
の
で
は
な
い
が
故
に
論
理
解
釈
を
し
て
字
義
を
拡
充
す
る
の
は
当
を
得
ず
、
従
っ
て
帝
国
憲
法
に
於
い
て
は
営
業
の
自
由
は
保
障

職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

二六
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量
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

8
 

さ
れ
て
い
な
い
、

と
明
確
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
得
よ
う
。

二
七

こ
の
よ
う
に
帝
国
憲
法
の
第
二
二
条
が
営
業
の
自
由
を
含
ん
で
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
学
説
は
一
般
に
否
定
的
で
あ
る
。
し
か

も
何
ん
と
云
っ
て
も
帝
国
憲
法
の
下
に
於
い
て
は
単
に
憲
法
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
法
令
に
於
い
て
も
営
業
の
自
由
が
明
文
の
規
定
で

以
て
は
保
障
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
只
現
実
に
は
我
が
国
が
法
治
主
義
を
採
っ
て
い
た
関
係
上
7

憲
法
上
明
文
の
規
定
で
保
障
さ
れ
た
事
項
外
の
自
由
と
雖
も
、
行
政
権
で
以
っ
て
無
制
限
に
は
拘
束
し
得
な
い
と
い
う
意
味
に
於
い

て
国
法
上
営
業
の
自
由
の
原
則
が
保
障
せ
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
て
い
た
が
故
に
、
実
質
的
に
は
現
行
日
本
国
憲
法
の
下
に
於
け

る
と
大
き
な
差
異
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
只
こ
の
点
に
つ
い
て
昭
和
ニ
―
年
七
月
四
日
の
衆
議
院
委
員
会
で
当
時
の
国
務
大
臣

移
転
の
自
由
を
保
障
し
て
居
り
ま
す
条
文
の
中
に
、
す
っ
か
り
職
業
の
自
由
の
説
明
が
出
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
も

（
明
治
政
治
史
研
究
会
編
纂
九
八
頁
）
等
を
み
る
と
、

伊
藤
博
文
公
の

何
か
の
間
違
い
と
し
な
け
れ
ば
読
め
な
い
か
ら
、
私
は
逆
に
わ
ざ
と
職
業
の
自
由
の
規
定
が
削
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
を

…
…
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
が
、

ど
う
も
伊
藤
公
の
思
い
違
い
の
よ
う
で
佐
藤
博
士
の
説
が
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ

二
、
職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

「
…
…
伊
藤
公
が
書
か
れ
た
『
憲
法
義
解
』
を
見
ま
す
と
、
居
住

＿
 

大
日
本
帝
国
憲
法
に
対
し
日
本
国
憲
法
は
明
文
の
規
定
で
以
っ
て
職
業
選
択
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
が
、
そ
の
第
三
章
国
民
の

る。 下
し
て
居
り
ま
す
が
、

金
森
徳
次
郎
氏
が
、
協
同
民
主
党
の
林
平
馬
氏
の
質
問
に
答
え
、

「
憲
法
資
料
」
（
三
三
八
頁
）
と
か
「
憲
法
解
釈
資
料
」
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ノヽ二（
 

公
共
の
福
祉

(public
w
e
l
f
a
r
e
)

と
は

で
あ
る
。

又
フ
ラ
ソ
ス
に
於
い
て
は
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
の
前

又
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
前
文
で
は

一
七
七
六
年
の

職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

権
利
及
び
義
務
の
規
定
が
立
法
技
術
の
点
か
ら
み
て
必
ら
ず
し
も
満
足
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
云
い
得
な
い
こ
と
は
、
従
来
か
ら
し

ば
し
ば
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
的
人
権
と
公
共
の
福
祉
と
の
関
係
の
規
定
に
お
い
て
特
に
顕
著
で
あ
る
と
云
い
得
よ
う
。

殊
に
公
共
の
福
祉
と
い
う
言
葉
の
意
味
内
容
が
極
め
て
漢
然
と
し
て
居
っ
て
明
確
に
理
解
出
来
な
い
憾
み
が
あ
り
、
又
そ
の
た
め
に

一
体
ど
の
よ
う
な
場
合
に
自
由
と
か
権
利
の
制
約
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
更
に
は
又
そ
の
限
界
が
奈
辺
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も

不
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
も
憲
法
第
―
二
条
及
び
第
一
三
条
が
、
自
由
と
か
権
利
に
対
す
る
公
共
の
福
祉
に
よ
る
一
般
的
制
約
を
表
わ

す
根
本
規
定
で
あ
る
か
の
如
き
概
観
を
呈
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
第
二
二
条
と
か
第
二
九
条
に
於
い
て
は
、
個
々
の
規
定
が
そ
れ

ぞ
れ
公
共
の
福
祉
に
よ
る
制
約
を
認
め
て
い
る
が
た
め
に
解
釈
上
に
疑
義
を
か
も
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

何
は
と
も
あ
れ
日
本
国
憲
法
は
第
二
二
条
に
於
い
て
職
業
選
択
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
に
反
し
て
は
な
ら
な
い

と
こ
ろ
の
公
共
の
福
祉
と
は
具
体
的
に
如
何
な
る
も
の
を
意
味
す
る
の
か
、
若
干
の
判
例
を
中
心
と
し
つ
つ
考
察
せ
ん
と
す
る
も
の

2
 

「
国
家
的
共
同
生
活
に
お
け
る
社
会
の
幸
福
又
は
利
益
を
意
味
す
る
」
が
、

な
語
が
憲
法
、
人
権
宣
言
及
び
権
利
章
典
な
ど
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
八
世
紀
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
権
利
宜
言
第
三
条
で
は
「
共
同
の
利
益
」

(
c
o
m
m
o
n
benefit)

と
あ
り
、

「
一
般
の
福
祉
」

(
g
e
n
e
r
a
l
welfl!-re)

と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う

文
の
中
で
国
民
の
要
求
が
常
に
「
全
体
の
幸
福
」

(
b
o
n
h
e
u
r
d
e
 t
o
u
s
)

の
維
持
に
向
う
よ
う
に
人
権
宣
言
の
決
意
を
し
た
と
述
べ

＇
て
い
る
し
、
又
一
七
九
三
年
の
革
命
憲
法
に
附
せ
ら
れ
た
人
権
宣
言
の
第
一
条
に
於
い
て
は
、
社
会
の
目
的
は
「
共
同
の
幸
福
」
で

ニ
八

326 



い
限
り
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
」
（
憲
法
第
一
―
一
条
、

「
私
権
は
公
共
の
福
祉
に
遵
う
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
一
条
一
項
）
。

こ
の
基
本
的
人
権
と
公
共
の
福
祉
と
の
関
係
に
つ
い
て
東
京
高
等
裁
判
所
は
、

二
九

あ
る
と
宣
言
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
公
共
の
福
祉
に
あ
た
る
語
が
一
八
世
紀
後
半
に
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

も
た

こ
の
頃
に
は
ま
だ
各
人
の
私
益
の
追
求
が
同
時
に
公
益
の
増
進
を
齋
ら
す
と
い
う
楽
観
的
な
考
え
方
を
し
て
い
た
。
そ
れ
が
二

0
世

「
所
有
権
は
義
務
を
含
む
。
そ
の
行
使
は
同
時
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に

な
す
こ
と
を
要
す
」
と
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
知
，
り
得
る
如
く
、
私
益
の
追
求
に
際
し
て
の
目
標
な
い
し
は
限
界
と

し
て
こ
の
公
共
の
福
祉
が
重
要
視
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
国
憲
法
の
下
に
於
い
て
は
基
本
的
人
権
は
公
共
の

福
祉
の
た
め
に
利
用
す
る
責
任
が
あ
り
、
個
人
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な

一
三
条
）
と
定
め
ら
れ
、

場
か
ら
見
た
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
公
共
の
福
祉
は
、
個
人
の
基
本
的
人
権
を
包
摂
し
つ
つ
も
、
こ
れ
を
越
え
た
集
団
的
共
同

生
活
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
公
共
の
福
祉
の
解
決
に
つ
い
て
は
、
個
人
的
立
場
を
離
れ
た
国
民
全
体
の
集
団
意
識
の
立
場
に

お
い
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
元
来
国
家
は
多
数
国
民
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
る
共
同
体
で
あ
る
が

故
に
、
公
益
と
私
益
と
は
全
然
無
関
係
と
は
云
い
得
ず
両
者
の
調
和
こ
そ
必
要
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
「
全
体
は
個
に
先

ん
ず
る
」
と
い
う
哲
学
上
の
命
題
そ
の
ま
ま
に
全
体
主
義
的
な
公
益
優
先
に
徹
し
切
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
公
共
の
福
祉
の
維
持
と

基
本
的
人
権
の
尊
重
と
が
両
立
さ
れ
る
べ
く
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
金
森
徳
次
郎
氏
が
、
公
共
の

福
祉
と
は
「
全
体
の
集
団
と
し
て
の
利
益
、

そ
れ
か
ら
そ
の
外
に
集
団
と
し
て
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
世
間
全
体
の
人
の
利
益
、
こ

の
両
様
の
意
味
を
含
ん
で
居
る
も
の
と
考
え
て
居
り
ま
す
」
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
の
は
尤
も
な
こ
と
と
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

紀
に
於
い
て
は
、

一
九
一
九
年
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
、

「
基
本
的
人
権
は
、
こ
れ
を
享
有
す
る
個
人
の
立

民
法
に
於
い
て
も
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定
を
も
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

二

憲
法
調
査
会
報
告
書
（
五
四
三
ー
四
頁
）
に
よ
れ
ば
学
説
の
中
に
も
、
基
本
的
人
権
の
制
約
に
関
す
る
現
行
憲
法
の
規
定
が
適
切
で

な
い
と
す
る
見
解
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
大
体
次
の
二
つ
の
論
拠
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
。

先
ず
第
一
に
現
行
憲
法
の
規
定
は
基
本
的
人
権
を
ば
余
り
に
も
尊
重
し
過
ぎ
て
居
り
、
そ
れ
が
現
代
福
祉
国
家
の
実
現
の
必
要
や

個
人
の
社
会
連
帯
的
責
任
の
観
念
な
ど
か
ら
制
約
を
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
積
極
的
に
明
記
す
べ
き
で
あ
る
と
す

る
。
そ
し
て
現
行
憲
法
の
公
共
の
福
祉
の
内
容
を
具
体
的
に
示
す
文
字
に
改
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
代
福
祉
国
家
の
要
求
に
応
え
る

と
共
に
、
国
民
の
権
利
、
自
由
に
対
す
る
制
約
の
根
拠
お
よ
び
限
度
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共
の
福
祉
と
い
う
漢
然
た
る

言
葉
が
不
当
に
広
く
解
釈
運
用
せ
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
立
法
技
術
的
に
み
て
現
行
憲
法
が
、
第
ご
一
条
及
び
第
一
三
条
に
於
い
て
公
共
の
福
祉
で
一
般
的
に
基
本
的
人
権
を
制
約

す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
居
住
移
転
及
び
職
業
選
択
の
自
由
に
関
す
る
第
二
二
条
や
、
財
産
権
に
関
す
る
第
二
九

条
等
に
於
い
て
は
個
別
的
に
重
ね
て
公
共
の
福
祉
に
よ
っ
て
制
約
せ
ら
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
が
為
に
、
解
釈
上
の
疑
義
が
生

じ
て
い
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
即
ち
右
の
如
き
規
定
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
結
果
と
し
て
、
個
別
的
制
約
と

し
て
公
共
の
福
祉
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
権
利
と
か
自
由
に
つ
い
て
は
、
第
―
二
条
第
一
三
条
の
一
般
的
制
約
の
規
定
が
あ
る
に
も

拘
ら
ず
、
如
何
な
る
場
合
に
も
な
ん
ら
の
制
約
を
も
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
解
釈
が
生
じ
う
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
一
般
的
制
約
の
規
定
を
改
め
る
と
共
に
、
各
個
の
権
利
と
か
自
由
に
つ
い
て
の
個
別
的
制
約
の
規

と
こ
ろ
で
憲
法
第
―
二
条
と
か
第
一
三
条
の
よ
う
な
一
般
的
制
約
の
規
定
が
あ
る
限
り
は
、
当
然
に
そ
の
適
用
を
受
け
る
が
故
に
、

10 
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第
二
二
条
と
か
第
二
九
条
に
お
け
る
よ
う
な
個
別
的
制
約
の
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
殊
に
「
公
共

の
福
祉
」
と
い
う
極
め
て
曖
昧
で
不
明
確
な
文
字
を
重
複
し
て
用
い
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
又
第
二
二
条
と
か
第
二

九
条
等
の
権
利
が
公
共
の
福
祉
と
の
関
係
か
ら
み
て
一
層
個
別
的
制
約
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
更
に
具
体
的
な
且
つ

詳
細
な
（
例
え
ば
公
共
の
衛
生
と
い
う
よ
う
な
）
文
字
に
改
め
る
方
が
よ
り
適
切
だ
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
つ
い
て
元

最
高
裁
判
所
判
事
の
真
野
毅
氏
は
「
憲
法
を
社
会
連
帯
と
い
う
考
え
で
解
す
べ
き
こ
と
は
、
公
共
の
福
祉
と
い
う
表
現
の
中
に
現
わ

『
公
共
の
福
祉
』
は
一
般
条
項
で
あ
っ
て
、
法
律
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
、

き
、
そ
れ
が
個
々
の
場
合
に
ど
う
な
る
か
と
い
う
具
体
的
な
問
題
は
、
結
局
、
最
高
裁
判
所
で
判
断
し
、
そ
の
意
味
は
ケ
ー
ス
・
バ

イ
・
ケ
ー
ス
で
、
判
例
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
次
第
に
具
体
化
さ
れ
る
。
公
共
の
福
祉
の
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
他
の
こ

と
ば
を
用
い
て
抽
象
的
に
並
べ
て
み
て
も
、
実
際
に
適
用
す
る
と
同
じ
こ
と
と
な
る
に
と
ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
公
共
の
福
祉
』

と
い
う
制
限
で
だ
い
た
い
ま
か
な
い
き
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
し
、
又
矢
部
貞
治
氏
も
「
思
想
お
よ
び
良
心
の
自

由
の
よ
う
な
内
面
生
活
に
関
す
る
自
由
は
、

う
少
し
具
体
的
な
こ
と
ば
を
使
っ
て
み
て
も
、

『
公
共
の
福
祉
』
の
名
に
お
い
て
も
制
限
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
思
う
が
、
そ
の
他
の

『
公
共
の
福
祉
』
に
よ
る
限
界
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
憲
法
の
条
文
に
も

や
は
り
あ
る
程
度
抽
象
的
に
な
る
の
を
免
れ
な
い
か
ら
、

『
公
共
の
福
祉
』
の
字
句

を
改
め
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
具
体
化
は
法
律
に
よ
る
ほ
か
は
な
い
。
も
し
法
律
に
つ
い
て
紛
争
が
生
ず
る
場
合
は
、
裁
判
所
の
解

釈
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
弾
力
的
で
あ
り
、
判
例
法
の
積
み
重
ね
る
公
民
意
識
の
向
上
に
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
利
の
乱
用
を

17 

な
く
す
ほ
か
は
な
い
」
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
が
全
く
同
感
で
あ
る
。

三

職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

自
由
と
権
利
に
対
し
て
は
、

れ
て
い
る
。

一
般
的
な
こ
と
ば
で
表
現
し
て
お
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職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

そ
こ
で
次
に
公
共
の
福
祉
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
の
か
を
若
干
の
判
例
を
通
じ
て
眺
め
て
み
よ
う
。
た
だ
最

高
裁
判
所
の
判
例
の
中
に
は
例
え
ば
公
衆
浴
場
法
違
反
被
告
事
件
（
●
立
年
銅
蜘
翻
配
記
輝
●
戸
〉
八
正
）
の
よ
う
に
学
者
に
よ
っ
て
批

判
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
判
例
の
研
究
が
目
的
で
は
な
く
、
判
例
で
は
公
共
の
福
祉
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
解

し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
単
純
に
知
ろ
う
と
い
う
丈
け
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
「
具
体
的
に
如
何
な
る
場
合
が
果
し
て
憲
法
に

い
う
公
共
の
福
祉
に
該
当
す
る
か
は
、
も
と
よ
り
個
々
の
法
律
に
よ
り
一
般
社
会
通
念
に
従
っ
て
定
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
」

律
に
よ
る
公
共
の
福
祉
の
内
容
の
具
体
化
が
果
し
て
憲
法
に
い
う
公
共
の
福
祉
と
い
う
概
念
又
は
理
念
に
合
致
す
る
か
否
か
は
、
実

証
的
に
は
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
よ
っ
て
終
極
的
に
決
定
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

一
国
家
公
益
的
立
場
か
ら
職
業
選
択
が
禁
止
又
は
制
限
せ
ら
れ
る
場
合

ま
ず
公
序
良
俗
に
反
せ
ざ
る
こ
と
は
公
共
の
福
祉
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
国
家
が
こ
の
点
に
つ
い
て
も
特
に
注
意

を
は
ら
っ
て
い
る
こ
と
は
法
例
第
二
条
の
規
定
に
徴
し
て
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
判
例
も
「
風
俗
営
業
取
締
法
が
風
俗
営

業
に
つ
い
て
営
業
の
許
可
制
、
注
意
義
務
の
負
担
、
当
該
官
吏
の
営
業
所
へ
の
立
入
等
を
規
定
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
種
の
営
業
が

社
会
秩
序
の
維
持
、
善
良
の
風
俗
及
び
公
共
の
福
祉
を
増
進
せ
ん
と
す
る
国
家
の
目
的
に
反
す
る
行
為
を
誘
起
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
合
憲
で
あ
る
」
と
し
て
、
公
序
良
俗
の
面
か
ら
み
て
職
業
選
択

の
自
由
に
対
す
る
法
律
上
の
禁
止
、

又
は
制
限
を
是
認
し
て
い
る
こ
と
は
蓋
し
当
然
の
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は

「
こ
の
法
律
は
、
売
春
が
人
と
し
て
の
尊
厳
を
害
し
、
性
道
徳
に
反
し
、
社
会
の
善
良
の
風
俗
を
み
だ
す

も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
売
春
を
助
長
す
る
行
為
を
処
罰
す
る
と
と
も
に
…
…
」
と
規
定
し
（
第
一
条
）
、
公
序
良
俗
に
反
す

る
場
合
に
は
職
業
選
択
の
自
由
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

売
春
防
止
法
が
明
瞭
に
、

「法
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職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、

凡
そ
煙
草
専
売
制
度
の
主
た
る
目
的
が
財
政
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

次
に
少
し
く
類
別
を
異
に
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
法
人
が
そ
の
事
業
目
的
の
た
め
に
所
有
す
る
唯
一
の
土
地
を
自
作
農
創
設
特

別
措
置
法
に
よ
り
買
収
す
る
こ
と
は
、
憲
法
第
二
二
条
に
違
反
す
る
や
否
や
と
い
う
「
行
政
処
分
取
消
請
求
事
件
」
に
於
い
て
最
高

裁
判
所
は
、

「
憲
法
二
二
条
の
営
業
の
自
由
の
保
障
は
、
無
制
限
な
も
の
で
は
な
く
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
保

障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
制
定
せ
ら
れ
た
法
律
も
し
く
は
こ
れ
に
基
く
行
政
処
分
に
よ
っ
て
、

営
業
遂
行
の
自
由
が
直
接
も
し
く
は
間
接
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
同
条
の
違
反
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
は
、
自
作
農
を
急
速
か
つ
広
汎
に
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
業
生
産
力
の
発
展
と
農
村
に

お
け
る
民
主
的
傾
向
の
促
進
を
図
る
と
い
う
公
共
の
福
祉
の
た
め
の
必
要
に
基
き
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
未
墾
地
買
収
計

画
は
、
右
法
律
に
基
き
な
さ
れ
た
行
政
処
分
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
た
め
に
仮
に
、
事
実
上
上
告
人
の
現
在
の
営
業
に
支
障
を
来
た
す

20 

こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
憲
法
二
二
条
に
違
反
す
る
も
の
と
い
い
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

ノヽ二
国
家
財
政
的
立
場
か
ら
制
限
さ
れ
る
場
合

c
 

例
え
ば
煙
草
、
塩
、
郵
便
な
ど
の
事
業
は
財
政
そ
の
他
公
益
的
見
地
か
ら
国
の
独
占
に
帰
し
て
居
り
、
民
間
企
業
は
認
め
ら
れ
て

居
ら
な
い
。
た
だ
国
の
独
占
企
業
に
属
す
る
も
の
の
中
で
も
、
例
え
ば
煙
草
な
ど
は
、
税
収
確
保
の
道
さ
え
つ
け
ば
、
民
間
企
業
に

移
し
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
一
部
に
は
あ
る
が
、
判
例
は
「
煙
草
と
い
う
よ
う
な
大
衆
の
嗜
好
品
は
全

国
同
一
の
価
格
に
よ
っ
て
広
く
公
衆
に
販
売
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
指
定
営
業
制
度
を
設
け
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
指
定
営
業
制
度
は
公
共
の
福
祉
に
よ
る
制
限
で
あ
っ
て
、
煙
草
専
売
法
は
憲
法
第
二
二
条
に
反
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し

憲
法
第
二
二
条
の

「
公
共
の
福

祉
」
を
根
拠
と
す
る
こ
と
に
多
少
の
無
理
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
現
実
の
問
題
と
し
て
煙
草
の
専
売
制
度
を
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職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

廃
止
し
た
方
が
自
由
競
争
の
結
果
良
い
煙
草
が
よ
り
安
く
な
り
、
そ
の
方
が
国
民
一
般
の
利
益
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

U

交
通
、
衛
生
、
医
薬
事
業
、
古
物
営
業
、
風
俗
営
業
、
公
衆
浴
場
等
警
察
許
可
に
よ
っ
て
の
み
許
さ
れ
る
場
合

先
ず
古
物
営
業
の
自
由
に
対
す
る
制
限
に
つ
い
て
最
高
裁
判
所
は
、

主
義
を
と
り
、
各
人
の
自
由
に
放
任
す
る
主
義
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
腔
物
の
相
当
数
が
古
物
商
に
流
さ
れ
る

現
実
の
事
態
に
鑑
み
、
そ
の
流
れ
を
阻
止
し
、
又
は
そ
の
発
見
に
努
め
、
被
害
者
の
保
護
を
計
る
と
共
に
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
乃
至

検
挙
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
右
は
国
民
生
活
の
安
寧
を
図
り
、

い
わ
ゆ
る
『
公
共
の
福
祉
』
を
維
持
す
る
所
以
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
古
物
営
業
法
は
旧
法
を
廃
止
し
新
た
に
立
法
さ
れ
た
も
の
で
幾
多
の
点
に
お
い
て
新
た
な
規
定
を
設
け
て
い
る
が
、

許
可
主
義
を
と
っ
た
点
に
お
い
て
は
終
始
一
貫
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
許
可
主
義
を
と
る
こ
と
が
前
記
の
如
く
公
共
の
福
祉

の
維
持
に
必
要
で
あ
る
か
ら
新
法
も
ま
た
旧
法
の
主
義
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
旧
法
に
お
い
て
は
古
物
商
の
免
許
に
つ
い
て

は
何
ら
基
準
を
設
け
ず
、
す
べ
て
行
政
庁
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
新
法
に
お
い
て
は
第
四
条
に
お
い
て
許

可
の
基
準
を
設
け
、
そ
の
許
可
不
許
可
が
行
政
庁
の
独
断
恣
意
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
、
特
に
同
条
二
項
に
お

い
て
不
許
可
の
と
き
は
公
安
委
員
会
は
理
由
を
附
し
た
書
面
を
も
っ
て
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
、
申
請
者

が
こ
れ
に
不
服
あ
る
と
き
は
第
二
六
条
に
よ
っ
て
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
古
物
営
業
法
が
許
可
主
義
を
と
り
、
無
許
可
営
業
を
処
罰
す
る
こ
と
は
『
公
共
の
福
祉
』
を
維
持
す
る
た
め
の

必
要
な
制
限
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
何
ら
、
憲
法
第
二
二
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
く
従
っ
て
論
旨
は
理
由
が
な

し
」
と
し
て
古
物
営
業
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
国
民
生
活
の
安
寧
を
図
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
次
に
昭
和
二
六

「
古
物
営
業
に
つ
い
て
は
、
旧
古
物
取
締
法
か
ら
許
可
営
業

一四
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職
業
安
定
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
一
四
一
号
）
は
、

一五

労
働
大
臣
の
許
可
に
か
か
ら
せ
て
い
る
が
、

最
高
裁
判
所
は

「
業
者
は
、

未
成
年
者
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
者
と
金
属
屑
を
売
買

し
、
若
し
く
は
交
換
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
そ
の
売
買
若
し
く
は
交
換
の
委
託
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
…
…
」
（
第
一

0
条
）
と

定
め
、
こ
れ
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
を
規
定
し
て
い
る
（
同
第
二
〇
条
、
二
三
条
）
が
、
最
高
裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し

の
予
防
、
鎮
圧
乃
至
検
挙
を
容
易
に
す
る
た
め
に
採
ら
れ
る
必
要
な
措
置
は
、
結
局
、
国
民
生
活
の
安
寧
を
は
か
る
所
以
の
も
の
で

あ
る
か
ら
、
か
か
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
憲
法
二
二
条
一
項
に
い
わ
ゆ
る
公
共
の
福
祉
を
維
持
す
る
こ
と
に

な
る
」
（
翡
嗅
茎
一
凸
芦
芯
佑
）
と
い
い
、
右
「
金
属
屑
業
条
例
」
は
営
業
の
自
由
を
制
限
す
る
が
、
か
か
る
公
共
の
福
祉
の
維
持

に
必
要
に
し
て
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

を
原
則
と
し
、
有
料
職
業
紹
介
事
業
を
禁
止
し
（
三
二
条
一
項
本
文
）
、

職
業
紹
介
を
政
府
の
設
置
す
る
公
共
職
業
安
定
所
で
無
料
で
行
な
わ
せ
る
こ
と

た
だ
特
別
の
技
術
を
必
要
と
す
る
職
業
の
有
料
職
業
紹
介
事

業
（
三
二
条
一
項
但
書
）
及
び
無
料
職
業
紹
介
事
業
（
第
三
二
条
）
は
、

職
業
安
定
法
違
反
被
告
事
件
に
お
い
て
「
憲
法
一
三
条
及
二
二
条
に
は
共
に
『
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
』
と
い
う
枠
が
あ
る

の
で
あ
る
。
原
審
が
論
旨
摘
録
の
よ
う
に
判
示
し
て
職
業
安
定
法
三
二
条
は
現
今
わ
が
国
情
の
下
に
お
い
て
公
共
の
福
祉
の
た
め
必

要
の
も
の
で
あ
り
、
憲
法
の
右
各
条
に
反
す
る
も
の
で
な
い
と
し
た
の
は
相
当
で
あ
る
。
職
業
安
定
法
は
戦
時
中
の
統
制
法
規
と
は

異
り
所
論
の
よ
う
に
産
業
上
の
労
働
力
充
足
の
た
め
に
そ
の
需
要
供
給
の
調
整
を
図
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

各
人
に
そ
の
能
力
に
応
じ
て
妥
当
な
職
業
に
就
く
機
会
を
与
え
、
職
業
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
大
き
な
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

在
来
の
自
由
有
料
職
業
紹
介
に
お
い
て
は
営
利
の
目
的
の
た
め
、
条
件
等
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
、
と
も
か
く
も
契
約
を
成
立
せ
し
め

て
報
酬
を
得
る
た
め
、
更
に
進
ん
で
は
多
額
の
報
酬
を
支
払
う
能
力
を
有
す
る
資
本
家
に
奉
仕
す
る
た
め
、
労
働
者
の
能
力
、
利
害
、

職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

年
八
月
の
広
島
県
条
例
三
九
号
「
金
属
屑
業
条
例
」

ま、＇ 

「
犯
罪
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職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

、
労
働
者
に
不
利
益
な
契
約
を
成
立
せ
し
め
た
事
例
多
く
、
こ
れ
に
基
因

妥
当
な
労
働
条
件
の
獲
得
、
維
持
等
を
顧
み
る
こ
と
な
く

す
る
弊
害
も
甚
し
か
っ
た
こ
と
は
顕
著
な
事
実
で
あ
る
。
職
業
安
定
法
は
公
共
の
福
祉
の
た
め
こ
れ
等
弊
害
を
除
去
し
、
各
人
に
そ

の
能
力
に
応
じ
適
当
な
職
業
を
与
え
以
て
職
業
の
安
定
を
図
ら
ん
す
る
も
の
で
、

「職

そ
の
目
的
た
め
に
従
来
弊
害
の
多
か
っ
た
有
料
職

業
紹
介
を
禁
じ
公
の
機
関
に
よ
っ
て
無
料
に
そ
し
て
公
正
に
職
業
を
紹
介
し
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
憲
法
の
各
条
項
に
違
反
す
る
も

の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

有
料
職
業
紹
介
事
業
を
禁
止
し
た
職
業
安
定
法
が
合
憲
で
あ
る
か
否
か
は
、
憲
法
第
二
二
条
が
保
障
し
て
い
る
職
業
選
択
の
自
由

が
決
し
て
無
制
限
な
も
の
で
は
な
く
、
公
共
の
福
祉
に
よ
り
制
限
さ
れ
得
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、

そ
れ
が
公
共
の

福
祉
に
よ
り
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
て
最
高
裁
判
所
は
右
の
判
決

に
お
い
て
営
業
と
し
て
の
有
料
職
業
紹
介
事
業
を
禁
止
せ
る
職
業
安
定
法
（
第
三
二
条
）
が
公
共
の
福
祉
に
よ
り
職
業
選
択
の
自
由
を

制
限
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
同
法
は
違
憲
で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

職
業
安
定
法
は
第
一
条
に
於
い
て
「
こ
の
法
律
は
、
公
共
に
奉
仕
す
る
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
安
定
機
関
が
、
関
係
行

政
庁
又
は
関
係
団
体
の
協
力
を
得
て
、
各
人
に
、

る
」
と
規
定
し
、

そ
の
有
す
る
能
力
に
適
当
な
職
業
に
就
く
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
他
の
産
業
に
必
要
な
労
働
力
を
充
足
し
、
以
て
職
業
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

「
職
業
の
安
定
」
と
「
経
済
の
興
隆
」
と
の
二
つ
の
目
的
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
の
判
決
は
公
共
の
福
祉
の
具
体

的
内
容
を
な
す
も
の
と
し
て
こ
の
二
つ
の
目
的
、
特
に
前
者
を
強
く
主
張
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
判
決
は
、

業
の
安
定
」
を
図
る
た
め
に
従
来
弊
害
の
多
か
っ
た
有
料
職
業
紹
介
事
業
を
原
則
的
に
禁
止
す
る
こ
と
は
、

の
福
祉
の
た
め
で
あ
る
が
故
に
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る

と
り
も
な
お
さ
ず
公
共

天

工
業
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営
を
各
人
の
自
由
に
な
し
う
る
と
こ
ろ
と
し
な
い
で
免
許
制
を
と
り
、

＿七

「
…
…
覚
せ
い
剤
取
締
法
が
一
方
に
お
い
て

一
定
の
免
許
基
準
の
下
に
こ
れ
を
免
許
す
る
こ
と
に
し
て
い

道
路
運
送
法
が
「
自
家
用
自
動
車
の
有
償
運
送
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
既
存
の
自
動
車
運
送
事
業
者
以
外
の
競
争
者
が
出
現

ー
す
る
こ
と
を
防
止
し
、
も
っ
て
既
存
の
自
動
車
運
送
業
者
の
利
益
を
擁
護
す
る
と
い
う
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
原
判
決
が
『
道

路
運
送
事
業
の
適
正
な
運
営
及
び
公
正
な
競
争
を
確
保
す
る
』
と
い
っ
て
い
る
の
も
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
理
由
で
憲
法
第
二
二
条
第
一
項
の
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
し
う
る
と
す
れ
ば
，
す
べ
て
の
職
業
に

つ
い
て
『
適
正
な
運
営
及
び
公
正
な
競
争
を
確
保
す
る
』
と
い
う
名
目
の
も
と
に
職
業
選
択
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
れ
は
憲
法
第
二
二
条
第
一
項
の
精
神
に
反
し
、
同
条
の
解
釈
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
弁
護
人

の
上
告
趣
意
に
対
し
、
最
高
裁
判
所
は
「
憲
法
第
二
二
条
一
項
に
い
わ
ゆ
る
職
業
選
択
の
自
由
は
無
制
限
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
公
共
の
福
祉
の
要
請
が
あ
る
限
り
そ
の
自
由
の
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
、
同
条
項
の
明
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
道
路
運
送
法

は
道
路
運
送
事
業
の
適
正
な
競
争
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
道
路
運
送
に
関
す
る
秩
序
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
道
路
運
送
の
総
合

的
な
発
達
を
図
り
、
も
っ
て
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
法
が
自
動
車
運
送
事
業
の
経

る
の
は
、
わ
が
国
の
交
通
及
び
道
路
運
送
の
実
情
に
照
ら
し
て
み
て
、
同
法
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
に
副
う
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
自
家
用
自
動
車
の
有
償
運
送
行
為
は
無
免
許
営
業
に
発
展
す
る
危
険
性
の
多
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
放
任
す
る
と

き
は
無
免
許
営
業
に
対
す
る
取
締
の
実
効
を
期
し
難
く
、
免
許
制
度
は
崩
れ
去
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
同
法
一
〇
一
条
一
項

が
自
家
用
自
動
車
を
有
償
運
送
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
も
ま
た
公
共
の
福
祉
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
制
限
と
解

さ
れ
る
」
と
し
、
同
条
項
が
憲
法
第
二
二
条
一
項
に
反
す
る
も
の
で
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
被
告
事
件
に
於
い
て
は
最
高
裁
判
所
は
判
決
理
由
の
中
で
、

職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉
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麻
薬
取
締
法
は
公
共
の
保
健
衛
生
の
要
請
上
、

職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

覚
せ
い
剤
の
適
正
な
使
用
の
途
を
開
き
つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
、
法
定
の
資
格
者
以
外
の
者
に
よ
っ
て
そ
の
譲
渡
、
譲
受
、
所
持
等

が
濫
用
の
因
を
な
し
や
す
い
こ
と
に
鑑
み
、
法
定
の
場
合
の
外
一
般
に
覚
せ
い
剤
を
所
持
し
、

又
は
譲
り
渡
す
行
為
等
を
禁
止
し
、

こ
れ
が
違
反
に
対
し
罰
則
を
定
め
て
も
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
裁
判
所
大
法
廷
判
決
（
疇
芸
一
恥
叶
蜘
疇

―
―
―
厨
畔
藍
皿
記
）
の
趣
旨
に
徴
し
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
法
定
の
資
格
者
で
な
い
者
が
覚
せ
い
剤
を
所
持
譲
渡
し
て
も
必
ず
し
も
公

共
の
福
祉
に
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
原
判
決
が
憲
法
第
二
二
条
に
違
反
す
る
と
の
主
張
は
、
そ
の
理
由
が
な

い
」
と
述
べ
、
如
何
に
職
業
選
択
の
自
由
を
有
す
る
と
雖
も
公
共
の
福
祉
に
反
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

か
つ
営
利
の
目
的
で
、
麻
薬
を
譲
り
受
け
、
譲
り
渡
し
、
所
持
し
た
行
為
に
対
し
、
麻
薬
取
締
法
六
七
条
二
項
等
を
適
用
し
て
処
断

し
た
が
、
右
規
定
は
、
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
第
二
二
条
一
項
に
違
反
す
る
」
と
主
張
す
る
弁
護

人
の
上
告
趣
意
に
対
し
て
、
「
麻
薬
は
、
そ
の
用
法
に
よ
っ
て
は
人
の
心
身
に
き
わ
め
て
危
険
な
害
悪
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、

昭
和
二
七
年
醤
二
二
三
号
昭
和
三
一
年
七
月
一
八
)
‘

そ
の
取
扱
を
制
限
し
て
い
る
の
で
あ
り
（
日
大
法
廷
判
決
刑
集
一

O・

七
・
ニ
七
三
参
照

本
件
違
反
物
件
た
る
塩
酸
ジ
ア
七
チ
ル
モ
ル
ヒ
ネ
の
取
扱
に
つ
い
て
は
特
に
厳
重
な
規
定
を
設
け
て
、
厚
生
大
臣
の
許
可
を
受
け
た

例
外
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
何
人
に
対
し
て
も
そ
の
譲
受
、
譲
渡
、
所
持
等
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
麻
薬
取
締
法
―
二
条
一
項
）
。

そ
し
て
右
の
禁
止
は
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
違
反
し
た
者
を
処
罰
す
る
所
論
麻
薬
取
締
法
の
規
定
は
、

憲
法
二
二
条
一
項
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

県
知
事
の
認
可
を
受
け
ず
、
自
ら
設
備
し
た
浴
場
に
お
い
て
、
公
衆
浴
場
を
経
営
し
、
公
衆
浴
場
法
お
よ
び
福
岡
県
基
準
条
例
違

反
に
問
わ
れ
た
被
告
人
に
対
し
、
最
高
裁
判
所
は
「
公
衆
浴
場
は
、
多
数
の
国
民
の
日
常
生
活
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
多
分
に

麻
薬
取
締
法
違
反
被
告
事
件
に
於
い
て
は
最
高
裁
判
所
は
、

「
原
判
決
の
是
認
し
た
第
一
審
判
決
は
、
被
告
人
の
常
習
と
し
て
、

八
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＿九

公
共
性
を
伴
う
厚
生
施
設
で
あ
る
。
そ
し
て
、
若
し
そ
の
設
立
を
業
者
の
自
由
に
委
せ
て
、
…
…
そ
の
配
置
の
適
正
を
保
っ
た
め
に

必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
偏
在
に
よ
り
、
多
数
の
国
民
が
日
常
容
易
に
公
衆
浴
場
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
不
便
を
来
た
す
お
そ
れ
な
き
を
保
し
難
く
、
ま
た
、
そ
の
濫
立
に
よ
り
、
浴
場
経
営
に
無
用
の
競
争
を
生
じ
そ
の
経
営
を
経
済
的

に
不
合
理
な
ら
し
め
、
ひ
い
て
浴
場
の
衛
生
設
備
の
低
下
等
好
ま
し
か
ら
ざ
る
影
響
を
来
た
す
お
そ
れ
な
き
を
保
し
難
い
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
、
上
記
公
衆
浴
場
の
性
質
に
鑑
み
、
国
民
保
健
お
よ
び
環
境
衛
生
の
上
か
ら
、
出
来
る
限
り
防
止
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
、
公
衆
浴
場
の
設
備
場
所
が
配
置
の
適
正
を
欠
き
、
そ
の
偏
在
乃
至
濫
立
を
来
た
す
に
至
る
ご
と
き
は
、

公
共
の
福
祉
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
理
由
に
よ
り
公
衆
浴
場
の
経
営
の
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
を
設

酒

け
る
こ
と
は
、
憲
法
二
二
条
に
違
反
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
し
」
と
し
て
、
公
衆
浴
場
法
第
二
条
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
す
る

無
届
で
貸
金
業
を
営
む
こ
と
ば
、
貸
金
業
等
の
取
締
に
関
す
る
法
律
の
目
的
と
す
る
金
融
の
健
全
な
発
達
を
妨
害
す
る
故
に
違
法

で
あ
る
と
い
う
、
名
古
屋
高
等
裁
判
所
金
沢
支
部
の
判
決
（
昭
和
二
六
年
一
月
二
七
日
）
を
支
持
し
た
最
高
裁
判
所
は
、

営
業
を
禁
止
し
処
罰
す
る
貸
金
業
法
第
五
条
第
一
八
条
一
号
は
職
業
選
択
の
自
由
を
不
当
に
圧
迫
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
て

80 

い
る
。ノヽ四

職
業
に
つ
き
一
定
の
資
格
が
要
求
せ
ら
れ
る
場
合

c
 

医
師
、
薬
剤
師
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
、
自
動
車
の
運
転
手
等
に
は
そ
の
性
質
上
一
定
の
資
格
が
要
求
せ
ら
れ
、
資
格
の

な
い
者
が
こ
れ
ら
の
職
業
に
就
く
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
は
、
も
し
資
格
の
な
い
者
が
こ
れ
ら
の
職
業
に
就
い
た
場
合
、
人
の
生

命
、
身
体
、
財
産
等
に
危
険
を
及
ぼ
す
怖
れ
が
多
分
に
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
資
格
を
制
限
す
る
規
定
は
合
憲
な
も
の
と
云
わ
ざ
る
を

量
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

上
告
を
ば
全
員
一
致
で
棄
却
し
て
い
る
。

無
届
貸
金
業
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引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
は
、

＇
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

得
な
い
。
さ
れ
ば
最
高
裁
判
所
は
歯
科
医
師
法
違
反
被
告
事
件
の
判
決
理
由
の
中
で
「
思
う
に
印
象
採
得
、
咬
合
採
得
、
試
適
、
嵌

入
が
歯
科
医
業
に
属
す
る
こ
と
は
、
歯
科
医
師
法
一
七
条
、
歯
科
技
工
法
二

0
条
の
規
定
に
照
し
明
ら
か
で
あ
る
が
、
右
施
術
は
総

義
歯
の
作
り
換
え
に
伴
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
く
歯
科
医
業
の
範
囲
に
属
す
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
け
だ
し
施
術

者
は
右
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
患
者
の
口
腔
を
診
察
し
た
上
、
施
術
の
適
否
を
判
断
し
、
患
部
に
即
応
す
る
適
正
な
処
置
を
施
す
こ

と
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
施
術
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
右
法
条
に
い
わ
ゆ
る
患
者
の
保
健
衛
生
上
危
害
を
生
ず
る
の
お

そ
れ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
歯
科
医
師
で
な
い
歯
科
技
工
士
は
歯
科
医
師
法
一
七
条
、
歯
科
技
工
法
二
〇

条
に
よ
り
右
の
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
制
限
は
、
事
柄
が
右
の
よ
う
な
保
健
衛
生
上
危
害
を

生
ず
る
の
お
そ
れ
な
き
を
保
し
難
い
と
い
う
理
由
に
基
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
民
の
保
健
衛
生
を
保
護
す
る
と
い
う
公
共
の

福
祉
の
た
め
の
当
然
の
制
限
で
あ
り
、
こ
れ
を
以
て
職
業
の
自
由
を
保
障
す
る
憲
法
二
二
条
に
違
反
す
る
も
の
と
解
す
る
を
得
な
い

3
 

の
は
勿
論
、
同
法
一
三
条
の
規
定
を
誤
っ
て
解
釈
し
た
も
の
と
も
云
い
難
い
…
…
」
と
判
示
し
て
い
る
。

ノヽ五
職
業
遂
行
の
態
様
に
制
限
を
加
え
る
場
合

（
 

職
業
選
択
の
自
由
は
前
述
の
如
く
当
然
に
営
業
の
自
由
、
職
業
遂
行
の
自
由
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
職
業
遂
行
が
公
序
良

俗
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
国
家
は
法
律
で
も
っ
て
制
限
出
来
る
こ
と
論
を
侯
た
な
い
。
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取

「
私
的
独
占
、
不
当
な
取
引
制
限
及
び
不
公
正
な
取
引
方
法
を
禁
止
し
、
事
業
支
配
力
の
過
度
の
集

中
を
防
止
し
て
、
結
合
、
協
定
等
の
方
法
に
よ
る
生
産
、
販
売
、
価
格
、
技
術
等
の
不
当
な
制
限
そ
の
他
一
切
の
事
業
活
動
の
不
当

な
拘
束
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正
且
つ
自
由
な
競
争
を
促
進
し
、
事
業
者
の
創
意
を
発
揮
さ
せ
、
事
業
活
動
を
盛
ん
に
し
、

雇
傭
及
び
国
民
所
得
の
水
準
を
高
め
、
以
て
、

一
般
消
費
者
の
利
益
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達

四
〇
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を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
…
…
」

と
雖
も
重
大
な
制
限
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
端
的
に
表
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ノヽ六
外
国
人
が
職
業
選
択
の
自
由
に
つ
い
て
制
限
を
受
け
る
場
合

外
国
人
と
は
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
り
r

外
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
と
無
国
籍
者
と
に
分
れ
得
る
が
、

の
国
籍
と
外
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
を
外
国
人
と
し
て
取
扱
う
場
合
も
あ
る
（
例
、
昭
和
二
四
年
政
令
第
五
一
号
、
外
国
人
の
財
産
取
得
に

関
す
る
政
令
）
。
外
国
人
は
法
律
上
日
本
人
と
同
一
の
地
位
を
有
す
る
を
原
則
と
し
、

る
が
、
国
家
的
利
害
関
係
か
ら
或
る
種
の
権
利
に
つ
い
て
は
法
令
に
よ
っ
て
禁
止
又
は
制
限
を
受
け
て
い
る
。
禁
止
さ
れ
る
例
と
し

国
又
は
公
共
団
体
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
（
国
家
賠
償
法
第
六
条
）
、

三
条
）
、
土
地
所
有
権
（
外
国
人
土
地
法
）
、
特
許
権
盆
（
特
許
法
第
三
二
条
）
、

第
二
六
条
）
、
意
匠
権
（
意
匠
法
第
二
五
条
）
、
弁
理
士
（
弁
理
士
法
第
二
条
）
、
著
作
権
（
著
作
権
法
第
二
八
条
）
等
の
他
に
、

の
船
舶
に
よ
る
運
送
（
船
舶
法
第
三
条
）
、
本
邦
内
各
地
間
の
航
空
運
送
（
航
空
法
第
―
二
七
条
第
一
三

0
条
）
が
あ
る
。
な
お
外
国
人
が

一
定
の
重
要
な
権
利
を
取
得
せ
ん
が
た
め
に
は
、
外
国
人
の
財
産
取
得
に
関
す
る
政
令
（
第
三
四
条
）
等
に
よ
り
外
資
委
員
会
の
認
可

を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
し
、

又
破
産
に
つ
い
て
は
破
産
法
第
二
条
但
鸞
に
よ
り
特
別
な
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。

外
国
人
が
我
が
国
の
官
職
に
就
く
能
力
の
有
無
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
法
律
に
明
文
の
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
従
来
の
官
吏
に
つ

い
て
は
、

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
就
官
能
力
な
し
と
解
さ
れ
て
い
た
（
旧
国
籍
法
第
二
四
条
二
項
、
恩
給
法
第
九
条
等
に
よ
り
）
。
現

在
に
お
い
て
も
法
律
上
明
文
の
規
定
は
な
い
が
（
国
家
公
務
員
法
第
二
七
・
―
―
＿
八
条
参
照
。
な
お
現
行
国
籍
法
は
前
掲
の
旧
第
二
四
条
二
項
廃

職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

て
は
水
先
人
（
水
先
法
五
条
一
号
）
、
船
舶
所
有
権
（
船
舶
法
一
条
）
、

商
標
権
（
商
標
法
第
二
四
条
）
、

四
制
限
さ
れ
る
例
と
し
て
は
、

実
用
新
案
権
（
実
用
新
案
法

日
本
各
港
間

不
正
競
争
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
（
不
正
競
争
防
止
法
第

鉱
業
権
（
鉱
業
法
一
七
条
）
が
あ
り
、

一
般
に
職
業
選
択
の
自
由
が
保
障
せ
ら
れ
て
い

（
第
一
条
）
と
し
て
制
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

か
か
る
目
的
の
為
に
は
、
個
人
の
営
業
の
自
由

と
き
に
は
日
本
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職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

止
し
た
）
、

「
国
家
主
権
の
維
持
及
び
他
国
の
対
人
高
権
の
尊
重
の
見
地
」
か
ら
「
公
務
員
に
関
す
る
当
然
の
法
理
」
と
し
て
、
国
家

意
思
の
決
定
と
国
家
公
権
力
の
行
使
に
直
接
関
係
あ
る
国
家
公
務
員
と
な
る
に
は
、

日
本
の
国
籍
を
有
す
る
も
の
た
る
こ
と
を
必
要

と
す
る
と
解
さ
れ
る
（
日
本
政
府
警
察
官
た
る
に
は
日
本
国
籍
を
必
要
と
す
る
が
、
昭
和
二
三
年
政
令
五
六
号
に
よ
る
臨
時
職
員
た
る
に
は
必
ら

ず
し
も
日
本
国
籍
を
要
し
な
い
と
い
う
点
に
つ
き
昭
和
二
三
年
六
月
一
七
日
法
務
調
査
意
見
長
官
回
答
。

見
第
二
局
長
回
答
。
昭
和
二
八
年
三
月
二
五
日
法
制
局
第
一
部
長
回
答
参
照
）
。

な
お
昭
和
二
四
年
五
月
七
日
法
務
調
査
意

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
知
り
得
る
如
く
、
職
業
選
択
の
自
由
は
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

従
っ
て
国
家
は
公
共
の
福
祉
を
理
由
と
し
な
い
で
職
業
の
選
択
を
禁
止
し
た
り
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
法
律
に
よ
る
場
合
で
も

た
だ
例
え
ば
未
成
年
者
が
自
己
の
職
業
を
選
択
す
る
と
き
に
親
権
者
の
許
可
を
必
要
と
す
る
場
合
（
民
法
第
八
二
五

職
業
と
い
っ
て
も
売
淫
の
よ
う
な
自
己
を
堕
落
さ
せ
る
場
合
と
か
高
利
貸
な
ど
反
社
会
性
の
強
い
職
業
等
も
あ

り
得
る
の
で
、
あ
る
種
の
職
業
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
た
り
、
又
特
定
の
条
件
の
下
に
お
い
て
の
み
許
可
さ
れ
る
こ
と
も

と
に
か
く
我
々
が
法
上
の
権
利
と
し
て
有
す
る
と
こ
ろ
の
職
業
選
択
の
自
由
を
制
約
す
る
と
こ
ろ
の
公
共
の
福
祉
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
迅
極
め
て
漠
然
と
し
た
概
念
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
内
容
の
把
握
に
つ
い
て
は
容
易
な
こ
と
と
云
い
得
な
い
。
従
っ
て
我
々
は

一
体
何
が
公
共
の
福
祉
で
あ
る
の
か
載
然
と
理
解
し
難
い
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
最
終
的
に
は
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
ケ
ー
ス

・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
具
体
的
に
明
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
我
々
は
又
そ
れ
に
よ
っ
て
具
体
的
に
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

あ
る
。

条
）
が
あ
っ
た
り
、

許
さ
れ
な
い
。

む

す

び

四―
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四一

こ
れ
ま
で
憲
法
第
二
二
条
の
職
業
選
択
の
自
由
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
通
じ
て
、
公
共
の
福
祉
と
は
具
体
的
に
は
社
会
秩

序
の
維
持
と
善
良
の
風
俗
（
の
増
進
）
、
国
民
生
活
の
安
寧
、
職
業
の
安
定
と
経
済
の
興
隆
、
道
路
運
送
の
綜
合
的
な
発
達
、
公
共
の

保
健
衛
生
、
国
民
保
健
お
よ
び
環
境
衛
生
、
金
融
の
健
全
な
発
達
、
農
業
生
産
力
の
発
展
と
農
村
に
お
け
る
民
主
的
傾
向
の
促
進
等

が
恰
も
こ
れ
に
あ
た
る
こ
と
を
知
り
得
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
と
て
未
だ
抽
象
的
な
そ
し
り
を
免
れ
難
い
。
し
か
も
現
在

ま
で
の
と
こ
ろ
判
例
も
部
分
的
に
偏
在
し
て
い
た
り
し
て
い
て
十
分
に
公
共
の
福
祉
を
明
示
し
尽
し
て
い
る
と
は
云
い
得
な
い
。
こ

の
こ
と
は
国
民
の
自
由
と
か
権
利
の
保
障
及
び
そ
の
尊
重
と
い
う
面
か
ら
み
て
極
め
て
重
大
な
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
末
川
博
他
「
基
本
的
人
権
と
公
共
の
福
祉
」

註

1
、
本
稿
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
多
く
の
示
唆
を
う
け
た
大
野
盛
直
教
授
著
「
職
業
選
択
の
自
由
」
（
綜
合
判
例
研
究
叢
書
、
憲
法
岡
所
収
）
に
お
い
て
同
教
授
も
述

懐
し
て
居
ら
れ
る
よ
う
に
、
学
説
、
判
例
の
分
類
は
と
て
も
難
し
く
、
従
っ
て
一
応
分
類
し
た
形
に
は
な
っ
て
い
て
も
な
ん
ら
態
を
な
し
て
居
ら
な
い
こ
と
を
お
詫

び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
、
大
野
、
前
掲
書
一
八
七
頁
。
法
学
協
会
「
註
解
日
本
国
憲
法
」
上
巻
固
四
三
七
頁
。

3
、
同
右
、

4
、
清
水
澄
「
逐
条
帝
国
憲
法
講
義
」
ニ
―
八
ー
ニ
―
九
頁
。

5
、
市
村
光
恵
「
帝
国
憲
法
論
」
四

0
四
頁
。

6
、
上
杉
慎
吉
、
「
帝
国
憲
法
逐
条
講
義
」
八
ニ
ー
八
三
頁
。

7
、
宮
沢
俊
義
、
「
日
本
国
憲
法
」
コ
ソ
メ
ン
ク
ー
ル
篇
、
二
五
一
頁
。

8
、
佐
藤
丑
次
郎
、
「
帝
国
憲
法
講
義
」
一
i

二
六
ー
―
二
七
頁
。

9
、
杉
村
章
三
郎
、
「
岩
波
・
法
律
学
辞
典
」
一
巻
一
〇
六
頁

C

10
、
法
学
協
会
、
前
掲
書
、
四
一
二
六
頁
。

1
1
、
消
水
伸
編
著
、
「
逐
条
日
本
国
憲
法
審
議
録
」
第
二
巻
、
四
六
三
頁
。

1
2
、
中
谷
敬
寿
、
「
公
共
の
福
祉
に
つ
い
て
」
（
公
法
研
究
第
四
号
所
収
）
二
頁
。

13
、
Ritchie,
"
N
a
t
u
r
a
l
 rights", 
3
r
d
 ed. 
1
9
1
6
 
p. 
272
＊
盆
性
亀
二
、
「
出
i

の
理
今
心
と
し
て
の
公
共
の
福
祉
」

所
収
）
六
九
ー
七

0
頁
参
照
。

14
、
東
高
裁
、
昭
二
七
．
―
二

・
-
0判
決
、
高
裁
刑
集
第
五
巻
一
三
号
二
四
二
九
頁
。

職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉
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職
業
選
択
の
自
由
と
公
共
の
福
祉

1
5
、
清
水
•
前
掲
書
、
二
八
二
頁
。

16
、
憲
法
調
査
会
報
告
書
、
五
四
二
頁
。

17
、
同
右
、
五
四
八
頁
。

18
、
中
谷
敬
寿
、
前
掲
書
一
三
頁
。

19
、
東
地
裁
、
昭
二
五
・
七
・
一
九
行
裁
例
集
1

巻
六
号
八
九
二
頁
．

2
0
、
昭
二
九
年
紺
第
一
三
二
号
、
同
三
四
・
七
・
一
五
大
法
廷
判
決
。

21
、
東
高
裁
、
昭
三
ニ
・
一

O・
――
-0判
決
、
高
裁
刑
集
―

.
0巻
九
号
七
三
四
頁
。

2
2
、
昭
二
八
・
三
・
一
八
大
法
廷
判
決
、
刑
集
七
巻
三
号
五
七
七
頁
。

2
3
、
昭
三
二
•
四
•
三
大
法
廷
判
決
、
刑
集
―
一
巻
四
号
一
三
一
九
頁
。

2
4、
昭
二
五
•
六
・
ニ
ー
大
法
廷
判
決
、
昭
二
四
年
新
帥
第
七
号
、
刑
集
四
巻
六
号
、
一

0
四
九
頁
。

25
、
金
沢
良
雄
、
「
営
業
の
自
由
の
制
限
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
憲
法
判
例
百
選
所
収
）
五
七
ー
五
八
頁
。

2
6
、
昭
三
五
年
困
第
二
八
五
四
号
、
昭
三
八
．
ー
ニ
・
四
大
法
廷
判
決
、

27
、
昭
二
九
年
紺
第
三
九
四
四
号
、
昭
三
一
・
九
．
―
-
第
三
小
法
廷
判
決
、
刑
集
一

0
巻
九
号
一
三
四
一
頁
。

28
、
昭
二
九
年
鉗
第
一
四

0
0号
、
同
三
一
・
―
ニ
・
ニ
六
大
法
廷
判
決
、
刑
集
一

0
巻
ー
ニ
号
一
七
四
六
頁
。

29
、
昭
三

0
.
-
．
二
六
大
法
廷
判
決
、
刑
集
九
巻
一
号
八
九
頁
。
な
お
昭
三
ニ
・
六
・
ニ
五
第
三
小
法
廷
刑
集
一
ー
巻
六
号
一
七
三
一
頁
も
こ
の
判
決
を
引
用
し
て

公
衆
浴
場
法
第
二
条
一
項
第
八
条
一
号
の
合
憲
性
を
認
め
て
い
る
。

3
0、
昭
二
九
•
一
―
・
ニ
四
大
法
廷
、
刑
集
八
巻
―
一
号
一
八
六
0
頁
。

31
、
昭
三
三
年
紺
第
四
―
一
号
、
同
三
四
・
七
・
八
大
法
廷
判
決
、
刑
集
一
三
巻
七
号
一
―
-
＝
二
頁
e

四
四
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