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第
二
章

入
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拒
否
制
度
に
対
す
る
判
例
の
評
価

第
四
節

最
近
の
下
級
審
の
動
向

手続的デュー・プロセス理論の一断面 (4) 

入
国
拒
否
制
度
を
手
続
的
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
一
九
五

0
年
代
に
判
例
理

論
が
確
立
し
た
後
し
ば
ら
く
の
問
、
下
級
審
判
決
を
含
め
た
判
例
上
、
大
き
な
動
き
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
入
国
拒
否
処
分

が
裁
判
で
争
わ
れ
る
こ
と
が
決
し
て
多
く
な
い
こ
日
、
お
よ
び
、
特
に
一
九
五
四
年
に
身
柄
拘
束
施
設
を
司
法
省
が
閉
鎖
し
て
以
降
、
入
国

拒
否
処
分
の
対
象
と
さ
れ
た
外
国
人
の
圧
倒
的
多
数
が
仮
釈
放
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
、
に
そ
の
原
因
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
を
一
変
さ
せ
た
の
が
難
民
問
題
の
発
生
で
あ
っ
た
。

最
近
約
二

O
年
余
り
の
問
、
合
衆
国
も
ま
た
難
民
問
題
へ
の
対
処
に
苦
慮
し
て
お
り
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
一
九
八

O
年
に
出
入
国

管
理
国
籍
法
を
修
正
(
以
下
こ
れ
を
難
民
法
と
い
日
)
し
難
民
問
題
を
処
理
す
る
た
め
の
制
度
を
か
な
り
整
備
し
が
。
そ
し
て
、
こ
の
制
度

の
整
備
な
い
し
修
正
に
よ
っ
て
、
従
来
の
入
国
拒
否
理
論
の
一
部
が
、
主
と
し
て
難
民
と
の
関
係
で
は
、
見
直
し
を
追
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
に
対
応
す
る
形
で
、

一
九
八

O
年
前
後
か
ら
難
民
に
関
す
る
極
め
て
多
く
の
判
例
が
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節

で
は
、
難
民
を
め
ぐ
る
現
行
法
制
度
の
概
略
を
紹
介
し
た
後
、
入
国
拒
否
と
手
続
的
デ
ュ

i
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
従
来
の
判
例
法
理
に
関

連
す
る
限
り
で
、
下
級
審
判
例
の
動
向
を
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
こ
こ
で
難
民
問
題
に
関
す
る
下
級
審
判
例
の
動
向
を
分
析
す
る
意
義
は
次
の
二
点
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
下
級
審

判
例
の
中
に
は
古
典
的
な
出
入
国
管
理
理
論
か
ら
か
な
り
大
き
く
は
な
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
、
そ
こ
で
は
、
利
益
衡
量
に
よ
り

北法42(1・177)177 



説

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
内
容
を
確
定
し
て
い
く
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
(
い
わ
ゆ
る
弾
力
的
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス

同

)
5
8
g
)
理
論
)
が
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
の
関
係
で
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
古
典
的
入
国
拒
否
理
論
に
対
す
る
こ
れ
ら
下
級
審
判
決
に

よ
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
あ
る
程
度
成
功
し
た
と
の
評
価
も
下
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
評
価
の
是
非
は
と
も
か
く
、
近
年
こ
の
種
の
下
級

審
判
例
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
自
体
、
従
来
の
入
国
拒
否
理
論
の
根
拠
と
限
界
を
注
意
深
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の

と
し
て
重
要
と
い
え
よ
う
。
第
二
に
、
連
邦
最
高
裁
判
例
(
の
理
解
)
の
混
乱
が
下
級
審
判
決
に
現
れ
て
お
り
、
連
邦
最
高
裁
の
各
判
決
が

(
]
戸
内

M-σ-o
仏
口
。

さ豆、

函聞

い
か
な
る
射
程
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
察
す
る
上
で
も
下
級
審
判
決
を
分
析
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
難
民
救
済
制
度
の
概
要
を
示
し
た
後
、
古
典
的
入
国
拒
否
理
論
の
射
程
が
問
題
と
な
っ
た
ポ
イ
ン
ト
に
関

す
る
下
級
審
判
例
を
紹
介
し
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

(
1
)
難
民
救
済
制
度
の
概
要

一
九
八

O
年
難
民
法
は
難
民
に
対
し
て
三
つ
の
救
済
方
法
を
規
定
し
て
い
る
。
第
一
は
出
入
国
管
理
国
籍
法
二

O
七
条
に
規
定
さ
れ

て
い
る
方
法
で
あ
り
、
合
衆
国
外
で
審
査
・
選
抜
さ
れ
た
個
人
が
利
用
で
き
る
「
難
民
」
た
る
地
位
で
あ
る
。
他
方
、
既
に
合
衆
国
の
国
境

に
到
達
し
て
い
る
か
あ
る
い
は
国
内
に
入
っ
た
者
が
利
用
で
き
る
救
済
制
度
に
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。
一
つ
は
出
入
国
管
理
国
籍
法
二

O
八

条
が
規
定
す
る
亡
命
的
庇
護
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
二
四
三
条
に
規
定
す
る
退
去
強
制
留
保
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
制
度
を
区
別
し

て
理
解
し
な
い
と
合
衆
国
難
民
法
制
に
関
す
る
理
解
が
混
乱
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。

ま
ず
、
ニ

O
七
条
の
規
定
す
る
海
外
か
ら
の
難
民
救
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
難
民
の
定
義
に
該
当
す
る
外
国
人
で
か
つ
合
衆
国
に
居
住

北法42(1・178)178



地
を
も
っ
て
い
な
い
外
国
で
の
居
住
・
滞
在
者
(
た
と
え
ば
外
国
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
い
る
者
)
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
者
は

合
衆
国
外
で
移
民
局
を
通
じ
て
入
国
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
に
は
一
二
二
条

(
C
)

に
規
定
す
る
入
国
拒
否
事
由
の
多
く

は
そ
の
適
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
あ
る
い
は
司
法
長
官
の
裁
量
に
よ
る
適
用
免
除
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
二

O
七
条
に
よ
り
難
民
と
し

て
入
国
を
許
可
さ
れ
た
者
は
入
国
か
ら
一
年
経
過
し
た
後
に
合
法
な
永
住
外
国
人
た
る
地
位
に
在
留
資
格
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二

O
七
条
に
よ
る
救
済
は
難
民
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
救
済
を
求
め
る
者
は
自
己
が
難
民
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
種
、
宗
教
、

国
籍
若
し
く
は
特
定
の
社
会
的
集
団
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
文
は
政
治
的
意
見
を
理
由
に
迫
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
十
分
に
理
由

の
あ
る
恐
怖
が
存
在
す
る
こ
と
を
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
海
外
か
ら
の
難
民
プ
ロ
グ
ラ
ム
申
請
者
に
対
し
て
は
移
民

帰
化
局
は
比
較
的
寛
大
で
あ
り
、
故
国
へ
送
還
さ
れ
た
場
合
に
当
該
外
国
人
が
迫
害
に
直
面
す
る
査
然
性
の
立
証
も
さ
し
て
厳
格
な
こ
と
を

要
求
し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(4 ) 

こ
れ
に
対
し
て
二

O
八
条
の
救
済
は
、
既
に
合
衆
国
内
に
い
る
か
あ
る
い
は
合
衆
国
国
境
に
到
着
し
て
い
る
外
国
人
が
司
法
長
官
に

対
し
て
亡
命
的
庇
護
古
田
三
己
目
)
を
申
請
し
、
司
法
長
官
が
当
該
外
国
人
を
難
民
と
認
定
し
て
右
の
申
請
を
認
め
た
場
合
に
、
司
法
長
官
の

裁
量
的
判
断
に
よ
り
、
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
救
済
も
ま
た
難
民
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
に
は
、
二

O
八
条

の
救
済
を
受
け
る
資
格
の
有
無
は
二

O
七
条
と
同
じ
基
準
に
よ
り
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

μ
。
こ
の
救
済
は
い
ま
だ
に
合
衆
国
内
に
入
国
し

て
い
な
い
者
に
も
適
用
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
も
こ
の
救
済
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

μ
。

二
O
八
条
の
救
済
で
特
徴
的
な
の
は
、
外
国
人
が
亡
命
的
庇
護
の
申
請
を
提
出
し
た
場
合
、
移
民
帰
化
局
地
方
局
の
地
方
官
や
移
民
判
事

は
当
該
申
請
を
国
務
省
に
送
付
し
て
、
迫
害
の
有
無
が
問
題
と
な
る
外
国
の
状
況
に
関
す
る
国
務
省
の
判
断
を
何
ぎ
、
そ
の
勧
告
的
意
見
を

求
め
る
こ
と
が
規
則
上
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

μ
。
一
方
で
は
、
移
民
局
の
地
方
官
や
移
民
判
事
は
当
該
外
国
人
の
故
国
の
政
治
状
況

に
関
す
る
主
張
を
評
価
す
る
情
報
も
、
ま
た
そ
れ
を
判
断
す
る
経
験
も
訓
練
も
受
け
て
い
な
い
こ
と
が
大
半
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
国
務
省

北法42(1・179)179



説

が
外
国
の
事
情
に
つ
い
て
は
最
良
の
情
報
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
制
度
は
そ
れ
な
り
に
合
理
性
を
有
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
国

務
省
の
勧
告
的
意
見
制
度
に
対
し
て
は
二
つ
の
側
面
か
ら
強
い
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
こ
の
制
度
の
存
在
に
よ
っ
て
国

務
省
の
政
治
的
判
断
が
庇
護
申
請
の
裁
決
に
混
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
国
務
省
の
見
解
が
「
勧
告
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
実
際

に
は
こ
れ
が
か
な
り
強
く
移
民
判
事
等
の
見
解
を
拘
束
す
る
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
処
分
の
相
手
方
た
る

外
国
人
は
自
己
の
主
張
を
国
務
省
で
説
明
す
る
手
続
的
保
障
が
な
く
国
務
省
の
情
報
源
に
つ
い
て
問
い
質
す
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
実
際
上
亡
命
的
庇
護
手
続
に
お
け
る
判
断
の
主
要
事
項
は
完
全
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
外
で
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

手
続
保
障
と
の
関
係
で
問
題
が
生
じ
る
。

な
お
、
亡
命
的
庇
護
の
救
済
が
認
め
ら
れ
る
と
、

呈A
日冊

一
年
後
に
永
住
者
に
地
位
を
変
更
す
る
道
が
聞
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
で
は
、

二
O
七
条
に
よ
る
救
済
と
二

O
八
条
に
よ
る
救
済
と
は
か
な
り
異
な
る
。
第
一
に
、
二

O
八
条
に
よ
る
救
済
の
対
象
と
な
っ
た
者
は
、
地
位

変
更
の
時
点
で
も
難
民
と
し
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
の
立
証
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
二

O
七
条
に
よ
る
救
済
対
象
者
の
場
合

に
は
こ
の
よ
う
な
立
証
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
。
‘
第
二
に
、
二

O
七
条
に
よ
る
救
済
の
対
象
者
が
永
住
者
と
な
る
に
つ
い
て
の
人
数
制
限

は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
二

O
八
条
に
よ
る
救
済
対
象
者
の
場
合
に
は
毎
年
五

O
O
O人
に
永
住
者
へ
の
地
位
変
更
が
で
き
る
人
数
を
限

定
し
て
お
り
、
し
か
も
司
法
長
官
の
裁
量
に
よ
り
こ
の
数
字
を
引
き
下
げ
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

第
三
の
救
済
方
法
と
し
て
、
二
四
三
条

(
h
)
に
よ
り
退
去
強
制
留
保
(
呈

F
E
E
-口
問
。
同
舟
吉
三
三
宮
口
)
と
い
わ
れ
る
制
度
が

あ
る
。
こ
れ
は
難
民
条
約
三
三
条
を
受
け
て
い
わ
ゆ
る
ノ
ン
・
ル
フ

l
ル
マ
ン
の
原
則
を
実
定
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
る

四
救
済
は
一
九
八

O
年
難
民
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
は
退
去
強
制
処
分
の
相
手
方
に
対
し
て
の
み
適
用
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
一
九
八

O
年
難
民
法
の
制
定
に
よ
っ
て
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
に
も
拡
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
九
八

O
年
難
民
法
は
、

か
つ
て
こ
の
救
済
が
司
法
長
官
の
裁
量
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
た
の
を
修
正
し
、
覇
束
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
す
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な
わ
ち
、
救
済
を
申
請
し
た
外
国
人
の
生
命
・
自
由
が
そ
の
国
に
お
い
て
人
種
・
宗
教
・
国
籍
・
特
定
の
社
会
集
団
へ
の
加
入
・
政
治
的
見

と
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
必
ず
救
済
が
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら

解
を
理
由
と
し
て
脅
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
(
者
。
c
E
σ
σ

宮吋印

R
z
z
e

な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
迫
害
の
脅
威
が
な
い
第
三
国
へ
の
送
還
が
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

救
済
手
続
に
つ
い
て
は
二

O
八
条
に
よ
る
救
済
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ニ

O
八
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
国
務
省
の
勧
告
的
意
見

は
二
四
三
条

(
h
)
に
は
適
用
が
な
い
と
さ
れ
て
い

μ
の
で
あ
る
が
、
移
民
判
事
の
面
前
で
進
行
す
る
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ

一?
δ
八
条
な
い
し
二
四
三
条

(
h
)
の
い
ず
れ
か
の
救
済
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
他
方
の
救
済
も
ま
た
申
請
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ

μ

た
め
、
実
際
上
は
二
四
三
条

(
h
)
の
救
済
の
際
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
難
民
の
定
義
ー
ー
し

た
が
っ
て
二

O
八
条
の
救
済
の
対
象
に
関
す
る
定
義
ー
ー
ー
は
寸
迫
害
を
受
付
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
十
分
に
理
由
の
あ
る
恐
怖
L

(

者
色
・

同

0
5巳
包
貯
号
丘
宮
E
R
E
-。
ロ
)
と
い
う
主
観
的
な
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
退
去
強
制
留
保
の
救
済
対
象
者
に
関
す
る

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (4) 

定
義
と
異
な
る
。
こ
の
こ
と
が
、
ニ

O
八
条
と
二
四
三
条

(
h
)
と
で
救
済
を
得
る
う
え
で
申
請
者
が
充
足
す
べ
き
証
明
の
基
準
が
異
な
る

と
い
う
問
題
を
惹
起
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

か
十
台
か
、

以
上
が
救
済
制
度
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
に
、
難
民
問
題
の
発
生
に
伴
い
、
本
稿
と
関
連
の
あ
る
問
題
が
発
生
し
た
。
そ

れ
は
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
に
対
す
る
身
柄
拘
留
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
合
衆
国
司
法
省
は
一
九
五
四
年
に
エ
リ
ス
島
そ
の
他
の
身

柄
拘
'
悼
施
設
を
閉
鎖
し
た
の
で
あ
る
が
、
難
民
流
入
の
増
加
に
伴
い
身
柄
拘
留
を
再
度
行
う
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
こ
れ
を
再
開
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
後
に
判
例
を
具
体
的
に
紹
介
す
る
際
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
身
柄
拘
留
が
相
手
方
の
手
続
上
の
権
利

を
剥
奪
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
か
な
り
窓
意
的
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
い
く
つ
か
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
重
要
な
判
断

が
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
の
点
も
検
討
の
対
象
に
含
め
る
こ
と
と
す
る
。

五
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ム

/、

以
下
で
は
、
上
述
し
た
難
民
政
策
の
中
で
登
場
し
た
手
続
に
関
す
る
個
別
的
な
論
点
を
め
ぐ
る
判
例
を
紹
介
・
検
討
す
る
。
こ
こ
で



説

は
入
国
拒
否
手
続
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
問
題
の
一
環
と
し
て
検
討
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
①
入
国
拒
否
処
分
の
相
手

方
に
対
す
る
亡
命
的
庇
護
、
ノ
ン
・
ル
フ

l
ル
マ
ン
の
適
用
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
の
存
否
、
及
び
②
入
国
拒
否
処
分

の
相
手
方
に
対
す
る
身
柄
拘
束
の
問
題
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
亡
命
的
庇
護
及
び
ノ
ン
・
ル
フ

l
ル
マ
ン
の
原
則
の
い
ず
れ

も
一
九
八

O
年
難
民
法
下
で
は
退
去
強
制
・
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
た
め
、
資
料
的
意
味
も
考
え
て

あ
え
て
、
入
国
拒
否
処
分
に
限
定
さ
れ
な
い
が
従
来
提
起
さ
れ
て
き
た
問
題
、
す
な
わ
ち
、
③
庇
護
申
請
権
の
告
知
、
④
弁
護
人
依
頼
権
の

保
障
、
及
び
⑤
国
務
省
の
勧
告
的
意
見
に
関
す
る
問
題
も
含
め
て
こ
こ
で
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

論

(
2
)
個
別
的
論
点
に
関
す
る
判
例
の
動
向

①
ニ

O
八
条
、
二
四
三
条

(
h
)
の
存
在
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益

難
民
・
亡
命
的
庇
護
の
申
請
に
関
す
る
裁
決
手
続
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
移
民
手
続
の
一
種
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
他
の
移
民
法

上
の
法
律
関
係
に
適
用
さ
れ
る
の
と
同
じ
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
ル

l
ル
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
本
章
第
二
節
で
紹
介
し
た

ク
ナ
ウ
フ
H
M

メ
ツ
ア
イ
理
論
に
よ
れ
ば
、
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
権
利
を
ま
っ
た
く
主
張
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
入
国
拒
否
処
分
は
無
制
限
な
主
権
の
行
使
で
あ
り
、
そ
の
行
使
に
対
し
て
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス

に
よ
る
制
限
は
か
か
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
従
来
の
判
例
法
理
の
一
つ
の
内
容
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
連
邦
議
会
は
、
一
九
八

O
年
難
民

法
二
四
三
条

(
h
)
の
義
務
的
ノ
ン
・
ル
フ

l
ル
マ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
難
民
救
済
規
定
を
設
け
て
、
国
際
法
上
の
義
務
に
対
応
す

る
た
め
に
、
い
わ
ば
主
権
の
行
使
を
自
己
規
制
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
従
来
の
判
例
法
理
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
問
題
状
況
と
難
民
・
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亡
命
的
庇
護
申
請
裁
決
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
と
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
五
修
正
の
寸
生
命
、
自
由
も
し
く
は
財
産
」
と
い
う
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
法
益
に
は
憲
法
の
み
な
ら
ず
法
律

や
場
合
に
よ
っ
て
は
行
政
機
関
の
定
め
る
規
則
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
も
該
当
し
得
る
。
そ
こ
で
、
難
民
法
に
難
民
救
済
規
定
が

設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
法
益
が
発
生
し
た
と
い
え
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
従
来
特
に
下
級
審
で

に
基
づ
く
救
済
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら
法
律
上
の
救
済
規
定
の
存
在
に
よ
っ
て

ク
ナ
ウ
フ

1
メ
ツ
ア
イ
理
論
の
射
程
は
も
は
や
亡
命
的
庇
護
申

争
わ
れ
て
き
た
の
は
二

O
八
条
及
び
二
四
三
条

(
h
)

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
法
益
が
設
定
さ
れ
た
と
い
え
る
と
す
る
と
、

請
裁
決
に
は
及
ば
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
と
い
え
る
と
す
る
と
、

そ
の
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
救
済
規
定

は
、
確
か
に
法
律
上
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
国
際
法
上
の
義
務
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
容
易
に
は
削

除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
検
討
す
る
問
題
は
、
単
に
難
民
に
関
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む

手続的デュー・プロセス理論のー断面(4)

し
ろ
い
か
な
る
法
律
上
の
規
定
が
存
在
す
る
場
合
に
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
法
益
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、

と
い
〉
つ

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
一
般
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
考
察
す
る
意
義
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

一
九
八

O
年
難
民
法
が
制
定
さ
れ
て
以
降
、
入
国
拒
否
処
分
手
続
で
の
庇
護
申
請
と
手
続
的
適
正

の
問
題
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
下
級
審
判
例
が
出
さ
れ
、
は
っ
き
り
と
し
た
考
え
方
の
対
立
が
現
れ
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
庇
護

ま
ず
判
例
の
動
向
を
紹
介
す
る
。

に
関
し
て
は
二
つ
の
救
済
の
道
、

つ
ま
り
裁
量
的
救
済
で
あ
る
二

O
八
条
と
義
務
的
救
済
で
あ
る
二
四
三
条

(
h
)
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う

ち
ま
ず
二

O
八
条
の
規
定
の
存
在
に
よ
り
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
が
創
設
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
積
極
に
解
す
る
判
例
と
し
て
、
ヌ
ネ
ッ
ツ
判
決
が
あ
る
。
事
件
は
、
庇
護
申
請
の
権
利
告
知
な
ど
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
ゼ
ス
に
よ
り
必

要
と
さ
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
1

迫
害
の
故
に
故
国
へ
の
送
還
を
恐
れ
る
政
治
的
庇
護
申
請
者
は
生
命
、
自

由
及
び
財
産
の
ま
さ
に
厳
し
い
剥
奪
の
恐
怖
を
訴
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
(
し
か
も
)
そ
の
結
果
発
生
す
る
の
は
、
困
惑
、
投
獄
、
鞭
打
ち
、
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説

拷
問
そ
し
て
死
で
あ
る
L

こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
判
断
を
前
提
と
し
て
、
二

O
八
条
は
確
か
に
庇
護
を
承
認
す
る
か
拒
否
す
る
か
が

司
法
長
官
の
裁
量
に
委
ね
て
は
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
庇
護
申
請
の
提
出
権
は
法
律
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
て
い
る
と
法
律
を
解
釈
し
た
う
え

で
、
こ
の
法
律
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
便
益
が
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
と
な
る
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヌ

ネ
ツ
ツ
判
決
は
、
難
民
の
性
格
論
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
し
こ
の
よ
う
な
理
論
を
採
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
射
程
は
相
当
に
広
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ヌ
ネ
ッ
ツ
判
決
と
は
逆
に
、
保
護
法
益
が
創
設
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
と
す
る
の

が
ジ

l
ン
判
傑
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
庇
護
申
請
の
処
理
に
差
別
が
あ
り
違
憲
で
あ
る
と
い
え
る
か
否
か
が
主
要
な
争
点
と
な
っ
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
や
は
り
庇
護
申
請
の
機
会
の
告
知
が
必
要
と
い
え
る
か
否
か
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
、
要
す
る
に
、

「
法
律
上
の
便
益
の
提
供
が
明
ら
か
に
行
政
機
関
の
裁
量
に
よ
る
場
合
、
あ
る
い
は
法
律
が
単
に
あ
る
種
の
手
続
的
指
針
が
あ
る
判
断
に
至
る

う
え
で
守
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
、
憲
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
実
体
的
利
益
が
創
設
さ
れ
て
い
る
と

は
い
え
L

ず
、
「
し
た
が
っ
て
庇
護
の
付
与
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
を
創
設
し
て
い
な
い
L

と
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
は
、
従
来
の
判
例
理
論
(
入
国
拒
否
理
論
及
び
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ

論

ヌ
ネ
ツ
ツ
判
決
と
比
較
す
る
と
、
ジ

1
ン
判
決
の
方
が
、

セ
ス
の
保
護
法
益
に
関
す
る
理
論
)

に
忠
実
な
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

い
く
つ
か
の
判
例
は
、
留
保
規
定
の
存
在
に
よ
り
入
国
拒
否
処
分
の
相
手

方
た
る
外
国
人
が
ロ
ス
判
決
の
基
準
を
充
足
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
デ
ィ
ク
タ
の
中
で
示
唆
し
て
い
る
。
特
に
オ
l
グ
ス
テ
ィ
ン
事
件
判
決

つ
ま
り
、
「
移
民
法
二
四
三
条

(
h
)
が
外
国
人
の
生
命
あ
る
い
は
自
由
が
危
険
に
晒
さ
れ
る
国
へ
外
国

他
方
、
二
四
三
条

(h)
に
よ
る
義
務
的
救
済
に
関
し
て
は
、

は
こ
の
点
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

人
を
送
還
す
る
こ
と
を
司
法
長
官
に
対
し
て
禁
止
す
る
L

こ
と
に
よ
り
、
寸
そ
の
よ
う
な
国
へ
の
退
去
強
制
あ
る
い
は
送
還
か
ら
の
救
済
を
受

け
る
実
体
的
権
原
は
創
設
さ
れ
て
L

お
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
特
定
の
国
へ
の
送
還
が
自
己
の
生
命
あ
る
い
は
自
由
に
危
険
を
及
ぽ
し
し
た
が
っ

て
そ
の
国
へ
の
送
還
に
対
す
る
命
令
的
禁
止
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
十
分
に
外
国
人
が
立
証
し
た
か
否
か
の
決
定
に
対
し
て
は
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な
ん
ら
か
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
L

と
判
断
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
は
、

二
四
三
条

(
h
)
の
救
済
を
受
け
る
に
値
す
る
こ
と
の
立
証
活
動
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
と
す
る
と
、
手
続
的

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
特
に
手
続
要
件
い
か
ん
を
判
断
す
る
う
え
で
は
、
二
四
三
条

(
h
)
の
救
済
を
受
け
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
証
明

の
基
準
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
で
は
、
こ
の
証
明
基
準
を
ク

つ
古
小

nノ
、

リ
ア
ー
す
る
た
め
の
立
証
活
動
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
手
続
保
障
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
次
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る
し
、
他
方
で
は
、
例
え
ば
送
還
さ
れ
た
場
合
に
危
険
な
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
を
単
に
主
張
し
て
い
る
だ
け
で
、
手
続
的
保
護
を
受
け
る

十
分
な
確
固
た
る
基
礎
と
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
で
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (4) 

以
上
の
よ
う
な
判
例
の
状
況
に
対
す
る
学
説
の
反
応
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
ヌ
ネ
ッ
ツ
判
決
以
外
の
判

決
が
裁
量
的
救
済
か
義
務
的
救
済
か
に
着
目
し
て
、
権
原
の
有
無
を
判
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
評
価
は
概
ね
三
つ
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
に
関
す
る
従
来
の
最
高
裁
判
例
法
理
に
マ
ッ
チ
し
て
い
る
と
し
て
好
意
的
な

評
価
を
下
す
論
者
が
い
る
。
こ
の
論
者
の
見
解
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
法
律
は
申
請
が
承
認
さ
れ
る
た
め

の
条
件
を
法
律
上
明
記
し
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
条
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
に
は
救
済
を
承
認
す
る
義
務
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
、
及

び
、
他
方
で
は
、
申
請
を
棄
却
で
き
る
要
件
を
明
確
化
し
、
迫
害
に
参
加
し
た
こ
と
、
重
大
な
犯
罪
行
為
、
合
衆
国
の
安
全
に
と
っ
て
危
険

な
行
為
を
し
た
こ
と
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
、
に
こ
の
論
者
は
着
目
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
法
律
が
裁
決
権
者
の
裁
量
を
薦
束
し
て

お
り
、
こ
の
救
済
を
付
与
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
基
準
を
明
示
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
退
去
強
制
の
留
保
の
申
請
に
対
す
る
正

当
な
期
待
(
権
)
を
法
律
は
創
設
し
た
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
方
、
実
定
法
の
構
造
に
よ
っ
て
憲
法
上
の
保
護
法
益
が
左
右
さ
れ
る

の
は
お
か
し
い
、
と
す
る
も
の
も
い

μ
。
こ
れ
は
実
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
一
般
の
理
論
的
問
題
で
も
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
論
者
の
主
張
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
結
局
は
権
原
理
論
自
体
の
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
と
そ
の
限
界
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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説

つ
ま
り
、
こ
の
問
題
は
い
わ
ば
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
プ
ロ
パ

l
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
難
民
法
と
の
関
係
に
絞
っ
て
、

次
の
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
立
法
部
は
退
去
強
制
留
保
の
実
体
的
構
造
(
つ
ま
り
、
そ
の
義
務
的
性
格
)
を

修
正
し
よ
う
な
ど
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
近
年
の
あ
る
連
邦
最
高
裁
判
決
に
よ
れ
ば
、
こ
の
実
体
的

構
造
は
、
合
衆
国
が
批
准
・
署
名
し
た
国
際
条
約
の
要
件
の
中
に
根
拠
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

μ
か
ら
で
あ
守
第
三
に
、
そ
も
そ
も
手
続
保

障
の
拡
張
が
決
定
の
遅
延
を
も
た
ら
す
だ
け
で
よ
ろ
し
く
な
い
と
し
て
否
定
的
な
論
者
も
存
在
す
る
。
難
民
問
題
発
生
の
因
果
関
係
、
つ
ま

り
、
難
民
の
大
量
流
入
↓
手
続
の
簡
素
化
↓
判
例
の
批
判
と
そ
れ
へ
の
行
政
の
対
応
↓
手
続
の
複
雑
化
↓
残
務
量
の
急
激
な
増
大
↓
難

民
を
抑
止
し
よ
う
と
の
お
お
き
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
プ
の
発
生
と
正
確
な
決
定
の
阻
害

1
手
続
保
障
の
意
義
の
喪
失
、
と
い
う
因
果
関
係
が
存

在
し
か
ね
な
い
(
現
に
合
衆
国
で
こ
の
よ
う
な
状
況
が
発
生
し
て
い
る
か
否
か
は
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
)
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の

指
摘
に
は
当
た
っ
て
い
る
側
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
他
方
、
退
去
強
制
留
保
申
請
の
裁
決
で
は
エ
ラ
ー
が
発
生
し
や
す
い
と

い
う
こ
と
か
ら
、
現
実
に
手
続
を
保
障
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
論
者
が
い
る
こ
と
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
手
続

ミム
同州

保
障
拡
張
を
否
定
す
る
論
理
は
、
理
論
的
に
み
て
も
お
か
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
過
度
の
手
続
要
件
の
拡
大
が
も
た
ら
す
弊
害
と
、
保
護

法
益
の
有
無
の
問
題
と
は
別
の
次
元
だ
か
ら
で
あ
る
。

②
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
に
対
す
る
身
柄
拘
束
(
及
び
仮
釈
放

の
問
題

既
に
本
章
第
二
節
(

2

)

(

ロ
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ク
ナ
ウ
フ

l
メ
ツ
ァ
イ
理
論
に
よ
っ
て
、
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
た
る
外

国
人
に
対
し
て
は
、
た
と
え
処
分
手
続
を
実
施
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
あ
る
身
柄
拘
束
の
間
で
あ
っ
て
も
入
国
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
保
障
が
及
ば
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
判
例
法
上
確
立
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
一
九
五
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四
年
に
至
り
、
主
と
し
て
経
済
的
理
由
か
ら
、
司
法
省
は
エ
リ
ス
島
そ
の
他
の
身
柄
収
容
施
設
を
閉
鎖
し
、
そ
の
後
は
原
則
と
し
て
入
国
資

格
の
有
無
の
決
定
を
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
さ
れ
た
外
国
人
を
圏
内
に
仮
釈
放
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
制
度
改
革
が
あ
っ
た
こ
と
が
一

因
と
な
り
、
メ
ツ
ア
イ
判
決
以
降
裁
判
所
で
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
の
身
柄
拘
束
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
入
国
拒
否
手
続
の
一
環
で
あ
る
仮
釈
放
の
対
象
と
な
っ
た
外
国
人
に
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
が
及
ぶ
か
、

一
九
五
八
年
の

F
g
m
E
a
冨
ω
J
N・
回

ω号
。
『
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
外
国
人
は
未
だ
合
衆
国
に
入

と
い
う
判
断
が
示
さ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
判
例
状
況
は
一
応
の
確

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、

立国
をし
見た
たも
のの
でと
あは
る§み
。な

さ
れ
ず

し
た
カま
っ
て
そ
の
保
障
は
及
ば
な

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (4) 

こ
の
よ
う
に
身
柄
拘
束
及
び
仮
釈
放
の
法
的
性
格
に
関
す
る
判
例
状
況
は
一
時
安
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
難
民
問
題
の
発
生
と
こ
れ

へ
の
政
府
の
対
応
策
は
こ
の
よ
う
な
状
態
を
完
全
に
覆
し
た
。
難
民
流
入
者
数
が
増
大
し
た
原
因
の
一
つ
が
一
九
五
四
年
以
降
採
用
さ
れ
て

き
た
仮
釈
放
政
策
で
あ
る
と
考
え
た
レ
ー
ガ
ン
政
権
|
|
レ
ー
ガ
ン
政
権
が
こ
の
よ
う
に
考
え
た
根
拠
は
、
外
国
人
が
亡
命
的
庇
護
申
請
を

入
国
拒
否
手
続
中
で
し
た
場
合
、
本
案
の
理
由
が
明
ら
か
に
な
い
場
合
で
さ
え
も
、
申
請
処
理
ま
で
数
カ
月
場
合
に
よ
っ
て
は
数
年
を
要
し
、

こ
の
間
通
常
は
身
体
的
拘
束
か
ら
免
れ
て
労
働
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
た
め
、
虚
偽
の
申
請
数
が
増
大
し
た
の
だ
、
と
い
う
点
に
あ
る

ー
ー
は
、
一
九
八
一
年
夏
以
降
、
少
な
く
と
も
入
国
許
可
文
書
を
所
持
せ
ず
に
到
着
し
た
外
国
人
に
対
し
て
は
原
則
と
し
て
身
柄
を
拘
束
す

る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
ま
た
亡
命
的
庇
護
申
請
に
関
す
る
裁
決
が
継
続
中
の
者
が
労
働
す
る
機
会

を
大
幅
に
制
約
し
、
当
該
申
請
が
「
虚
偽
の
も
の
で
は
な
い
L

と
移
民
帰
化
局
地
方
局
長
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
場
合
に
の
み
合
衆
国
内
で

の
労
働
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
が
。
さ
ら
に
、
後
に
下
級
審
判
例
の
紹
介
を
通
じ
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
る
が
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
は

難
民
の
権
利
行
使
を
意
図
的
に
妨
害
す
る
よ
う
な
形
で
身
柄
拘
束
|
|
例
え
ば
身
柄
拘
束
の
場
所
を
都
心
部
か
ら
離
れ
た
地
点
に
設
定
し

亡
命
的
庇
護
申
請
者
と
弁
護
士
と
が
連
絡
を
と
り
に
く
い
よ
う
に
し
た
な
ど
|
|
t
を
行
っ
た
。
加
え
て
、
仮
釈
放
手
続
に
は
ほ
と
ん
ど
手
続
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説

的
保
護
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
仮
釈
放
に
関
す
る
決
定
は
申
請
者
に
対
す
る
裁
決
権
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
当
該
申
請
者
に
関
す
る
移
民
帰
化

局
の
フ
ァ
イ
ル
に
よ
る
審
査
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
仮
釈
放
申
請
の
機
会
に
つ
い
て
の
告
知
も
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
を

背
景
と
し
て
、
そ
の
身
柄
拘
束
政
策
の
合
憲
性
を
め
ぐ
っ
て
多
数
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
な
お
、
身
柄
拘
束
政
策
の
合
憲
性
に
関
す
る
訴
訟
が
多
発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
マ
リ
エ
リ
ー
ト
h

宮
司
豆
一
吉
田
)
と
呼
ば

れ
る
キ
ュ
ー
バ
人
が
一
九
八

O
年
四
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
合
衆
国
へ
大
量
に
流
入
し
た
こ
と
、
及
び
ハ
イ
チ
人
の
合
衆
国
へ
の
上
陸
も
ほ

ぽ
同
時
期
に
最
大
数
に
達
し
上
陸
地
で
あ
る
フ
ロ
リ
ダ
州
内
の
行
政
機
関
に
と
っ
て
は
彼
ら
の
提
出
す
る
亡
命
的
庇
護
申
請
の
処
理
が
大
き

な
負
担
と
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
特
に
キ
ュ
ー
バ
人
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
特
殊
な
事
情
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
マ
リ
エ
リ
ー

そ
の
た
め
合
衆
国
政
府
は
そ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
身
柄
を
拘
束
す
る
と
共
に
入
国
拒
否

論

ト
遠
の
か
な
り
の
人
数
は
犯
罪
歴
を
も
っ
て
お
り
、

処
分
の
対
象
者
と
し
て
キ
ュ
ー
バ
に
送
還
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
キ
ュ
ー
バ
政
府
は
彼
ら
の
受
け
入
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、

キ
ュ
ー
バ
と
合
衆
国
と
の
調
整
が
つ
か
な
い
限
り
は
彼
ら
は
無
期
限
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
案
の
特
殊
性
を
反
映
し
て
、
下
級
審
判
決
は
伝
統
的
な
ク
ナ
ウ
フ

1
メ
ツ
ァ
イ
理
論
に
従
い
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上

の
保
護
法
益
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
と
す
る
も
の
、
伝
統
的
理
論
が
発
生
し
た
状
況
と
は
異
な
る
利
益
状
況
に
あ
る
こ
と
を
認
定
し
て
こ

れ
に
従
わ
な
い
も
の
、
及
び
憲
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
権
利
が
な
い
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
伝
統
理
論
に
従
う

が
法
律
そ
の
他
に
よ
っ
て
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
法
益
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
三
の
立
論
の
判
決

は
ご
く
少
数
で
あ
り
、
判
決
の
流
れ
と
し
て
重
要
な
の
は
第
一
及
び
第
二
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
二
つ
の
立
場
に
属
す
る
判
例
の
論
理

を
や
や
詳
し
く
紹
介
す
る
。
第
一
の
立
場
を
採
用
す
る
も
の
と
し
て
代
表
的
な
ジ

i
ン
事
件
控
訴
審
判
決
は
、
仮
釈
放
が
入
国
許
可
を
与
え

た
も
の
で
は
な
く
し
た
が
っ
て
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
合
衆
国
に
入
国
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
伝
統
的
な
理
論

が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
及
び
こ
の
理
論
に
対
し
て
多
く
の
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
て
お
り
そ
れ
に
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
こ
と
を
認
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め
な
が
ら
も
、

し
か
し
伝
統
的
な
理
論
に
従
う
、

と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、

一
つ
は
伝
統
的
理
論
を
維
持
す
る
旨
の
最
高
裁
判
例
が
既
に
一

手続的デュー・プロセス理論の一断面(4 ) 

九
八
二
年
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
仮
釈
放
は
、
入
国
に
つ
い
て
何
ら
の
権
利
も
な
い
外
国
人
に
一
時
的
に
合
衆
国
社
会
に
入
国
を
認

め
る
も
の
で
あ
り
し
た
が
っ
て
国
家
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
大
き
な
恩
恵
と
い
え
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
立
論
に
よ
れ
ば
、
仮
釈

放
の
対
象
と
さ
れ
ず
あ
る
い
は
仮
釈
放
を
取
り
消
さ
れ
た
外
国
人
は
、
そ
の
後
の
身
柄
拘
束
期
間
が
無
期
限
と
な
っ
て
も
、
こ
れ
に
対
し
て

第
五
修
正
に
基
づ
く
攻
撃
を
ま
っ
た
く
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
外
国
人
は
、
第
五
修
正
の
保
護
法
益
を
憲
法

上
も
法
律
上
も
設
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
類
型
に
属
す
る
下
級
審
判
決
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
も
重
要
な
も
の
が
司
南
口
自
色
白
目
河
。
2
c
m
〈・

ω自
洋
げ

で
あ
ろ
持
。
こ
の
事
件
は
ア
ト
ラ
ン
タ
連
邦
刑
務
所
に
お
い
て
身
柄
拘
束
を
受
け
て
い
る
一

0
0
0人
以
上
の
キ
ュ
ー
バ
人
に
よ
る
ク
ラ

ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
人
身
保
護
請
求
事
件
で
あ

μ
。
こ
の
事
件
で
連
邦
地
裁
は
、
移
民
帰
化
法
が
司
法
長
官
に
入
国
拒
否
事
由
該
当
の

外
国
人
を
無
期
限
に
身
柄
拘
束
す
る
権
限
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
し
つ
つ
も
、
憲
法
が
こ
の
権
限
行
使
に
対
し
て
強
い
制
約
を
課
し

て
い
る
と
判
示
す
る
。
本
地
裁
判
決
に
よ
る
と
、
本
件
で
は
入
国
拒
否
事
由
該
当
の
外
国
人
の
身
柄
拘
束
が
入
国
拒
否
を
実
施
す
る
た
め
の

単
な
る
一
手
段
と
し
て
は
も
は
や
正
当
化
で
き
な
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
さ
ら
に
身
柄
拘
束
を
継
続
す
る
こ
と
を
正
当

化
す
る
新
た
な
事
由
が
立
証
さ
れ
な
い
限
り
は
当
該
拘
束
は
終
了
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
期
待
権
が
生
じ
る
と
す
る
。
こ
の

期
待
権
の
根
拠
は
、
な
ん
ら
か
の
法
的
に
十
分
な
理
由
が
な
け
れ
ば
身
体
的
拘
束
か
ら
の
自
由
を
享
受
す
る
権
原
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
政
府
は
、
た
と
え
即
時
的
な
入
国
拒
否
が
実
効
不
能
な
場
合
に
入
国
拒
否
事
由
該
当
の
外
国
人
を
無
期
限
に
身
柄
拘
束
す
る
権
原
を

付
与
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
第
一
次
的
か
っ
暫
定
的
な
期
間
だ
け
し
か
こ
の
権
原
を
行
使
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
期
間
経
過
後
に

は
、
外
国
人
の
被
拘
束
者
の
た
め
の
自
由
利
益
が
立
ち
現
れ
、
拘
束
権
限
の
継
続
的
行
使
は
、
釈
放
さ
れ
た
場
合
に
当
該
被
拘
束
者
が
逃
亡

す
る
蓋
然
性
が
あ
る
と
か
、
国
家
安
全
に
対
す
る
危
険
性
を
有
し
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
合
衆
国
内
の
個
人
も
し
く
は
財
産
に
対
し
て
重
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説

と
い
っ
た
こ
と
を
手
続
的
に
適
切
に
事
実
認
定
し
、
そ
の
事
実
認
定
に
基
づ
い
て
の
み
行
使
す
る

と
い
う
要
件
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
本
地
裁
判
決
は
説
示
す
る
。
こ
の
よ
う
に
本
地
裁
判
決
は
自
由
利
益
と
認
識

可
能
な
利
益
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
定
し
た
上
で
、
要
求
さ
れ
る
べ
き
手
続
に
つ
き
、
手
続
的
に
は
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
表
面
的
に
は

適
切
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
つ
つ
も
、
そ
こ
で
の
手
続
的
保
護
の
大
半
が
幻
想
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
付
与
さ
れ
る
べ
き
手
続
的
保
護
を

詳
細
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
裁
判
決
は
控
訴
審
に
よ
り
覆
さ
れ
、
寸
入
国
拒
否
事
由
該
当
の
外
国
人
は
憲
法
上
の
権
利
を
主
張
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
入
国
許
可
や
仮
釈
放
に
関
す
る
決
定
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
身
柄
拘
束
が
持
っ
て
い

る
行
政
強
制
手
段
と
し
て
の
性
格
か
ら
そ
の
権
限
行
使
に
制
約
を
は
め
よ
う
と
す
る
地
裁
判
決
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
に
は
注
目
す
べ
き
も
の

大
か
つ
重
要
な
危
険
性
を
も
っ
て
い
る
、

こ
と
が
で
き
る
、

三A
民間

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四

こ
れ
ら
二
つ
の
ま
っ
た
く
異
な
る
立
論
が
身
柄
拘
束
の
合
憲
性
に
関
し
て
下
級
審
判
決
に
よ
り
提
示
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
の
と
こ

ろ
、
下
級
審
判
決
全
体
と
し
て
み
た
場
合
に
は
、
ジ

l
ン
事
件
控
訴
審
判
決
が
採
用
し
た
前
者
の
立
論
、
す
な
わ
ち
伝
統
的
な
メ
ツ
ァ
イ
判

決
を
踏
襲
す
る
立
場
が
有
力
と
い
え
る
。
し
か
し
、
ジ

i
ン
事
件
最
高
裁
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
下
級
審
の
分
裂
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
点
の
憲
法
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
法
律
解
釈
の
レ
ベ
ル
で
事
案
を
処
理
し
た
た
め
、
論
争
に
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
と
は
い

い
難
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

こ
の
論
争
状
態
の
中
で
特
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
つ
は
メ
ツ
ァ
イ
判
決
に
お
い
て
外
国
人
が
お
か
れ
て
い
た
利
益
状
況
と
難

民
・
亡
命
的
庇
護
を
求
め
る
外
国
人
の
身
柄
拘
束
の
場
合
の
利
益
状
況
の
違
い
、
も
う
一
つ
は
、
後
に
第
四
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
プ
ラ
ゼ

ン
シ
ア
判
決
(
F
自己
O
ロ
〈
・

2
2
8己
と
と
の
関
係
で
あ
る
。
ま
ず
メ
ツ
ァ
イ
判
決
が
前
提
と
し
て
い
た
利
益
状
況
の
違
い
を
指
摘
す
る
多
く

の
下
級
審
判
決
が
あ
る
。
こ
れ
ら
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
差
異
は
次
の
二
点
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
メ
ツ
ア
イ

判
決
は
国
家
安
全
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
難
民
・
亡
命
的
庇
護
を
求
め
る
外
国
人
の
身
柄
拘
束
の
場
合
に
は
こ
れ
は
問
題
と
は
な
っ
て
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3

t

h

、

し
ゃ
匂
し

(
旧
)

と
い
う
こ
と
、
第
二
は
、

メ
ツ
ァ
イ
判
決
を
含
む
従
来
の
先
例
は
入
国
許
可
を
外
国
人
が
求
め
て
い
る
事
例
で
あ
り
、
難
民
・
亡

命
的
庇
護
を
求
め
る
外
国
人
の
よ
う
に
入
国
許
可
で
は
な
く
仮
釈
放
だ
け
を
要
求
し
て
い
る
事
例
に
対
し
て
は
有
効
な
先
例
と
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
利
益
状
況
の
相
違
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ

l
ン
事
件
控
訴
審
判
決
等
は
こ
れ

を
無
視
し
て
伝
統
的
な
判
例
法
理
の
枠
組
み
の
中
で
判
断
を
下
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
国
人
が
法
律
上
「
入
国
L

と
さ
れ
る
も
の

を
果
た
す
前
に
お
い
て
も
な
お
外
国
人
の
利
益
状
況
が
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
代
表
的
な
場
合
が
永
住
外
国
人
の

再
入
国
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
外
国
人
の
利
益
状
況
を
考
慮
し
て
手
続
的
保
障
を
及
ぼ
し
た
の
が
プ
ラ
ゼ
ン
シ
ア
判
決
で
あ
る
。
プ
ラ
ゼ
ン

シ
ア
判
決
が
出
入
国
管
理
に
関
す
る
合
衆
国
判
例
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
の
で
詳
細
は
第
四
章
で
検

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (4) 

討
す
る
が
、
プ
ラ
ゼ
ン
シ
ア
判
決
は
叶
合
衆
国
へ
の
第
一
次
的
入
国
を
求
め
て
い
る
外
国
人
は
特
権
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

点
の
申
請
に
関
し
て
は
憲
法
上
の
権
利
を
有
し
て
い
な
い
」
こ
と
、
逆
に
い
え
ば
、
第
一
次
的
入
国
の
許
可
を
求
め
る
場
合
で
な
け
れ
ば
別

の
論
理
が
成
立
し
得
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
永
住
外
国
人
の
再
入
国
許
可
申
請
に
第
五
修
正
の
保
障
が
及
ぶ
こ
と
を
認
め
た
と
解
釈
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
正
当
と
い
え
る
な
ら
ば
、
正
式
の
入
国
許
可
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
仮
釈
放
を
求
め
て

い
る
難
民
・
亡
命
的
庇
護
申
請
者
の
場
合
に
メ
ツ
ア
イ
判
決
|
|
換
言
す
れ
ば
伝
統
的
な
入
国
拒
否
に
関
す
る
理
論
ー
ー
を
適
用
す
る
こ

(
剖
)

と
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

③
庇
護
申
請
権
の
告
知

庇
護
を
申
請
す
る
権
利
を
処
分
の
相
手
方
に
対
し
て
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
告
知
す
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
行
政
当
局
・

立
法
部
で
も
厳
し
い
議
論
の
対
立
を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
議
論
の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
状
況
が
あ
る
。

方
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説

で
は
、
権
利
告
知
が
な
さ
れ
な
い
と
、
本
来
で
あ
れ
ば
救
済
の
対
象
に
な
る
は
ず
の
者
が
救
済
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
大

北法42(1・192)192

論

し
た
が
っ
て
、
権
利
告
知
が
さ
れ
る
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
が
、
こ
の
面
か
ら
は
、
望
ま
し
い
、
と
い
う
政
策
判
断
が
で
て
く

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
庇
護
申
請
は
、
現
実
の
機
能
と
し
て
は
、
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
処
分
の
実
施
を
差
し
止
め
る
大
き
な
機
能
を

果
た
し
て
お
り
、
あ
ま
り
に
こ
の
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
で
な
く
て
も
大
き
な
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
見
ま
わ
れ
て
い
る
合
衆

き
く
な
り
、

困
難
民
法
制
度
が
さ
ら
に
機
能
不
全
に
陥
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
恐
れ
を
行
政
当
局
・
立
法
部
は
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九

八
二
年
に
上
院
を
通
過
し
た
法
案
で
は
、
二

O
八
条
に
よ
る
庇
護
を
申
請
し
て
い
な
い
も
の
と
移
民
官
に
よ
り
判
断
さ
れ
た
不
法
入
国
を
試

み
た
外
国
人
に
対
し
て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
抜
き
の
入
国
拒
否
処
分
を
規
定
す
る
と
共
に
、
相
手
方
が
二

O
八
条
に
よ
る
救
済
を
求
め
て
き
た
場

合
に
は
、
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
対
象
と
さ
れ
る
争
点
を
庇
護
申
請
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
趣
旨
は
、
外
国
人
の
受
け
答
え
の
中

で
、
「
そ
の
外
国
人
が
迫
害
を
受
け
る
こ
と
に
つ
き
十
分
な
根
拠
の
あ
る
恐
れ
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
証
拠
が
あ
る
と
認
定
で
き
る
場
合
に
の

み
、
移
民
官
は
さ
ら
に
庇
護
を
請
求
す
る
意
図
の
有
無
に
関
し
て
質
問
を
行
う
も
の
と
す
る
」
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
、
「
迫
害
に
関
す
る
庇
護

や
行
政
機
関
の
主
導
に
よ
る
質
問
を
受
け
る
権
利
を
告
知
さ
れ
る
こ
と
を
含
ん
で
は
な
ら
な
い
」
こ
と
が
審
議
過
程
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
案
は
、
そ
の
他
の
点
で
の
合
意
が
で
き
ず
、
成
立
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
行
政
機
関
は
、
規
則
に
よ
り
権
利
告
知
が
な
さ
れ
る

場
合
を
か
な
り
限
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
権
利
告
知
が
さ
れ
る
場
合
と
は
、
移
民
判
事
が
留
保
申
請
を
行
う
に
適
切
で
あ
る
と
判
断
し

た
事
案
に
お
い
て
の
み
な
さ
れ
る
と
さ
れ
、
処
分
の
相
手
方
に
対
し
て
一
律
に
告
知
が
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
規
則
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
個
別
的
告
知
の
要
件
は
、
退
去
強
制
手
続
が
既
に
開
始
さ
れ
て
い
る
事
案
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と

(
刷
)

さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
る
と
、
合
衆
国
の
法
制
度
に
関
す
る
知
識
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
多
く
の
外
国

人
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
実
際
に
は
、
庇
護
救
済
申
請
制
度
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
、
国
外
に
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
権
利
救
済
の
実
効
性

が
な
く
な
る
危
険
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
最
近
の
判
例
で
現
れ
た
見
解
を
紹
介
す
る
。



退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
庇
護
申
請
と
送
還
の
留
保
を
申
請
す
る
機
会
の
自
動
的
告
知
を
受
け
る
権
利
の
有
無
が
争
わ
れ
た
同
種
の

事
案
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
の
判
断
は
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
積
極
的
に
解
す
る
判
決
の
挙
げ
る
論
拠
は
、
帰
化
局
が
被
拘
留
者
に
対

し
て
、
庇
護
申
請
す
る
権
利
を
告
知
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
条
約
と
法
律
及
び
そ
の
背
後
に
あ
る
意
図
(
つ
ま
り
、
故
国
で
迫
害
さ
れ
る
こ

と
へ
の
恐
れ
を
主
張
し
て
わ
が
国
に
や
っ
て
く
る
外
国
人
の
言
い
分
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
す
る
と
い
う
意
図
)
を
、
庇
護
を
申
請
す
る
資
格
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
人
々
の
大
半
に
と
っ
て
は
殆
ど
な
い
と
同
じ
も
の
と
す
る
、
と
い
う
効
果
を
も
っ
て
く
る
こ
と
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の

基
本
的
要
件
は
、
寸
有
意
な
時
期
に
、
有
意
な
方
法
で
」
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け
る
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
処
分
の
相
手
方
の
語
学

能
力
や
手
続
へ
の
無
知
を
考
え
る
と
、
手
続
的
保
障
を
実
効
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
行
政
機
関
に
一
定
の
積
極
的
な
義
務
が
課
せ
ら
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
庇
護
申
請
に
関
す
る
争
点
の
全
体
像
を
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
争
点
の
告
知
か
ら
は
じ
め
な
く

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (4) 

一
律
の
告
知
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
行
政
に
と
っ
て
の
負
担
は
、
判
断
に
値
す
る
請
求
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
人
が
そ
の
主
張
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
聞
い
て
も
ら
う
必
要
性
に
勝
る
と
は
い
え
な
い
こ
回
、
権
利
告
知
は
そ
の
権
利
を
放
棄
す
る
こ

と
が
意
図
的
・
自
発
的
か
つ
理
解
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
こ
と
、
権
利
告
知
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、

庇
護
申
請
・
退
去
強
制
留
保
申
請
を
す
る
権
利
を
誤
っ
て
剥
奪
す
る
蓋
然
性
は
か
な
り
大
き
い
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
他
方
、
消
極
説
の
根

拠
は
、
あ
る
機
会
の
利
用
可
能
性
を
連
邦
議
会
が
設
定
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
告
知
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
別
で
あ
り
、
告

知
の
要
・
不
要
に
関
し
て
は
連
邦
議
会
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
庇
護
を
求
め
る
機
会
の
一
律
告
知
が
必
要
と
す
る
と
、
迫
害
の
危
険

を
持
た
な
い
者
が
最
後
の
希
望
と
し
て
庇
護
に
よ
り
か
か
ろ
う
と
し
、
そ
の
結
果
、
庇
護
申
請
が
余
り
に
多
く
な
り
す
ぎ
、
個
々
の
申
請
に

対
す
る
注
意
深
い
評
価
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
り
、
真
実
の
発
見
が
不
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、

実
も
告
知
に
つ
い
て
明
示
的
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
、
帰
化
局
の
実
務
上
で
は
、
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て
は
な
ら
な
い
こ
と
、

一
九
八

O
年
難
民
法
の
文
言
も
立
法
事

一
律
の
告
知
を
回
避
し
つ
つ
も
、
ま
っ
た
く
権
利
告
知

(
つ
ま
り
、
送
還
に
よ
り
迫
害
の
危
険
が
発
生

を
し
な
い
と
い
う
扱
い
を
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
処
理
が
不
合
理
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と



説

す
る
外
国
人
に
対
し
て
は
権
利
告
知
を
実
務
上
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
こ
の
よ
う
に
迫
害
の
危
険
が
高
い
人
々
に
の
み
庇
護
申
請
権
を
告
知

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
退
去
強
制
を
遅
ら
せ
る
た
め
に
庇
護
手
続
を
援
用
す
る
外
国
人
の
手
続
の
濫
用
を
行
政
機
関
側
が
回
避
す
る
と
い
う

こ
と
は
そ
れ
と
し
て
合
理
性
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
)
、
庇
護
申
請
の
権
利
は
、
十
分
に
熟
知
さ
れ
た
権
利
放
棄
が
不
可
欠
と
さ
れ
る

権
利
に
該
当
す
る
と
は
即
断
で
き
な
い
こ
と
、
一
律
の
告
知
を
し
な
い
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
マ
イ
ナ
ス
面
で
あ
る
多
く
の
外
国
人
が
庇
護

申
請
の
権
利
に
気
が
付
か
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
こ
れ
を
要
求
し
た
場
合
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
新
た
な
行
政
機
関
の
負
担
と
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呈L>、
民間

勝
ち
目
の
な
い
外
国
人
を
見
分
け
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
手
続
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
効
果
を
考
え
る
と
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
が

一
律
告
知
を
要
求
す
る
も
の
と
も
解
せ
ら
れ
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
説
は
、
連
邦
議
会
の
意
思
、
熟
慮
に
基
づ

く
権
利
放
棄
と
の
関
係
、
一
律
告
知
を
要
求
し
た
場
合
の
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
判
断
、
現
行
の
規
則
に
よ
る
規
定
上
の
告
知
で
の
十

分
性
・
合
理
性
に
関
す
る
判
断
、
と
い
っ
た
す
べ
て
の
面
で
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
権
利
保
護
の
実
効
性
の
た
め
に
行
政
機
関
は
ど
こ
ま
で
積
極
的
に
手
続
保
障
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
か
、
ま
た
、
そ

の
際
、
難
民
問
題
の
処
理
を
め
ぐ
る
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
ど
の
よ
う
に
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
く
の
か
、

と
い
う
非
常
に
難
し
い
問
題
と

直
結
し
て
い
る
。
著
者
の
考
え
(
本
稿
の
結
論
部
分
で
述
べ
る
べ
き
こ
と
も
い
く
ぶ
ん
含
め
て
い
え
ば
)
で
は
、
権
利
告
知
は
手
続
的
権
利

保
障
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
、
手
続
保
障
の
い
わ
ば
「
核
」
と
な
る
も
の
に
対
し
て
は
、
行
政
機
関
は
原
則

と
し
て
こ
れ
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
手
続
保
障
が
「
機
会
の
保
障
」
で
あ
り
、
そ
の
機
会
を
利
用
す
る
か
否
か
は

相
手
方
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
機
会
の
保
障
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
行
政
機
関
は
常
に
告
知
を
行
う
こ
と

が
原
則
と
し
て
必
要
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
コ
ス
ト
が
大
き
な
場
合
に
は
、
こ
の
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
権
利
告
知
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
例
外
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
も
し
で
き
る
と
し
て
も

(
1
つ
ま
り
、
現
行
の
規
則
上
の
処
理
が
合
理
的
で
あ
る
と
し
て
も
)
、
相
手
方
が
庇
護
申
請
資
格
を
有
し
て
い
る
か
否
か
は
相
手
方
の
主



手続的デュー・プロセス理論のー断面(4)

張
で
は
な
く
、
行
政
機
関
が
あ
る
程
度
自
主
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
相
手
方
の
主
張
を
十
分
に
引
き
出
せ
る
よ
う

に
す
る
と
い
う
配
慮
義
務
が
行
政
機
関
に
は
発
生
す
る
も
の
と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
、
元
来
、
手
続
保
障
の
一
つ
の
重
要
な
機
能
は
争
点

形
成
機
能
で
あ
卵
、
こ
れ
を
当
事
者
の
主
張
に
委
ね
な
い
と
す
る
判
断
を
行
政
機
関
は
し
た
以
上
、
行
政
機
関
自
ら
が
争
点
形
成
に
付
き
か

な
り
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
る
と
、
現
在
の
行
政
側
の
対
応
に
は
か
な
り
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
自
ら
制
定
し
た
規

則
を
遵
守
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
考
え
る
と
、
入
国
拒
否
手
続
・
退
去
強
制
手
続
及
び

庇
護
申
請
手
続
で
は
、
翻
訳
者
の
適
切
な
翻
訳
を
受
け
る
こ
と
が
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
く
る
も
の
と
思
う
が
(
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
翻

訳
を
受
け
る
権
利
は
規
則
上
明
記
さ
れ
て
い
る
)
、
こ
れ
を
行
っ
て
い
な
い
で
事
件
と
な
っ
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
。
加
え
て
、
先
の
身
柄
拘

束
に
関
す
る
制
度
や
次
の
弁
護
人
依
頼
権
に
関
す
る
判
例
の
紹
介
で
述
べ
る
よ
う
に
、
行
政
機
関
は
亡
命
的
庇
護
申
請
を
外
国
人
が
提
出
し

な
い
よ
う
様
々
な
措
置
を
講
じ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
配
慮
す
る
と
、
行
政
機
関
が
適
切
な
争
点
形
成
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る

と
い
え
る
か
、
か
な
り
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。

④
弁
護
人
依
頼
権
の
保
障

現
行
法
の
下
で
は
、
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
手
続
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
者
に
対
し
て
、
弁
護
人
依
頼
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
告
知
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
憲
法
上
の
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
も
っ

と
も
、
行
政
手
続
で
の
手
続
保
障
が
機
会
の
保
障
で
あ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
退
去
強
制
手
続
の
場
合
に
も
、
弁
護
人
依
頼
権

を
実
際
に
行
使
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
国
選
弁
護
の
保
障
ま
で
は
必
要
で
は
な
い
と
す
る
の
が
判
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
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説

対
し
て
学
説
で
は
、
特
に
貧
困
者
の
場
合
に
は
、
国
選
弁
護
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
現
在
の
行
政
規
則
は
、

移
民
帰
化
局
に
対
し
て
、
入
国
拒
否
手
続
の
対
象
者
に
対
し
て
無
料
の
法
律
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
務
所
の
リ
ス
ト
を
提
供
す
る
よ
う
要
求
し

て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
国
選
弁
護
権
の
保
障
の
代
替
的
手
段
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
問
題
は
、
行
政
実
務
が
、
こ
の
よ
う
な
規
則
上
の
取
扱
に
反
す
る
こ
と
を
実
際
に
や
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
問
題
と
な
っ
た

の
は
主
と
し
て
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
難
民
の
大
量
流
入
に
対
処
す
る
難
民
抑
止
政
策
の
一
環
と
し
て
、
難
民
の
身
柄
拘
束
地
を
へ
き
地

に
設
置
し
て
、
実
際
に
は
、
弁
護
人
依
頼
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
法
律
サ
ー

ビ
ス
の
リ
ス
ト
を
意
図
的
に
不
完
全
な
も
の
と
し
て
、
実
際
上
弁
護
人
依
頼
権
を
行
使
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
例
が
あ
る
。
第
三
に
翻
訳
が

不
適
切
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
弁
護
人
依
頼
権
を
行
使
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
事
例
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ

の
事
例
に
お
い
て
も
、
判
例
は
法
律
・
規
則
違
反
の
行
為
で
あ
っ
て
、
違
法
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

三
法
律
論
と
し
て
は
、
こ
の
結
論
は
当
然
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
理
論
的
に
面
白
い
点
は
な
い
。
し
か
し
、
弁
護
人
依
頼
権
と
い
う
手
続

保
障
の
中
心
的
な
部
分
で
、
こ
の
よ
う
に
行
政
に
よ
る
意
図
的
な
形
骸
化
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
庇
護
申
請
手
続
の
保
障
に
対
し
て
行

論

政
当
局
が
か
な
り
悪
意
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
現
れ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑤
国
務
省
の
勧
告
的
意
見

庇
護
請
求
を
文
書
に
よ
り
基
礎
づ
け
る
た
め
の
証
拠
は
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
が
有
り
得

μ
。
あ
る
場
合
に
は
、
難
民
は

パ
ッ
ク
の
中
に
衣
服
を
入
れ
る
以
上
の
持
ち
物
は
何
も
な
い
状
態
で
故
国
を
逃
亡
し
て
く
る
。
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
(
口
口
町
込

Z巳一
0
5

は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
を
実
施
す
る
た
め

出
荷

u
n
o
B
B
U色。ロ
q
向
。
円
四
州
民
cm一
命
何
回
)
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一
九
七
九
年
に
「
難
民
の
地
位
を
判
定
す
る
た
め
の
手
続
と
基
準
に
関
す
る
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
L

を
公
刊
し
た
。
こ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
合
衆

国
判
例
に
よ
っ
て
も
き
わ
め
て
重
視
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
証
拠
が
欠
落
し
て
い
る
場
合
に
は
疑
わ
し
き
は

外
国
人
の
利
益
に
な
る
よ
う
取
り
扱
う
必
要
が
し
ば
し
ば
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
外
国
人
の
陳
述
が
公
知
の
事
実
に
反
し
て
い
る
場
合
に

は
、
そ
の
よ
う
な
取
扱
は
な
さ
れ
な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(4)

と
こ
ろ
で
、
合
衆
国
の
場
合
、
特
定
の
国
に
つ
い
て
の
寸
公
知
の
事
実
し
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
国
務
省
が
も
っ
と
も
情
報
を
持
っ
て
い

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
他
方
、
移
民
判
事
も
移
民
帰
化
局
地
方
長
官
そ
の
他
実
際
に
庇
護
事
件
を
裁
決
し
て
い
る
そ
の
権
限
の
委
譲
を
受
け

た
機
関
は
、
外
国
の
状
況
に
関
し
て
特
別
な
専
門
性
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
難
民
法
二

O
八
条
に
関
す
る
規
則
|
|
|
他
方
、
二
四

三
条

(
h
)
で
は
勧
告
的
意
見
が
証
拠
の
一
部
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
規
則
は
な
い
|
|
は
移
民
帰
化
局
地
方
長
官
(
民
庄
司
宮

島

5
2
0円
)
が
各
個
別
の
庇
護
申
請
者
に
関
し
て
国
務
省
人
権
人
道
主
義
問
題
局
か
ら
勧
告
的
意
見
を
要
請
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
の
局
は
、
実
状
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
国
に
関
し
て
責
任
を
持
っ
て
い
る
デ
ス
ク
・
オ
フ
ィ
サ
ー
を
含
む
、
国
務
省
内
の
他
の
課
の
承
認

を
得
た
う
え
で
、
勧
告
的
意
見
の
文
書
を
地
方
長
官
や
移
民
判
事
に
送
達
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
勧
告
的
意
見
は
移
民
帰
化
局
へ
の
庇

護
請
求
の
手
助
け
と
な
る
重
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
国
に
つ
い
て
の
政
治
的
状
況
に
つ
い
て
の
詳

細
な
事
実
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
務
省
は
移
民
帰
化
局
が
庇
護
申
請
者
の
主
張
の
信
頼
性
を
判
断
す
る
手
助
け
と
な
り
得
る
わ
け
で

あ
る
。こ

の
国
務
省
の
勧
告
的
意
見
は
、
理
論
的
に
は
、
移
民
帰
化
局
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
く
、
移
民
帰
化
局
の
事
務
の
実
施
を
補
助
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
「
単
な
る
勧
告
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い

μ
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
的
に
は
勧
告
的
意
見
を
移
民
判
事
は
無
視
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
合
理
的
根
拠
を
は
る
か
に
越
え
る
機
能
を
国
務
省
の
勧
告
的
意
見

制
度
は
果
た
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
通
常
の
場
合
、
移
民
帰
化
局
は
国
務
省
の
勧
告
的
意
見
を
単
な
る
勧
告
と
は
見
な
さ
ず
、
問
題
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説

と
な
る
事
案
の
解
決
の
方
向
を
決
定
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
勧
告
的
意
見
制
度
の
実
際
的
な
機
能
が
も
た
ら
し
て
い
る
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
点
は
次
の
二
つ
に
集
約
で
き
る
。

第
一
に
、
外
国
人
は
自
己
の
申
請
内
容
を
国
務
省
で
説
明
す
る
手
続
が
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
務
省
の
情
報
源
に
つ
い
て
問
い
質
す
こ
と

も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
務
省
の
勧
告
的
意
見
制
度
が
過
度
に
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
実
際
上
、
庇
護
手
続
に
お

け
る
主
要
な
事
柄
は
完
全
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
以
外
の
場
で
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
国
務
省
の
内
部
的
手
続
の
問
題
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
国
務
省
の
勧
告
的
意
見
が
下
さ
れ
る
仕
組
み
は
、
ま
ず
国
務
省
内
の
人
権
・
人
道
主
義
問
題
局
の
庇
護
問
題
課
で
個
別
的
に

審
査
さ
れ
、
そ
の
後
国
務
省
内
の
関
係
国
デ
ス
ク
官
に
送
付
さ
れ
る
と
い
う
の
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
(
そ
の
後
の
手
続
の
流
れ
の
詳
細
は

略
)
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
庇
護
申
請
に
関
係
国
デ
ス
ク
を
関
与
さ
せ
る
た
め
に
、
庇
護
の
承
認
・
不
承
認
が
き
わ
め
て
政
治
的
な
判
断

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
務
省
の
関
係
国
デ
ス
ク
官
は
、
庇
護
申
請
を
承
認
(
あ
る
い
は
不
承
認
)
し

た
場
合
に
そ
の
こ
と
が
合
衆
国
の
外
交
政
策
上
の
目
的
の
達
成
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い

る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
む
そ
の
結
果
、
政
治
的
バ
イ
ア
ス
に
基
づ
く
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
デ
ュ

l
・

論

プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
で
こ
の
問
題
を
一
般
的
な
形
で
換
言
す
る
と
す
れ
ば
、
外
国
と
合
衆
国
と
の
聞
の
現
在
の
関
係
に
よ
る
バ
イ
ア
ス
の
か

か
っ
て
い
な
い
国
務
省
の
勧
告
的
意
見
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
ま
た
、
こ
の
勧
告
的
意
見
に
反
駁

す
る
機
会
(
特
に
勧
告
的
意
見
の
具
体
的
根
拠
に
反
駁
す
る
機
会
)
の
保
障
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
り
い
く
つ
か
の
判
例
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
紹
介
す
る
。

二
こ
の
問
題
に
関
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
判
決
は
一
九
七
六
年
の
ツ
ア
モ
ラ
判
決
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
フ
レ
ン
ド
リ
l
判
事
が
裁
判
所

の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
本
判
決
で
フ
レ
ン
ド
リ
l
判
事
は
、
立
法
事
実
と
裁
決
事
実
の
区
分
論
を
前
提
と
し
て
判
断
し
て
い
る
。
庇
護
申

請
と
の
関
係
で
は
、
立
法
事
実
に
当
た
る
の
は
、
外
国
人
に
対
し
て
退
去
強
制
が
な
さ
れ
た
場
合
に
そ
の
国
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
当
該
外
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国
人
に
対
し
て
と
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
実
に
関
し
て
は
、
証
人
と
の
対
面
や
反
対
尋
問
な
ど
は
必
要
と
は
き
れ
ず
、

移
民
判
事
は
、
自
ら
の
手
元
に
あ
る
必
要
な
情
報
を
す
べ
て
利
用
で
き
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
の
実
質
的
根
拠
と
し
て
フ
レ
ン
ド

リ
l
が
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
、
国
情
が
悪
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

(
1
救
済
の
必
要
性
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
)
、
申
請
者
個
人
や
そ
の
親
族
・

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (4) 

友
人
か
ら
の
情
報
は
得
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
国
務
省
が
外
国
の
事
情
に
通
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
か

(
国
)

ら
の
情
報
に
依
拠
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
勧
告
的
意
見
が
二
四
三
条

(
h
)
の
申
請
に
関
す

る
審
理
に
持
ち
込
ま
れ
る
場
合
、
こ
れ
ら
勧
告
的
意
見
は
裁
決
事
実
に
関
す
る
国
務
省
の
結
論
も
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
裁
決
事
実

に
関
す
る
認
定
は
移
民
判
事
や
不
服
審
査
委
員
会
の
専
権
で
あ
る
、
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
決
事
実
に
つ
い
て
は
、
反
対
尋
問
等
の
権

利
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
が
フ
レ
ン
ド
リ
l
の
見
解
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
ツ
ァ
モ
ラ
判
決
が
設
定
し
た
指
針
に
は
移
民
帰
化
局
も
国
務
省
も
し
ば
ら
く
の
間
|
|
ツ
ア
モ
ラ
判
決
の
趣
旨
に
し
た
が
っ

た
形
で
、
立
法
事
実
に
つ
い
て
の
み
勧
告
を
行
う
も
の
と
さ
れ
た
の
は
一
九
八
八
年
の
よ
う
で
あ
る
ー
ー
し
た
が
っ
て
い
な
い
と
い
わ
れ

て
い
る
。
相
変
わ
ら
ず
、
国
務
省
の
勧
告
的
意
見
は
な
お
審
査
対
象
と
な
っ
て
い
る
個
々
の
申
請
の
判
断
を
決
定
的
に
左
右
し
て
お
り
、
し

か
も
、
そ
れ
ら
文
書
は
、
国
務
省
が
そ
の
結
論
に
到
達
し
た
理
由
を
説
明
す
る
詳
細
な
情
報
を
提
供
し
な
い
形
式
的
文
書
で
あ
る
こ
と
が
し

ば
し
ば
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

μ
。
そ
の
た
め
、
こ
の
種
の
問
題
が
い
く
つ
か
の
判
例
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
わ

ω2am--

宮
ロ
ロ
O
N

〈・

HZω
で
は
、
二
四
三
条

(
h
)
の
救
済
の
中
で
国
務
省
の
勧
告
的
意
見
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
可
否
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
判
決
で
は
、
ツ
ア
モ
ラ
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、
寸
国
務
省
の
勧
告
的
意
見
は
裁
決
の
内
容
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

こ
れ
を
考
慮
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
が
、
そ
の
考
慮
の
程
度
は
、
退
去
強
制
先
の
国
が
迫
害
を
行
っ
て
い
る
程
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
知
見
を
個
別
の
事
案
(
の
裁
決
事
実
)
に
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
判
断
を
示
し
、

勧
告
的
意
見
が
機
能
し
過
ぎ
て
い
る
点
に
璃
庇
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、

ω
ω
gロ。
E
h
o
ユg
〈・

-Zω
で
も
、
当
事
者
に
反
駁
の
機
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説

会
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
ニ
カ
ラ
グ
ア
大
使
館
か
ら
の
文
書
の
コ
ピ
ー
を
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
寝
庇
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

三
難
民
・
亡
命
的
庇
護
申
請
を
判
断
す
る
際
に
国
務
省
が
そ
の
果
た
す
べ
き
適
切
な
役
割
を
越
え
、
国
務
省
の
勧
告
的
意
見
制
度
の
存

在
に
よ
り
、
庇
護
決
定
が
過
度
に
政
治
的
判
断
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
政
治
的
バ
イ
ア
ス
の
存
在
に
よ
り
国
務

省
の
勧
告
的
意
見
が
違
法
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
勧
告
的
意
見
を
め
ぐ
る
先
に
挙
げ
た
判

例
が
、
手
続
の
暇
庇
を
認
定
し
な
が
ら
も
、
結
論
と
し
て
は
、
移
民
判
事
が
独
自
の
認
定
・
判
断
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
暇

庇
の
存
在
を
理
由
と
し
て
処
分
を
取
り
消
す
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

論

一
連
の
手
続
過
程
全
体
と
し
て

み
た
場
合
に
は
手
続
保
障
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
務
省
の
勧
告
的
意
見
は
決
定
を
取
り
消
す
に
値
す
る
暇
庇
(
吋

2
2包
E
0

2
8吋
)
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
手
続
全
体
と
の
関
係
で
一
定
の
個
別
の
手
続
的
暇
就
が
取
り
消
し
う
べ
き
暇
痕
と
い
え
る

か
否
か
を
判
断
す
る
と
い
う
手
法
は
後
以
詳
細
に
検
討
す
る
よ
う
に
移
民
法
全
体
を
通
じ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
基

本
的
な
発
想
は
、
あ
る
手
続
要
件
に
暇
庇
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
他
の
点
で
の
手
続
保
障
が
そ
の
親
庇
を
補
っ
て
い
る
場
合
に
は
決
定

と
い
う
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
手
続
的
暇
脱
が
取
り
消
し
う
べ
き
璃
庇
と
な
ら
な
い
た
め
に
は
、

他
の
手
続
保
障
に
よ
る
補
完
的
機
能
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
国
務
省
の
勧
告
的
意
見
の
場
合
他
の
手

続
に
こ
の
よ
う
な
補
完
的
機
能
が
存
在
す
る
か
と
い
え
る
か
に
は
や
や
疑
問
の
点
が
あ
る
。
も
し
さ
き
に
合
衆
国
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
へ

の
批
判
と
し
て
紹
介
し
た
と
こ
ろ
が
正
鵠
を
射
て
お
り
、
勧
告
的
意
見
が
決
定
過
程
全
体
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
す

れ
ば
、
手
続
全
体
が
い
わ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
「
汚
さ
れ
た
L

状
態
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
の
各
下

級
審
判
決
が
勧
告
的
意
見
の
存
在
を
も
っ
て
取
り
消
し
う
べ
き
暇
庇
と
し
て
い
な
い
の
は
、
実
質
的
に
は
勧
告
的
意
見
制
度
の
存
在
の
必
要

性
を
あ
る
程
度
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

を
取
り
消
さ
な
い
、
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(
3
)
小
括

以
上
、
難
民
救
済
制
度
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
論
点
に
関
す
る
諸
判
決
を
紹
介
し
て
き
た
。
し
か
し
、

本
章
の
テ

l
マ
に
直
接
関
係
す
る
も
の
は

(
2
)
①
及
び
②
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
右
の
二
点
を
通
じ
て
見
た
場
合
に
、
下
級
審

判
決
の
動
向
が
、
伝
統
的
な
入
国
拒
否
理
論
に
対
し
て
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
何
か
を
筆
者
な
り
に
要
約
し
て
お
く
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (4) 

入
国
拒
否
・
退
去
強
制
制
度
と
の
関
係
で
は
、
難
民
は
、
自
国
に
送
還
さ
れ
た
場
合
に
思
想
等
を
理
由
に
自
ら
の
生
命
が
危
う
く
き

れ
る
点
で
、
他
の
外
国
人
へ
の
対
処
と
異
な
る
特
殊
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
難
民
の
地
位
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
条
約
が
締
結
さ

れ
、
合
衆
国
に
お
い
て
も
ま
た
難
民
法
が
制
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
と
の
関
係
で
こ
の
特
殊
性
が
特
に

顕
著
に
現
れ
る
の
が
二
四
三
条

(
h
)
に
よ
る
救
済
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
司
法
長
官
に
よ
る
救
済
権
限
行
使
が
法
律
上
覇
束
行
為
と
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
法
律
に
よ
り
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
法
益
が
設
定
さ
れ
た
と
多
く
の
判
決
が
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す

る
諸
判
決
の
態
度
は
ク
ナ
ウ
フ

1
メ
ツ
ァ
イ
理
論
の
修
正
を
迫
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
に
よ
り
保
護
法
益
が
設
定
さ
れ
た
も

の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
ク
ナ
ウ
フ

1
メ
ツ
ァ
イ
理
論
の
射
程
は
も
は
や
こ
こ
に
は
及
ば
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に

い
え
ば
、
法
律
上
保
護
法
益
が
設
定
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
ク
ナ
ウ
フ

l
メ
ツ
ァ
イ
理
論
が
適
用
さ
れ
、
手
続
的
デ
ュ

l
・

プ
ロ
セ
ス
の
保
護
は
及
ば
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
ナ
ウ
フ

l
メ
ツ
ァ
イ
理
論
を
前
提
と
し
て
考
え
れ
ば
、
重
要
な
の
は
、
難
民

の
地
位
の
特
殊
性
を
実
定
法
が
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
い
る
か
で
あ
り
、
難
民
の
特
殊
性
一
般
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三
し
か
し
、
下
級
審
の
動
向
を
み
る
と
、
実
定
法
の
構
造
よ
り
も
む
し
ろ
そ
れ
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
の
難
民
の
地
位
の
特
殊
性
そ

の
も
の
を
重
視
し
、
そ
こ
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
傾
向
も
ま
た
根
強
く
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
裁
量
的
救
済
規
定
で
あ
る
二
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説

O
八
条
に
つ
い
て
、
救
済
申
請
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
の
解
釈
を
根
拠
に
保
護
法
益
の
創
設
を
認
め
よ
う
と
す
る
ヌ
ネ
ッ
ツ
判
決
や
、
入

国
拒
否
処
分
の
相
手
方
に
対
す
る
身
柄
拘
束
に
も
手
続
的
保
護
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
一
連
の
判
決
が
こ
れ
に
当
た
る
。
伝
統
的
な
ク
ナ
ウ
フ

ー
メ
ツ
ア
イ
理
論
に
よ
れ
ば
、
憲
法
上
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
に
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
が
及
ば
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
に

よ
り
保
護
法
益
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
外
国
人
の
地
位
や
性
格
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
が
及
ぶ
か
否

か
と
は
無
関
係
の
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
判
例
に
よ
れ
ば
当
然
こ
の
よ
う
な
下
級
審
判
決
の
中
に
あ
る
傾
向
は
否
定
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
否
定
す
る
機
会
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
明
示
的

に
否
定
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
(
ジ
1
ン
事
件
最
高
裁
判
決
)
。
む
し
ろ
、
第
一
次
的
入
国
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
外
国
人
に
は
ク

ナ
ウ
フ

1
メ
ツ
ァ
イ
理
論
の
適
用
が
な
い
と
す
る
連
邦
最
高
裁
判
例
(
プ
ラ
ゼ
ン
シ
ア
判
傑
)
と
の
関
係
で
は
、
を
前
提
と
し
て
考
え
れ
ば
、

伝
統
的
理
論
を
採
用
し
な
い
下
級
審
判
決
の
方
が
よ
り
適
合
的
|
|
特
に
身
柄
拘
束
に
つ
い
て
は
ー
ー
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る。

論

四

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
下
級
審
判
決
の
中
に
み
ら
れ
る
こ
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
の
対
立
・
混
乱
状
況
は
深
刻
な
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
混
乱
の
源
は
、
ク
ナ
ウ
フ

l
メ
ツ
ァ
イ
理
論
と
プ
ラ
ゼ
ン
シ
ア
判
決
と
い
う
二
つ
の
連

邦
最
高
裁
理
論
に
現
れ
て
い
る
考
え
方
の
筋
道
に
対
す
る
理
解
の
混
乱
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ジ

l
ン
判

決
が
こ
の
混
乱
に
決
着
を
つ
け
な
か
っ
た
以
上
、
下
級
審
の
混
迷
は
今
後
も
な
お
続
く
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、
翻
っ
て
み
る
と
、
難
民
の
地
位
の
特
殊
性
が
判
決
に
も
反
映
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
混
乱
状
況
自
体
が
重
要
と
も
い
え

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
難
民
は
通
常
の
外
国
人
と
異
な
る
か
ら
こ
そ
、
い
か
な
る
理
論
的
筋
道
で
考
え
て
よ
い
か
判
然
と
し
な
い
わ
け
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
通
常
の
例
え
ば
新
規
入
国
者
と
は
異
な
る
理
論
的
・
制
度
的
対
処
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
ら
合
衆
国
下
級
審
判

決
の
動
向
は
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
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第

章

第
四
節

注

手続的デュー・プロセス理論の一断面 (4) 

(
1
)
M
W
S
戸
市
岡
。
目
的

5
・
、
。
還
さ
町
宮
H
.
町
民
』
可
同
曾
河
町
せ
な
g
b
¥
h
h
h
s
Q
A
h
q
一
N
h
h
m
a
H
H
.
0
R
b
句
史
舎
ミ
』
ぎ
S
H
W
S
R
S
M
M
さ
円
恒
伺
師
、
ロ
同
0
4
司
〉

円、.同州開〈-HN由

F
E品
目
(
冨
∞
∞
)
・
難
民
問
題
が
発
生
し
な
い
限
り
、
外
国
人
が
入
国
拒
否
処
分
の
司
法
審
査
を
求
め
る
事
件
数
は
少
な
い
こ
と
、
及

び
そ
の
理
由
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
2
)
仮
釈
放
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
場
合
と
は
、
相
手
方
た
る
外
国
人
が
危
険
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
前
に
逃
亡

す
る
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ん
ら
か
の
重
大
な
理
由
が
あ
る
場
合
の
み
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
~
山
町
向
〉
E
2
-問。ョ
1
冨
E
d
z・
-
玄
至
。
同
〉
-

d
c
z
p
o
n何
回
目
〉

5
3
5
4・
N
8
E
E
(
H
富
山
)
・

(
3
)
こ
こ
で
寸
難
民
L

と
は
、
一
九
五
一
年
七
月
二
八
日
に
採
択
さ
れ
一
九
五
四
年
四
月
一
一
一
一
日
に
効
力
発
生
し
た
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
第

一
条
で
定
義
(
一
九
六
七
年
一

O
月
四
日
に
効
力
発
生
し
た
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
第
一
条
で
修
正
)
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
人
種
、

宗
教
、
国
籍
若
し
く
は
特
定
の
社
会
的
集
団
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
又
は
政
治
的
意
見
を
理
由
に
迫
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
十
分
に
理

由
の
あ
る
恐
怖
を
有
す
る
た
め
に
、
国
籍
国
の
外
に
い
る
者
」
を
指
す
も
の
と
す
る
。
な
お
旧
西
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
け
る
難
民
概
念
の
解
釈
に

つ
い
て
は
川
島
慶
雄
寸
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
難
民
概
念
の
形
成
|
|
『
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
』
適
用
の
一
例
(
一

)
1
(四
)
L

『
阪
大
法

学
』
九
六
号
一
頁
、
九
九
号
一
九
三
頁
、
一

O
五
号
九
七
頁
、
一
一
一
一
号
一
頁
、
(
一
九
七
五

1
一
九
七
九
)
、
ま
た
欧
米
各
国
の
難
民
認
定
手
続

や
基
準
の
概
要
に
つ
い
て
は
川
島
慶
雄
「
難
民
認
定
に
関
す
る
最
低
基
準
L

『
阪
大
法
学
』
一
四
了
一
四
二
号
一
二
五
頁
(
一
九
八
七
)
参
照
。
と

こ
ろ
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
外
国
人
が
難
民
に
該
当
す
る
か
否
か
は
こ
の
定
義
に
当
該
外
国
人
が
当
て
は
ま
る
か
否
か
に
よ
り
決
ま
る
は
ず
で
あ

る
が
、
合
衆
国
移
民
不
服
審
査
委
員
会
は
こ
の
定
義
基
準
を
適
用
す
る
に
当
た
り
、
申
請
者
の
合
衆
国
へ
の
入
国
状
況
(
不
法
入
国
か
否
か
)
を

決
定
的
に
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
論
稿
(
〉
ロ
-
S
F
N
M
Wミ
m
s
s
h
H
e
b
e
宮
さ
と
由
、
さ
な
円
S
s

p
s
s
a守
均
也
会
問
問
的

S
Sこ
君
、
~
急
寝
間

h
ミ

ミ

巳

h
w
Q
N
∞
〈
〉
・
』
・

2
4・F
・円、・

5
詔
吋
)
)
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
司ロ
σ・円、

.z。.定日aNHNW
宏一

ω
g同-HCM(EMWC)・

(
5
)

一
九
八

O
年
難
民
法
制
定
の
背
景
に
あ
っ
た
具
体
的
な
問
題
状
況
に
つ
い
て
は
冨
白
『
巴
P

コ
お
河
急
h
R
b
ミ
ミ
巴
窓
口
同
号
、
a
H
S札

同サミNh司、
F
-
豆
、
叶
同
L
P
Z∞Z
〉
↓
5
Z
〉
戸
戸
問
。
〉
戸
司
問
。
国
戸
開
富
山
。
司
河
同
司
巴
の
問
問
的
(
P
B
n
回
目
。
〉
Z
J
円
開
〉
同
国
。
。
問
。
司
H
z
d
w
M
N
H
L
〉
、
H
A
O
Z
〉
戸
戸
開
。
〉
戸

ω、吋C
U自
由
)
唱
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説

s・2
2
S
N
)を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
6
)
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
難
民
法
で
は
難
民
た
る
地
位
に
基
づ
く
救
済
と
亡
命
的
庇
護

g
a
z
g
)
を
求
め
る
者
に
対
す
る
救
済
と
が
区
別
さ

れ
、
後
者
の
救
済
を
受
け
る
資
格
要
件
と
し
て
難
民
た
る
地
位
の
存
否
へ
の
言
及
は
、
法
文
上
、
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
難
民
た
る

地
位
は
亡
命
的
庇
護
を
「
与
え
ら
れ
る
人
的
範
囲
の
一
つ
の
表
現
で
あ
っ
て
、
全
く
別
個
の
存
在
で
は
な
い
」
(
篠
木
真
理
「
国
際
法
に
お
け
る

印
印
三
ロ
ヨ
・
お
巾

W
R
の
入
国
許
可
ご
)
」
『
法
政
理
論
』
一
二
巻
三
号
二
二
八
頁
(
一
九
八
九
)
と
は
い
っ
て
も
、
合
衆
国
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の

救
済
認
定
の
た
め
の
基
準
及
び
手
続
が
理
論
的
に
は
異
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
実
際
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
か
な
り
重
複
し
て
い
る
と

は
い
え
)
以
上
、
両
者
を
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
は
留
意
を
要
す
る
。

(
7
)
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
第
一
部
第
三
章
で
や
や
詳
し
く
述
べ
る
。

(8)hrm
町
-
F
W
E
n
F
g
m
守
S
$
3
s
b尽
き
も
¥
h
s
s守
主

s
h
a
g
-
定

(UOE玄
-F・
閉
山
里
-
ゲ
吋
C
(
呂
志
)
・
示
品
ロ
ロ

w
h
h叫
予
定
舎
。
¥

』『遣さ柏町司、
bh札山

os
、司、。門町、ミ、
8
・
2

c・
(U-F・〉・円、
.
m雪-ロ
hpH・】
HAH∞(冨∞品)・

(
9
)
倖
:
・

F

K
巾
E
W
O
R
E
E
.
S
N
h
h
y
N
R
S
R
S
H
F町
同
サ
司
令
ミ

~
Sミ
F
F
ミ
.
p
g
b
S
H
S礼
者
同
同
eRFN母
。
¥
N
J
S
R
U
2
5

kv
こ
常
門
主
同
町
、
め
-R雪
噂
口
口
・
宮

-nz・』・円・閉山田・

H∞
ωwHgeE(Hge・冨出吋昨日
p
宮
町
、
さ

R
a
s
h
H
』

h
s
e
3
p
e
S
H
F司
書
及
。
お
お
町

内
り
も
さ
さ
ど
さ
.
守
、
。

~hH礼町民
~
h匂
e
s
s
h叫
NWG缶
詰

h
N
t
口
・
出
コ
・
円
・
河
問
〈

-
H
8・
H
S・3(H混
と
・
こ
こ
で
は
あ
る
一
例
だ
け
を
示
し
て
お
く
。

そ
れ
は

ω自
ロ
。
ロ
4
・
C
E
Z己

ω同三
2
・
お
叶
司

ω毛一℃・

5
吋
0
3・
u・
2
p・
5
司
)
と
い
う
連
邦
地
裁
判
決
が
与
え
た
影
響
で
あ
る
。
こ
の
事
件

は
三

O
O人
の
ハ
イ
チ
人
が
ア
サ
イ
ラ
ム
申
請
拒
否
処
分
を
争
っ
た
事
例
で
あ
る
。
本
件
で
は
外
国
人
ら
は
一
九
五
二
年
法
第
二
一
二
条

(
d
)

(
5
)
(
∞
ロ
∞

-n-m
口∞
N

(

仏
)
(
印
)
)
に
よ
り
合
衆
国
内
に
仮
釈
放
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
移
民
帰
化
局
側
は
、
外
国
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

行
っ
た
後
、
彼
ら
の
ア
サ
イ
ラ
ム
申
請
を
拒
否
し
、
そ
の
後
、
入
国
拒
否
処
分
に
付
す
べ
き
か
否
か
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
有
効
な
査
証
等

を
所
持
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
入
国
拒
否
決
定
を
し
た
(
一
九
五
二
年
法
第
二
二
一
条
(

a

)

(

却
)
∞

C
・

ω
-
n・申
HH∞N
(白
)
(
N
O
)
・
)
。
そ
の

後
、
移
民
判
事
は
、
政
治
的
迫
害
に
つ
い
て
彼
ら
が
提
出
し
た
証
拠
及
び
ア
サ
イ
ラ
ム
申
請
に
つ
い
て
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
を
拒
否
し
、

移
民
不
服
審
査
委
員
会
も
移
民
判
事
に
右
決
定
を
支
持
し
た
た
め
、
外
国
人
ら
は
出
訴
に
及
ん
だ
。
外
国
人
側
の
主
張
は
、
処
分
庁
が
従
来
行
っ

て
き
た
よ
り
も
正
式
な
証
拠
に
基
づ
く
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
判
決
は
、
一
方
で
は
、
仮
釈
放
に

よ
り
合
衆
国
に
入
国
し
た
外
国
人
は
な
お
「
窓
口
に
立
っ
て
い
る
L
Z
S口
径
ロ

m
主
任
巾
ぬ
見
。
)
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
退
去
強
制
で
は

な
く
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
、
法
律
上
要
求
さ
れ
て
い
る
入
国
拒
否
ヒ

論

北法42(1・204)204
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ア
リ
ン
グ
は
、
入
国
拒
否
し
得
る
か
否
か
の
基
準
が
満
た
さ
れ
て
い
る
旨
の
決
定
に
は
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
移
民
判
事
は
、
規
則
の
文

言
に
か
か
わ
ら
ず
、
入
国
拒
否
の
対
象
た
る
外
国
人
の
ア
サ
イ
ラ
ム
申
請
に
関
連
あ
る
証
拠
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
と
し
、
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
主
宰
す
る
移
民
判
事
が
こ
の
ア
サ
イ
ラ
ム
申
請
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
裁
量
の

濫
用
に
当
た
る
、
と
し
た
。
本
判
決
は
一
応
法
律
解
釈
の
レ
ベ
ル
で
問
題
を
処
理
し
て
い
る
か
に
も
み
え
る
が
、
控
訴
審
(
呂
町
出

N
a
E品(印
s

n-『
・
・
邑
ゴ
)
)
は
本
判
決
を
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
く
議
論
と
解
し
た
よ
う
で
あ
り
、
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
は
難
民
に

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
を
受
け
る
憲
法
上
の
権
利
を
付
与
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
し
た
が
っ
て
ア
サ
イ
ラ
ム
申
請
手
続
に
お
い
て
は
証

拠
に
基
づ
く
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
は
い
え
な
い
、
と
し
た

E
R
R
〈
・
ロ
ロ
津
町
内
凶
盟
主
巾
印
(
日
会
司
-

N
a
H
N
2・
ロ
∞
∞

-
S
S
F
C「
よ
邑
吋
吋
一
本
件
も
ま
た
ハ
イ
チ
人
に
よ
る
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
移
民
帰
化
局
側
が
彼
ら
を
政
治
的
難
民

と
し
て
合
衆
国
内
に
仮
釈
放
す
る
申
請
を
拒
否
し
た
こ
と
を
不
当
と
し
て
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
争
点
は

ω白
ロ
ロ
。
口
事
件
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
。
)
に
従
っ
た
判
断
を
下
す
よ
う
地
裁
に
求
め
て
お

2
ω
白ロロ

Oロ
〈

-
C
E
Z仏
回
巳

2
噌
町
出
向
包
ロ
ミ

wHNS(印
笹
口
吋

-w
呂
き
)
・
)
破
棄

差
し
戻
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
虫

2
5
判
決
に
お
い
て
敗
訴
し
て
い
た
外
国
人
ら
は
連
邦
最
高
裁
へ
上
告
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
連
邦
最
高
裁
は
E
C
Cゲ

ロ
巾
訟
を
示
唆
し
て

E
2
3
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
し
た

(
E
q
Z
〈
-
C
E
Z仏
∞
仲
間

H
2・
お
品
巴
・

ω
-
S
N
3
2
3・
)
。
そ
の
理
由
は
判
文
か
ら
は

定
か
で
は
な
い
が
、
ヵ

l
タ
l
政
権
が

ω田
口
口
。
口
事
件
第
一
審
判
決
に
沿
っ
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
認
め
た
た
め
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
(
宮
田
円
門
戸
紅

白門

H
S
ロ・

S
・
て
そ
の
後
若
干
の
好
余
曲
折
を
経
た
缶
詰

S
H
H
Y
臣
民
巴
怠
ロ
・
印

L
E
司・

ω石
U
・
8
∞
(ω
・
ロ
・
盟
国

-
L
S∞
)
)
後
、
一

九
七
九
年
に
至
っ
て
移
民
帰
化
局
の
発
し
た
規
則
は
、
政
治
的
庇
護
を
求
め
る
難
民
が
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
そ
の
ア
サ
イ
ラ
ム
申
請

を
提
出
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
お
己
目
立
巳

H
N
S
-
n
E
D
m
主
司
包

--HNmm-NHNE'N巳
詔
・

ω白
ロ
ロ
。
ロ
判
決
差
戻
し

後
第
二
審
は
本
件
を

S
。
三
と
し
て
い
る
。

E
H
H
Y
N己
主

HN印
N
)
。

(
叩
)
め

R

Z。
F
n
s
s
.
s
s
s
a
~
U
S
N
-
H的
ロ

S
H
F
m
E
F
t
h『
芯
町
内

NR丸
町
と
た
ま
・
∞

N
h
o
F
C
Z
-
F
河
開
〈
・
由
印
戸
ま
印
(
呂
∞

N)・

(
日
二
九
八

O
年
難
民
法
制
定
以
前
の
難
民
認
定
(
及
び
救
済
)
手
続
の
概
要
に
つ
い
て
は

R
冨

E

E
ら
き
喝
さ
荷
主
~
s
h
s
.
5
.
S
S
R

。芯~〈SHWhN史認
-HF町
内
ロ

S
N
ミ
N
W
C
F
S
H
R
E∞
C
・
胃

zz
円
、
河
開
〈

-HNむ
L
N
E
'
S
(
H
S
C
)・
な
お
、
旧
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
庇
護
認
定
手

続
に
つ
い
て
は
本
間
浩
「
個
人
の
基
本
権
と
し
て
の
庇
護
権
』
第
三
章
ご
九
八
五
)
参
照
。

(
ロ
)
一
九
八

O
年
難
民
法
制
定
以
前
に
お
け
る
合
衆
国
の
難
民
政
策
と
制
度
に
つ
い
て
は
、
戸
白
℃

O
Z
F
b
R
W
4
S
Sミ叫
s
s
b
A
y
eミ
ト

Q
S
一

叫

2phL言
、
存
お
さ
ま
ロ
¥
L
F
a
s
-
-
ミ
s
o
p
s
-
z
E〉Z
〉円、.』・

HN戸
H
a
'
S
(
H
S
S・
〉

E
z
z
s
ヨ
1
冨
〉
同

dz-M足
、
ミ
ロ
・

(N)
丘
町

N0・NU・
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毘∞
E
2
が
有
用
で
あ
る
。
そ
の
他
、
同
Nos-
同コ
p
m
E
w
b
a
ミ

h
e
Aミミ

Nhah同町『

HF町内、お凡な
h尚
昆
豆
g
b
a遺
骨
ミ
s
s
h
a
g
-
2
C
司
E

F
・

何
回
当
・
自
由
w
E
Hム
吋
(
同
混
同
)
・
一

E
n
z・
ι
ーささ礼町司
G
R
o
s
、。
h
q
h
N
S
h同
志
向
』
刊
誌
な
む
¥
h
h
N
H
F
怠
己
目
】
弓
叶
・
円
、
.
閉
山
開
〈
・
お
ω・品
2
・8
・
出
巳
Z
P

3
E
s
h
k
S
N弐
s
g
h
守

H
p
m
N
U
S
N叫
町
、
企
崎
町
向
弘
司
同
一

h
a
q
sモ
富
山
町
、
、
さ
さ
H
F
H吋
C-
冨

-2・
』
・
円
、
.
宮
司
C
E
-
N
8・

Nお・
8
(呂
田
山
由
∞
品
)
句
戸
田
8
5
4
N
U
-玄
室
自
己
目
C
Z
F
Z
〉
ZUHN明明白白
5

3
ロ
Q
W

回
目

H
i
Z申(邑∞
ω一〈目白】巾
F
h
N
W
3
.ミ
民
主
。
。
ミ

q
ミ同町、

め
E
H
S
H送
還
合
唱
、
む
な
。
唱
柏
、
。
mG-
問
、
同
国
間
〉
君
。
ヱ
い
0
2
0
同
何
回
目
(
邑
∞
O
)
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
)
な
ど
多
く
の
文
献
が
あ
る
。

(
日
)
~
山
町
向
。
g
g
z
h
w
冒
と
5
2
-
Z
L
吉
宮
目
。
開
局
-
o
z
F〉
者
〉
ZU
司悶〔再開
U
C
E
B
2
2
a
開
門
戸

Y

申
H・
8
[由
][EWHEωω(巴∞叩)・

(
U
H
)

∞
己
・

ω・
円
い
・
閉
口
日
日
・

(
日
)
∞

C
・∞

-
n・
閉
口
印
∞
・

(
国
)
∞

C
・∞

-
n・間
HN日ω・

(
口
)
特
に
海
外
か
ら
の
難
民
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
後
二
者
と
の
区
別
は
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
区
別
し
て
い
な
い
学
説
・
判
例
が
多
い
こ
と
が
難
民
に
関

す
る
議
論
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
論
者
も
い
る
。
〉

E
Z問。司
l
Z〉回目
z-gyab
ロ・

(

N

)

白
同
色
∞
・

(
日
)
∞

C
・
ω・
。
・
閉
口
∞
N

(

円)・

(
ぬ
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
二

O
七
条
(

C

)

(

3

)

(

∞
C
・
ω・
ゎ
・
閉
口
印
印
(
円
)

(

ω

)

)

参
照
。

(
初
)
二

O
九
条

(
a
)
(
1
)
(
B
)
、
∞
己
・

ω
-
n・
山
口
詔
・
(
白
)

(

H

)

(

回
)
参
照
。
在
留
資
格
の
変
更
の
効
果
は
入
国
許
可
時
点
に
遡
及
す
る
。
二

O

九
条

(
a
)
(
1
)
(
C
)
(
2
)
、∞

C
ω
-
n
-
m
H
H印申(同
)(H)(わ
)(N)・

(
担
)
前
掲
注

(
3
)
参
照
。

(詑

)
M
W
5
の
0
5
0
z
h
r
冨
と
三
〉
Zw
話
、
ミ
ロ
・

2
S
R
申
H・
8

[
白][円
]wH・2
・
こ
の
よ
う
に
海
外
か
ら
の
難
民
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
庇
護
要
件
を

よ
り
緩
和
し
て
適
用
す
る
こ
と
の
是
非
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
認
町
〉

E
E
-
5司
1
富
島
三

Z
W
Sも
さ
ロ
・

(

N

)

丘
町
宮
'
ω
印
・

(
お
)
∞

C
・
ω・
(
い
・
閉
口
印
∞
(
白
)
・

(
泊
)
一
九
八

O
年
に
難
民
法
が
制
定
さ
れ
、
二
四
三
条

(
h
)
に
基
づ
く
司
法
長
官
に
よ
る
救
済
が
義
務
的
・
覇
束
的
な
も
の
と
な
っ
た
わ
げ
で
あ

る
が
、
そ
の
救
済
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
、
す
な
わ
ち
「
外
国
人
の
生
命
・
自
由
が
人
種
・
宗
教
・
国
籍
・
特
定
の
社
会
的
集
団
へ
の
加
入
・

政
治
的
見
解
の
故
に
脅
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
認
定
さ
れ
た
場
合
L

と
い
う
要
件
が
充
足
さ
れ
る
た
め
に
は
申
請
者
が
い
か
な
る
立
証
を
す
べ
き

か
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
下
級
審
判
決
は
、
連
邦
議
会
は
こ
の
法
律
を
制
定
し
て
庇
護
規
定
を
修
正
し
そ
の
文
言
を
条
約
に
よ

説論
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り
近
づ
り
た
と
い
う
立
法
事
実
か
ら
、
合
衆
国
の
庇
護
を
受
け
る
権
原
を
立
証
す
る
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
が
連
邦
議
会
の
法
修
正
の
意
図
で

あ
っ
た
と
し
て
、
個
人
が
迫
害
の
対
象
と
し
て
選
抜
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
の
「
明
白
な
蓋
然
性
」
に
欠
け
る
立
証
で
あ
っ
て
も
、
庇
護
は
承
認

さ
れ
得
る
と
す
る
も
の
(
す
な
わ
ち
、
従
来
こ
の
要
件
を
充
足
す
る
う
え
で
客
観
的
証
拠
の
み
に
着
目
し
て
き
た
行
政
実
務
の
基
準
は
狭
き
に
失

し
て
お
り
、
「
十
分
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
恐
れ
」
は
主
観
的
な
要
素
と
客
観
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
す
る
。
九
山
町
同
町
-
h
J

日

2-n
〈・

ω白

g-

∞
話
相
，
・
起
き

Y
8印

自
己
申

(
N
E
C
T
E∞
N)・同州
4
2
4・
-
Z
ω
-
g
u
m
J
N仏
詔

吋

(

由

S

C
司・・

z
g
)
)
と
、
裁
判
所
は
難
民
法
制
定
に
よ
り
庇

護
の
認
定
基
準
を
修
正
す
る
こ
と
を
連
邦
議
会
は
要
求
し
て
お
ら
ず
、
寸
明
白
な
蓋
然
性
」
の
基
準
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
お

2
叩
-
m唱

FUE-叩
〈
-
H
Z
ω
-
S
H
司
・
包

Z
P
E品
会
門
田
口
叶
-
w
E∞
N):玄
R
S
A
Z
E・
富
山
口
『
一
心
ロ
巴
〈
-HZω
・
2
申
戸

E
H
N
U
(包
巴
吋
・
司

58))
と
に

分
か
れ
た
(
こ
の
状
況
の
比
較
的
詳
し
い
分
析
と
し
て
は
め
同
町
・
同
)
町
宮
町
内
也
選
室
内
同

S
H
F同
h
b
g
l
h遣
さ
砂
川

wdHhO
噌輔、。

N
R
Q
h
N

唱え

Hph
河
合
Fな

も

¥
b
$
5・
2
出
馬
〈
-
F・
同
州
問
〈
・
ロ
∞
m
W
E
E
-
E
C
S
U
)・
)
こ
の
よ
う
な
判
例
の
対
立
を
解
決
す
る
た
め
に
、
ス
テ
ピ
ッ
ク
事
件
の
サ

l
シ
ヨ

ラ
リ
ー
を
最
高
裁
は
認
め
、
一
応
の
一
般
的
判
断
枠
組
み
を
定
立
し
た

QZω
〈
・
日
2
F
E品
ω・
0
・
E
窓
会
混
血
)
・
)
。
そ
の
一
般
的
判
断
枠

組
み
と
は
、
迫
害
の
明
白
な
蓋
然
性
の
立
証
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
(
こ
こ
で
寸
迫
害
の
明
白
な
査
然
性
」
と
は
、
外
国
人
が
迫
害
の
対
象

と
な
る
半
々
以
上
の
蓋
然
性
が
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
。
巳

N
S∞
)
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
一
般
論
を
越
え
て
さ
ら
に
こ
の
基
準
を
詳
ら
か

に
は
し
な
い
こ
と
を
最
高
裁
自
身
明
言
し
た
の
で
あ
る
(
恒
二
日
戸
な
お
萩
原
重
夫
寸
難
民
条
約
通
用
上
の
問
題
点
|
|
ア
メ
リ
カ
の
判
例
を
手

が
か
り
と
し
て
L

『
法
律
時
報
』
五
八
巻
一
二
号
九
二

1
九
四
頁
こ
九
八
六
)
も
参
照
さ
れ
た
い
。
)
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
ス
テ
ピ
ッ
ク
事
件
最
高
裁
判
決
は
、
二

O
八
条
の
救
済
「
資
格
」
を
得
る
た
め
の
基
準
は
二
四
三
条

(
h
)
の
救
済
を
得
る

た
め
の
基
準
よ
り
も
緩
や
か
で
あ
っ
て
よ
い
、
と
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
(
釦
仲
立
也
∞
)
が
、
こ
の
示
唆
は
あ
く
ま
で
も
デ
イ
ク
タ
で
あ
っ
て
、

し
か
も
、
ス
テ
ピ
ッ
ク
判
決
自
身
そ
の
射
程
が
二
四
三
条

(
h
)
に
限
定
さ
れ
る
旨
を
明
示
し
た
(
由
同
目
。
H
)

た
め
、
こ
の
「
迫
害
の
明
白
な
蓋

然
性
」
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
射
程
は
媛
昧
な
ま
ま
残
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
点
を
混
乱
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
ニ
四
三
条

(
h
)

に
よ
る
救
済
申
請
と
ニ

O
八
条
の
救
済
申
請
が
通
常
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
中
で
同
時
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
加
え
て
、
実
務
上
、
こ
れ
ら
二
つ

の
申
請
は
一
つ
の
文
書
で
出
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
一
方
の
申
請
が
さ
れ
れ
ば
他
方
の
申
請
も
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
も
、
下
級
審
の
判
断
は
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
は
、
さ
き
に
述
べ
た
行
政
上
の
処
理

を
前
提
と
し
て
、
両
者
同
一
の
基
準
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
判
断
が
出
さ
れ
る

G
R
同
-hwω

。2
0
4
・
HZω
・
記
∞
同
呂
田
Nw
呂
田
(
起

の
R
U
S
E
)・
)
と
共
に
、
他
方
で
は
、
二
四
三
条

(
h
)
が
義
務
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
二

O
八
条
は
裁
量
的
救
済
で
あ
る
点

(
l
つ
ま
り
、
申
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を見呈A
日間

請
を
し
て
本
案
判
断
に
入
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
司
法
長
官
に
よ
る
救
済
を
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
て
及
び
両
者
の
文
言
が
違

う
点
(
特
に
、
二
四
三
条

(
h
)
は
難
民
の
定
義
に
言
及
し
て
い
な
い
点
)
を
捉
え
て
、
両
者
は
異
な
る
証
明
の
基
準
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す

る
判
例
も
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
宙
定
問
・

hFw
切
。
】
釦
口
。
出
目
回
開
『
ロ
田
口
己
巾
N

〈
-HZω
・
吋
品
也
司

N仏

5
5
w
Z
N
H
'
M
M
S
F
C
F
E∞品)唱

の白円
N

と
同
}
〈
-HZω
岨
吋
昌
明
-
N色
町
品
Nw
印吋一山田吋印(叶同}凶
(
U

一円
--H申∞
hH)
噌ペ
o
z
Z
H白ロロ国
4
・
HZω
岨
叶
昌
司
-
N仏

ω品(}・ω由
N
(由同町わ町・・

5
∞
hp)・
)
。
こ

の
こ

O
八
条
の
証
明
基
準
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
は
一
九
八
七
年
に
至
り
正
面
か
ら
判
断
を
下
し
て
い
る
。

-Zω

〈・〔い白円色。
N
釦
句
。
ロ

8
3
判
決

(
印
山
門
・
当
お
ロ
)
で
あ
る
。
結
論
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
る
と
、
最
高
裁
は
、
下
級
審
の
後
者
の
見
解
、
つ
ま
り
、
ニ

O
八
条
の
証
明
基
準
と
二

四
三
条

(
h
)
の
証
明
基
準
は
異
な
る
と
の
見
解
を
支
持
し
た
。
そ
の
理
由
は
大
別
し
て
二
つ
で
あ
り
、
ひ
と
つ
は
文
言
、
ひ
と
つ
は
立
法
事
実

で
あ
る
。
ま
ず
、
文
言
に
つ
い
て
は
、
二
四
三
条

(
h
)
で
は
「
脅
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
お
り
、
こ
こ
に
は
主
観
的
要

素
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
明
白
な
蓋
然
性
を
立
証
す
る
客
観
的
証
拠
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二

O
八
条
で
は
そ
の
文

言
の
中
で
「
恐
れ
」
に
言
及
し
て
お
り
、
あ
る
程
度
主
観
的
で
メ
ン
タ
ル
な
要
素
が
入
っ
て
来
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
、
と
最
高
裁
は
説
示

し
て
い
る
(
え
昌
広
三
ま
た
、
最
高
裁
は
ニ

O
八
条
が
裁
量
的
救
済
で
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
お
り
(
巳
色

5
・
お
冨
)
、
お
そ
ら
く
は
、

義
務
的
救
済
規
定
で
あ
る
こ
四
三
条

(
h
)
の
場
合
よ
り
も
、
そ
の
分
証
明
の
程
度
を
緩
和
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
暗
黙
の

前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
立
法
事
実
に
関
し
て
は
、
最
高
裁
は
三
つ
の
側
面
か
ら
こ
れ
に
号
一
回
及
し
て
い
る
。
第
一
に
、

一
九
八

O
年
難
民
法
制
定
以
前
に
存
在
し
て
い
た
旧
二

O
三
条

(
a
)
(
7
)
〈
人
種
等
を
理
由
と
す
る
迫
害
の
恐
れ
を
理
由
に
共
産
主
義
国
や
中

東
か
ら
逃
れ
て
き
た
人
の
条
件
付
入
国
に
関
す
る
規
定
〉
の
下
で
の
実
務
上
の
処
理
で
あ
り
、
そ
の
条
件
付
入
国
を
承
認
す
る
際
に
主
観
的
要
素

を
考
慮
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
(
え
色

5
・
ロ
)
。
第
二
に
、
議
定
書
の
「
難
民
」
の
定
義
と
合
衆
国
庇
護
法
を
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
一
九
八

O
年
難
民
法
の
制
定
目
的
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
二

O
八
条
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
国
際
法
上
「
難
民
」
が
ど
の
よ

う
に
定
義
さ
れ
て
い
た
か
が
重
視
さ
れ
、
特
に
一
九
七
九
年
に
難
民
高
等
弁
務
官
が
出
し
た
出

E
E
g同
2
3
0白
E
自
主
む
の
自
国
自
〉
司
O
問

。
司
自
5
2
5
河
田
吉
田

ω叶
〉
吉
凶
-
s
k
y
b
ロ・

2
N
S・
2NH)が
、
難
民
の
地
位
の
認
定
に
当
た
っ
て
、
必
ず
し
も
客
観
的
状
況
の
み
に
着
目
し
て

は
い
な
い
点
を
重
視
し
て
い
る
(
色
合
同
∞
伶
ロ

-E)。
第
三
に
、
二
四
三
条

(
h
)
と
同
一
の
基
準
を
二

O
八
条
に
も
持
ち
込
も
う
と
し
た
法

案
が
議
会
で
否
決
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
(
包
む
邑
)
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
二
四
三
条

(
h
)
と
二

O
八
条
の
場
合
と
で
証
明
の
基
準
が

異
な
る
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
で
は
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
最
高
裁
は
考
え
た
の
か
、
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
の
判
断
も
、

最
高
裁
判
例
で
あ
る
と
い
う
性
格
上
、
二
四
三
条

(
h
)
の
場
合
と
同
じ
く
か
な
り
一
般
論
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
げ
で
あ
る
が
、

北法42(1・208)208



手続的デュー・プロセス理論のー断面 (4) 

一
応
、
次
の
よ
う
に
最
高
裁
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
寸
迫
害
の
発
生
の
可
能
性
が
叩
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
っ
て
も
、
迫
害
が
発
生
す
る
と
い

う
恐
れ
が
十
分
な
根
拠
を
も
っ
て
い
る
場
合
と
い
う
の
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
L

(

回
同
昌
広
)
寸
ス
テ
ピ
ッ
ク
判
決
で
説
示
し
た
よ
う
に
(
中
略
て

あ
る
客
観
的
状
況
が
証
拠
に
よ
り
立
証
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
迫
害
が
発
生
す
る
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
必
要
は
な

い
の
で
あ
っ
て
、
合
理
的
可
能
性
と
し
て
迫
害
が
発
生
す
る
こ
と
の
立
証
で
十
分
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
(
巳

b
E
)
。

こ
の
よ
う
に
、
二
四
三
条

(
h
)
と
二

O
八
条
と
で
証
明
の
基
準
に
差
異
が
あ
る
こ
と
が
、
二
つ
の
最
高
裁
判
例
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
わ
け

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
わ
が
国
で
い
え
ば
、
ノ
ン
ル
フ

l
ル
マ
ン
の
場
合
と
難
民
認
定
に
基
づ
く
特
別
在
留
許
可
と
の
場
合
と

で
、
申
請
者
が
証
明
す
べ
き
程
度
が
異
な
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
お
も
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
合
衆
国
の
場
合
に
お
い
て
も
、
こ

れ
で
す
べ
て
の
問
題
点
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
二
四
三
条

(
h
)
の
救
済
の
場
合
に
も
、
そ
の
具
体
的
適
用
の
あ
り
方
が
さ
ら

に
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
さ
ら
に
、
二

O
八
条
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
断
は
従
来
の
実
務
が
採
用
し
て
い
た
も
の
と
は
異
な
る
基
準
を

合
理
的
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
こ
れ
に
ど
の
よ
う
に
実
務
が
対
応
し
て
い
く
か
は
ま
た
別
個
の
問
題
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
ニ

O

八
条
に
関
し
て
は
、
よ
う
や
く
証
明
基
準
に
関
す
る
一
般
的
判
断
枠
組
み
が
最
高
裁
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
適
用
の

仕
方
を
め
ぐ
る
問
題
が
本
格
的
に
検
討
さ
れ
る
の
は
今
後
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
二
四
三
条

(
h
)
と
二

O
八
条

と
で
証
明
の
基
準
が
異
な
る
こ
と
を
説
く
判
例
の
う
ち
の
中
に
、
二

O
八
条
の
要
件
を
立
証
す
る
た
め
に
は
、
「
で
き
れ
ば
客
観
的
証
拠
に
よ
り
、

そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
に
は
彼
自
身
の
説
得
力
あ
る
、
信
用
で
き
る
証
言
に
よ
り
」
、
「
迫
害
を
受
げ
る
こ
と
を
恐
れ
る
十
分
な
理
由
が
あ
る
こ
と

を
摘
示
で
き
る
個
別
的
事
実
(
田
宮
巳
出

n
p
n
g
)
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
」
ず
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
立
証
に
代
え
ま
た
は
こ
の
よ
う
な
立
証

に
加
え
て
、
補
強
証
拠

(nREσ

。E
Z〈
巾
巾

i
a
g
n巾
)
等
に
よ
る
立
証
を
必
要
と
す
る
も
の
が
あ
り
(
わ
白

2
a白
?
冨
ロ

g
N
〈・

-Zω
・

2ω
同・

自
己
目
立
)
、
注
目
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

(
お
)
こ
の
救
済
の
申
請
処
理
手
続
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
庇
護
の
申
請
手
続
は
司
2
5
F目
白
と
い
わ
れ
る
文
書
の
提
出
に
よ
り
開
始
さ
れ

る
(
こ
れ
は
二

O
八
条
の
場
合
で
も
二
四
三
条

(
h
)
の
救
済
の
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
)
(
∞
の
・
匂
戸
匂
出
兵

Nog。
故
国
に
送
還
さ
れ
た

場
合
に
迫
害
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
信
じ
る
理
由
と
い
う
質
問
以
外
に
、
こ
の
文
書
で
は
、
当
該
申
請
者
の
過
去
の
活
動
や
組
織
と
の
つ
な
が
り
、

現
在
家
族
の
構
成
員
が
ど
こ
に
い
て
ど
の
よ
う
な
状
況
で
い
る
か
、
出
国
の
状
況
、
な
ど
が
質
問
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
が
受
領
さ
れ

れ
ば
、
全
て
の
案
件
に
お
い
て
国
務
省
の
審
査
が
決
定
に
至
る
以
前
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
規
則
に
よ
り
要
求
さ
れ
て
い
る
お
わ
・
匂
・
河
・

即
日

2
・
3
0
入
国
拒
否
手
続
も
退
去
強
制
手
続
も
開
始
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
庇
護
申
請
者
は
地
方
局
の
官
吏
に
よ
り
、
ま
ず
最
初
は
ヒ
ア
リ
ン
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説

グ
を
受
け
、
国
務
省
の
審
査
に
因
さ
れ
る
前
に
こ
こ
で
当
該
申
請
人
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
行
わ
れ
る
お
わ
・
司

m-mMg-H)。
こ
れ
ら

の
官
吏
は
「
対
審
的
で
は
な
い
方
法
で
」
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
す
る
よ
う
行
政
解
釈
に
よ
り
特
に
命
じ
ら
れ
て
い
る

(
E
F
R弓
'
月
mm・日間・

印
ω
ω
(
巴
∞
品
)
)
。
そ
の
後
、
当
該
官
吏
が
、
地
方
長
官
の
名
前
で
発
布
さ
れ
る
決
定
を
下
す
。
不
利
な
決
定
に
対
し
て
は
申
請
人
は
上
訴
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
お
わ
・
目
見

-
m
N
S・
∞
(
円
)
)
が
、
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
手
続
が
開
始
さ
れ
た
と
き
に
移
民
判
事
の
面
前
に
お
い
て
改
め
て
庇
護
申

請
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
お
わ
・
匂
戸
申
N
C
∞
-
S
、
こ
の
場
合
移
民
判
事
は
、
庇
護
申
請
に
対
す
る
地
方
長
官
の
判
断
と
は
無
関
係
に
、
当

該
申
請
を
改
め
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
申
請
人
は
正
式
の
「
対
審
的
な
」
退
去
強
制
・
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
当
該
請
求
に
関
す

る
新
た
な
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
他
方
、
庇
護
申
請
が
提
出
さ
れ
る
前
に
そ
の
手
続
が
既
に
進
行
中
で
あ

る
場
合
に
は
、
庇
護
申
請
は
専
ら
移
民
判
事
に
よ
り
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
申
請
人
が
入
国
拒
否
・
退
去
強
制

処
分
発
布
後
に
な
っ
て
か
ら
庇
護
を
申
請
し
た
場
合
に
は
、
当
該
申
請
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
再
開
申
請
の
手
段
と
し
て
提
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の

場
合
、
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
手
続
終
了
に
先
立
ち
庇
護
を
申
請
し
な
か
っ
た
こ
と
を
合
理
的
に
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
お
わ
同
月
・
申
呂
戸
口
)
。
こ
の
よ
う
な
移
民
判
事
の
決
定
に
対
し
て
は
移
民
不
服
審
査
委
員
会
に
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、

そ
れ
以
前
の
段
階
で
も
、
初
期
の
庇
護
手
続
に
大
き
な
誤
り
が
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
も
可
能
と
す

る
判
例
も
あ
る
(
出
色
巴
出
口
問
耐
え
高
一
巾
巾
わ
巾
三
2
4・
ω
S
E
M・
∞
叶
品
匂
包
E
N
ω
w
E
ω
ω
・
ω
司
令
吾
(
い
町
・

5
∞
N
)
。
司
法
審
査
は
、
通
常
の
場
合
と
同

じ
く
、
申
請
が
入
国
拒
否
手
続
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
か
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
か
、
に
よ
り
、
地
裁
あ
る
い
は
控
訴
審
で

開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
庇
護
申
請
に
関
す
る
情
報
は
、
な
お
故
国
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
家
族
の
構
成
員
や
友
人
を
保
護
す
る
た
め
、

ま
た
庇
護
申
請
を
提
出
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
申
請
者
が
直
面
す
る
か
も
知
れ
な
い
危
険
を
惹
起
さ
せ
な
い
た
め
、
機
密
の
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
以
上
、
〉

E
Z
E司
1
冨
見

d
F
S
Y
Q
ロ・
(
N
)

三

宮
N
1
8

を
参
考
に
し
た
。

(
却
)
前
掲
注
(
お
)
参
照
。

(
幻
)
~
山
町
同
〉

z
z
-
r
o
R
S』
リ
ミ
ロ
・
(
申
)
白
仲
居
∞
・

(
却
)
仇
町
同
町
民
・
由
同
N
ω
由
・

(
m
U
)

め魚川町札口氏白件同市
V
F

(

初

)

九

叫

h

h

R

白
H
E
ω
・
〉

E
E
R
C司
l
冨
〉
同
↓
-
2
・
認
可
ぬ
ロ
(
N
)
白
門
叶
C

印
・
戸
川
6
0
E
F
認
可
b
p
C
N
)
巳
EH・

(
出
)
め
同
町
〉
]
巾
山
口
長
。
『
問
、
h
N
h
b
s

ロ・(由)国同

EAF・

論
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手続的デュー・プロセス理論の一断面(4) 

(
詑
)
出
入
国
管
理
国
籍
法
二

O
九
条

(
b
)
、∞

C
・∞
-
n
-
r
H
S
S
-

(お

)
P
E
E
p
s
h
v
w
d
コ
・
(
印
)
巳
呂
甲
山
。
・

(
泊
)
め
町
向
陀
・

h
・・円、印可。-ロ
-xww
的

Nhhv『ぬロ・
(HN)
同門

Hω
品目

ω
叶・

(
話
)
』
ミ
・
国
門
同
ω
一1

・

(
お
)
国
務
省
の
勧
告
的
意
見
に
関
す
る
∞

n
-
m
J
H
N
・間
N
S
・
吋
は
専
ら
二

O
八
条
の
救
済
の
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
様
の
規
定
は
ニ
四
三
条

(
h
)
に
つ
い
て
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

(
幻
)
二
四
三
条

(
h
)
の
救
済
は
申
請
を
行
っ
て
い
る
外
国
人
が
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
事
由
該
当
の
判
断
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、

移
民
判
事
の
み
が
そ
の
よ
う
な
認
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
移
民
判
事
の
み
が
二
四
三
条

(
h
)
の
救
済
申
請
も
ま
た
考
慮
す

る
こ
と
が
で
き
、
移
民
帰
化
局
地
方
局
の
管
理
の
下
で
の
手
続
は
こ
の
よ
う
な
問
題
は
発
生
し
な
い
。
〉

5
2
5ヨ
l
冨

Edzw
袋
、
ミ
ロ
・
(
凶
)

白
昨
日
仏

ωロ・(]{∞)・

(
詣
)
∞
ゎ
・
明
-
H
N
・間

N
O∞・

ω(ず
)

(
却
)
前
掲
注

(M)
参
照
。

(ω)
こ
れ
は
主
と
し
て
経
済
的
配
慮
に
基
づ
く
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
守
町
〉
E
-
2
5
ヨ
l
冨
見
叶
三
話
、
ミ
ロ
-
G百円

NE-

(
H
U
)

〉

E
Z
E司
1
冨
完
己
F
S
Y
Q
ロ

(

N

)

白

門

叶

C

∞-

(
位
)
入
国
拒
否
処
分
と
の
関
係
で
は
例
え
ば
〉
z
m
5江
口
〈

ω2-P
叶
白
河
包
巴
(
包
口
『

--HSSを
参
照
。
こ
の
事
件
で
は
入
国
拒
否
処
分
の

相
手
方
(
ハ
イ
チ
人
)
に
対
す
る
亡
命
的
庇
護
申
請
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
移
民
帰
化
局
の
翻
訳
者
の
翻
訳
が
適
切
な
も
の
と
い
え

る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
裁
判
所
は
、
そ
の
翻
訳
が
あ
ま
り
に
も
粗
雑
で
そ
の
た
め
手
続
保
障
と
し
て
は
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
「
法
律
及
び
移
民
帰
化
局
の
規
則
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
手
続
的
権
利
」
を
侵
害
し
た
(
匹
、
・
巳
お
し
と
判
断
し
て
い
る
。

(
必
)
海
外
か
ら
の
難
民
プ
ロ
グ
ラ
ム
(
二

O
七
条
)
と
の
関
係
で
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
法
益
の
有
無
が
関
わ
れ
た
事
例
が
見
あ
た
ら
な
い

理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
つ
は
海
外
か
ら
の
難
民
プ
ロ
グ
ラ
ム
申
請
者
に
対
し
て
移
民
帰
化
局
が
比
較
的
寛
大
で
あ
る
こ
と
(
前
掲
注

(
詑
)
参
照
)
、
も
う
一
つ
は
事
実
上
出
訴
の
道
が
と
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
な
お
通
常
の
査
証
申
請
拒
否
処
分
に
関
す
る
審
査
方
法
に
つ
い
て
は

第
一
章
第
一
節
注
(
河
)
参
照
)
で
あ
る
。

(
叫
)
句
問
問
問
}
吉
田

σ巾
『
明
、
s
m
H
『扇町民
B
h
F
F町
周
S
N
O
b
o円
HW4.sh~
同
町
民
宣
告
~vph~N.Sぱ

n
o
s
h
R
S及
。
さ
え
河
合
FHh
言
、
S
S
N
W
S足。
s
、司

GRas-
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NHN(NHN-H)N司山崎将

98 
Y
A
L
E
 L. 

]. 
639

，
 650(1989). 

(
写
)

N
u
n
e
z
 v. 

Boldin
，
 537 

F. 
Supp. 

578(S. 
D. 

T
e
x
.
，
 1982). 

(
ヨ
)

Citing 
Haitian 

R
e
f
u
g
e
e
 Center v. 

C
i
viI

etti
，

 503 
F. 

Supp. 
442

，
 455 

(S. 
D. 

Fla.
，
 1980). 

(
与
)

Citing 
G
o
l
d
b
e
r
g
 v. 

Kelly
，

 397 
U. 

S. 
254(1969). 

(
等
)

J
e
a
n
 v. 

N
e
l
s
o
n
，

 727 
F. 

2
d
 957

，
 981 

(11th 
Ci
r.， 

1984)
，

 citing 
H
e
w
i
t
t
 v. 

H
e
l
m
s
，

 459 
U. 

S
.4
60 

(1983). 

(~) 
J
e
a
n
 v. 

N
e
l
s
o
n
，

 727 F. 
2
d
 at 

981n. 
33
，

 Ch
u
n
 v. 

S
a
v
a
，

 708 F. 
2
d
 869

，
 876.77 &

 n. 
25(2d Ci

r.， 
1983)

，
 Klinsberg

，
 Sl{ρ

ra 

n. 
(44) 

651 
n. 

77. 

(
呂
)

A
u
g
u
s
t
i
n
 v. 

S
a
v
a
，

 735 
F. 

2
d
 32

，
 37-38(2d 

Ci
r.， 

1984). 

(
巴
)

See 
e. 

g.
，

 Bo
a
r
d
 of 

R
e
g
e
n
t
s
 v. 

R
o
t
h
，

 408 
U. 

S. 
564

(1
972).
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岱
)
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651. 

(
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)

ALEINIKOFF =
 M

A
R
T
I
N
，

 supra 
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at 
710. 

(
苫
)

I
N
S
 v. 

C
a
r
d
o
z
a
-
F
o
n
s
e
c
a
，
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S. 
C
t. 

1207
，
 1212 

n. 
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(
自
)
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 supra 

n. 
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(
宮
)

S
c
h
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c
k
，

 supra 
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 Si
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o
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e
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v
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手続的デュー・プロセス理論のー断面 (4) 

(
印
)
九
山
町
内
〉

EZH問。司
1
冨
〉
同
d
F
皆、
5
2・
(
N
)

え
出
品
・

(
臼
)
例
外
的
に
身
柄
を
拘
束
す
る
場
合
と
し
て
は
、
逃
亡
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
国
家
の
安
全
や
公
の
秩
序
の
保
持
の
た
め
に
外
国
人

の
身
柄
拘
束
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

M
w
m
m
ω
n
F
E
n
-内
、
器
、
ミ
ロ
・
(
∞

)
a
s・

(
臼
)
以
上
に
つ
い
て
も
本
章
第
二
節
(

2

)

(

ロ
)
参
照
。

(
臼
)
〉

5
2
5ヨ
H

冨
E
d
F
M是
認
ロ
・
(
N
)

同昨日由
ω
・
は
さ
ら
に
通
常
の
場
合
国
家
が
自
国
民
の
帰
国
を
受
け
入
れ
る
国
際
法
上
の
義
務
が
あ
り
こ

れ
を
履
行
し
て
い
る
た
め
に
メ
ツ
ア
イ
事
件
の
よ
う
な
事
案
が
比
較
的
稀
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

(制

)ω
印吋

C
-
ω
-
H
∞印(呂町∞)・

(
伍
)
本
判
決
の
概
要
に
つ
い
て
は
本
章
第
二
節
注

(η)
参
照
。

(
侃
)
以
上
に
つ
い
て
も
本
章
第
二
節

(
2
)
(
ロ
)
参
照
。

(
町
)
〉

E
2
5ヨ
l
z
z
d
F
言
、
ミ
ロ
・

(
N
)
a
N
E
'自・

(
槌
)
〉
万
一
E
W
O
R
M
R』

V
S
2・(由)白同
N
N
吋

(
的
)
阿
ハ
ロ
ロ
岳
町
吋
間
判
咽
皇
民
V
S
ロ
・
(
主
)
丘
町
四
日

(
刊
)
め
問
問
問
・
内
・
・
〉
}
巾
E
F。
R
S
H
Vミ
ロ
・
(
由
)
白
同
N
N
品・

(
江
)
め
町
四
〉

E
2
5司
1
富
民
国
z-
室
、
言
ロ
・

(N)
刊誌

NSaE-

(η)
こ
れ
は
合
衆
国
政
府
に
と
っ
て
も
厄
介
な
問
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
合
衆
国
政
府
に
と
っ
て
長
期
的
な
身
柄
拘
束
の
費
用
を
負
担
す
る
こ

と
は
、
そ
の
人
数
が
多
い
こ
と
か
ら
、
回
避
し
た
く
も
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
犯
罪
人
を
国
内
へ
と
仮
釈
放
し
た
く
も
な
い
、
と
い
う
ジ
レ
ン

マ
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
移
民
帰
化
局
は
身
柄
拘
束
を
受
け
て
い
る
キ
ュ
ー
バ
人
を
仮
釈
放
の
対
象
と
す
る
か

否
か
を
判
断
す
る
地
位
審
査
計
画

(ω
冨
吉
田
河
雪
山
町
者
百
白
ロ
)
を
作
成
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
(
以
下
司
巾
『
口
同
ロ

as・
列
。
宮
町
〈
・

ωBXY-
誌品

吋
富
山
吋
少
可
申
(
戸
手
口
ア
昌
宏
}
)
を
参
考
に
し
た
。
)
、
ま
ず
司
法
省
の
い
く
つ
か
の
部
局
か
ら
選
出
さ
れ
た
構
成
員
か
ら
な
る
審
査
パ
ネ
ル

が
創
設
さ
れ
、
こ
の
パ
ネ
ル
が
被
拘
留
者
の
仮
釈
放
申
請
を
検
討
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
審
査
パ
ネ
ル
が

(
1
)
被
拘
留
者
が
現
在
非
暴

力
的
な
人
間
で
あ
る
こ
と
、

(
2
)
非
拘
留
者
が
非
暴
力
的
な
ま
ま
滞
在
す
る
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
、

(
3
)
非
拘
留
者
が
そ
の
仮
釈
放
後
刑
事
犯

罪
を
侵
す
蓋
然
性
が
な
い
こ
と
と
い
う
三
要
件
を
申
請
者
が
ク
リ
ア
ー
し
て
お
り
し
た
が
っ
て
仮
釈
放
す
る
旨
の
判
断
を
下
し
た
場
合
に
は
、
右

判
断
は
わ
0
5
5
2回
目
。
ロ
巾
吋
。
片
目
白
B
-
m
E丘
。
ロ
白
ロ
己

Z
白
Z
E
Z
N白色。ロ

ω
0
3即
日
に
送
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
打
。
B
5
2回
目
。
口
角
が
パ
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説

ネ
ル
の
勧
告
を
拒
否
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
パ
ネ
ル
が
非
拘
留
者
の
申
請
書
類
に
の
み
依
拠
し
て
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当

該
外
国
人
の
意
見
が
パ
ネ
ル
に
よ
り
個
別
的
に
聴
取
さ
れ
る
。
こ
の
意
見
聴
取
の
際
に
は
、
外
国
人
は
自
ら
の
選
択
す
る
人
に
よ
る
援
助
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
援
助
者
は
文
書
を
検
討
し
、
外
国
人
の
釈
放
に
有
利
と
な
る
文
書
に
よ
る
あ
る
い
は
口
頭
で
の
情
報
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
意
見
聴
取
の
後
パ
ネ
ル
は
そ
の
勧
告
を
わ
。
B
5
2
a
oロ
常
に
提
出
す
る
。
ゎ

O
B
B
2巳
oロ
R
が
釈
放
を
承
認
す
る
場
合
に
は
、

わ。

ss-g-03巾
吋
は
「
自
ら
適
切
と
判
断
す
る
特
別
の
条
件
L

を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。
仮
釈
放
が
承
認
さ
れ
な
い
場
合
、
外
国
人
は
身
柄
拘
束
を

受
け
た
ま
ま
の
状
態
と
な
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
つ
い
て
も
被
拘
留
者
は
わ
。
B
5
2包
C
ロ
尽
の
最
終
決
定
を
英
語
も
し
く
は
ス
ペ
イ
ン
語
で
告
知

さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
地
位
審
査
計
画
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
が
拘
留
さ
れ
て
い
る
限
り
は
当
該
外
国
人
の
事
案
を
少
な
く
と
も
年
1
回
は
審
査
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
外
国
人
が
合
衆
国
内
で
重
罪
も
し
く
は
重
大
な
軽
罪
の
た
め
に
有
罪
判
決
を
受
げ
た
場
合
に
は
仮
釈
放
は
取
り
消

さ
れ
、
社
会
も
し
く
は
自
己
に
対
し
て
明
白
か
つ
差
し
迫
っ
た
危
険
を
有
し
て
い
る
外
国
人
も
ま
た
身
柄
を
再
度
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
仮

釈
放
条
件
に
反
す
る
行
為
を
し
た
外
国
人
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

(
日
)
匂
巾
吋
口
同
邑
巾
N

4
・
4
〈ロ
E
g
g
-
印。印司・

ω喜
匂
・
吋
∞
コ
ロ
・
同
白
口
二
回
申
∞
O
)
は
入
国
拒
否
さ
れ
た
外
国
人
の
仮
釈
放
に
関
す
る
法
律
の
規
定
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
つ
つ
(
メ
ツ
ア
イ
判
決
当
時
に
は
こ
の
制
度
は
な
く
、
こ
の
制
度
の
不
存
在
を
メ
ツ
ア
イ
判
決
は
一
つ
の
理
由
と
し
て

い
た
。
)
国
際
慣
習
法
が
正
当
な
理
由
な
き
身
柄
拘
束
を
受
け
な
い
外
国
人
の
権
利
を
創
設
し
て
い
る
(
忠

3
E・
混
・
特
に
国
際
人
権
宣
言
三
条
、

九
条
及
び
ア
メ
リ
カ
人
権
宣
言

(
4
Z
〉

5
2
-
gロ
ロ
。
ロ
〈
g

片
山

O口
。
口
出
口
g
g
担
問
宮
田
)
の
七
条
を
挙
げ
て
い
る
。
)
。
ま
た
、
明
，
巾
吋
ロ
自
己
巾
N
e

閉
山

C
A
C
巾〈・

ω
5
5
y
m
N
M
M
Y
ω
名
目
)
・
∞
∞
斗
(
ロ

-n・
の
白
・
唱
冨
∞
印
)
は
、
精
神
病
者
や
犯
罪
者
で
は
な
い
キ
ュ
ー
バ
人
は
合
衆
国
大
統
領
の
招
き
に
答

え
て
合
衆
国
に
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
仮
釈
放
継
続
に
つ
い
て
の
保
護
法
益
と
し
て
の
自
由
利
益
が
創
設
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

(刊

)
r
s〈・
2
巳

gロ・吋
N

吋
司
・
包
∞
可
(
ロ
§
ゎ

F
H
S
S・
事
案
は
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
で
の
移
民
帰
化
局
の
政
策
(
入
国
拒
否
事
由
該
当
の
外
国

人
が
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
場
合
、
彼
ら
が
入
国
許
可
に
つ
い
て
、
一
応
有
利
な
事
件
で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
拠
を
も
っ
て
自
己
の
主
張
を
裏
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
そ
の
仮
釈
放
を
矩
否
す
る
、
と
い
う
も
の
)
が
ハ
イ
チ
人
に
対
し
て
差
別
的
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
こ

の
政
策
が
行
政
手
続
法
に
定
め
る
ロ
。
丘
円
巾
自
己

8
5
5
8同
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
、
ハ
イ
チ
人
が
右
政
策
の
無
効

を
主
張
し
て
出
訴
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
一
審
(
戸
。
Z
2
4
・
Z
巳

g
p
E
A
司・

ω
c
u
u・
ヨ
ω(ω
・
0
・
E
回
二
早
足
)
)
は
差
別
的
適
用
の
事

実
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
が
ら
も
、
行
政
手
続
法
上
の
ロ
。
同
町
内
川
巾
自
己

2
5
5
g丹
手
続
を
履
行
し
て
い
な
い
点
に
違
法
が
あ
る
と
し
て
原
告
が

勝
訴
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
控
訴
審
小
法
廷
(
匂
自
己
己
2
2
2ロ
)
判
決

G
Zロ
4
・
Z
巾
-
g
p
吋
HH
同
日
。

E
印印(口
S

Q
『
・
・
邑
缶
)
)
は

論
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手続的デュー・プロセス理論のー断面 (4) 

ロC
Z
R
H
巾
自
己

g
g
E巾
三
要
件
は
本
件
政
策
変
更
に
は
適
用
さ
れ
な
い
が
ハ
イ
チ
人
に
対
す
る
差
別
的
適
用
が
な
か
っ
た
と
の
一
審
の
判
断
に
は

審
理
不
尽
が
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
差
し
戻
そ
う
と
し
た
。
こ
の
小
法
廷
判
決
を
破
棄
し
た
の
が
本
判
決
で
あ
る
。
そ
の
他
こ
の
立
場
を
採
用
す
る

判
決
例
と
し
て
は
包
同
町
・
?
の
同
R
U
'冨
{
吋
〈
・
宮
内
巾
的
少
叶
∞
∞
司
・
尽
に
怠
(
円
宮
町
一
河
内
M
p
m
E
開門
E
S丹
円
。
ロ
〉
E
U仲
間
宮
内
〉
え
に
よ
り
特
別
の

移
民
・
仮
釈
放
に
関
す
る
地
位
を
与
え
ら
れ
た
キ
ュ
ー
バ
人
難
民
で
あ
っ
て
も
、
い
ま
だ
に
入
国
を
許
可
さ
れ
て
い
な
い
外
国
人
で
あ
り
、
右
法

律
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
仮
釈
放
取
消
に
つ
き
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け
る
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
法
益
で
あ
る
自
由
利
益
を
基
礎

付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
)
、
∞
巾
円
昨
日
ロ
門
日
〈

ω白
4
P
∞
宏
司
・
邑

N
E
(
Nロ
己
口
叶
-
w
E∞
N
一
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
身
柄
拘
束
施
設
に
拘

留
さ
れ
て
い
る
ハ
イ
チ
人
が
、
移
民
帰
化
局
地
方
長
官
が
仮
釈
放
権
限
を
ハ
イ
チ
人
に
対
し
て
差
別
的
に
行
使
し
て
お
り
違
法
で
あ
る
と
し
て
出

訴
し
た
事
件
。
一
審
判
決
(
日
ω印刷吋・

ω己℃℃
-
E
M
o
a
-
0・2
・J

円・い
SN))も
、
第
五
修
正
上
の
権
利
を
原
告
は
有
し
て
い
な
い
と
し
な
が
ら
、
裁
量
権

行
使
の
違
法
性
を
認
め
る
。
外
国
人
は
入
国
・
滞
在
に
つ
い
て
何
ら
憲
法
上
の
権
利
も
有
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
及
び

議
定
書
も
合
衆
国
国
内
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
の
権
利
を
外
国
人
に
付
与
す
る
も
の
で
も
な
い
、
と
判
断
。
)
司
包
B
白
4
・
〈
巾
円
骨
ヨ
P
弓出

町
民

EC(串門町

(up・
5
∞N
・
マ
リ
エ
リ
ー
ト
の
身
柄
拘
束
に
関
す
る
事
案
。
難
民
釈
放
審
査
パ
ネ
ル
(
前
掲
注

(η)
参
照
)
の
仮
釈
放
勧
告

に
g
B
5
2位
。
ロ
巾
『
が
従
わ
ず
、
身
柄
拘
束
が
継
続
さ
れ
た
こ
と
の
合
法
性
・
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
連
邦
議
会
は
外
国
人
の
入
国
条
件
決
定
に
つ

き
絶
対
的
権
限
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
連
邦
議
会
の
判
断
で
あ
る
法
律
上
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
治
安
上
危
険
で
あ
り
他
国
へ
の
入
国
を

拒
否
さ
れ
た
外
国
人
を
無
期
限
に
身
柄
拘
束
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
身
柄
拘
束
に
対
し
て
は
憲
法
上
の
制
約
は
な
い
(
ク
ナ
ウ
ブ
判

決
、
メ
ツ
ア
イ
判
決
を
引
用
)
、
と
す
る
。
)
。

(
河
)
後
に
第
四
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
プ
ラ
ゼ
ン
シ
ア
判
決
(
F
S号
ロ
〈
・
沼
田
凹

gnu-B
申ロ
ω・
N
H
(
H
S
N
)唱
で
あ
る
。

(
市
)
吋
N

叶
司
・
凶
門
目
白
門
司
戸
'
吋
N

・

(η)~山内
m
m
-
m
-
司巾吋
HM白ロ己巾
N目見。
AC巾〈・

ω
E
x
r
-
E叶司・

ω己目】円
y
H
H
H印
(
Z
-
U・
の
白
-
w
E∞
3
・
F
O
C
2
4・
Z
巾
-
m
c
p
E晶司・

ω口問)匂・

2
ω
(
ω
U
-

吉田・

5
∞
N)咽
』
巾
白
ロ
〈
・

2
巳由。
P
叶
HH
司
-
N門同

HA印
mrc・
ω
・
4・
回
目
ロ
ミ
イ
品
。
品
目

N円山由。∞(印同町場

5
3
)・

(
花
)
印
吉
司
・

ωロ
UH)-HHH印
(
Z・
U
・
0
F
E∞
ω)唱
5
4角
田
巾
門
凶
叶
忠
明
・
日
仏
日
目
(
口
S

Q
『
・
・
冨
∞
品
)
・
〉
日
目
Z
同問。ョ

l
冨
〉
回
目
zw
的NhHW喝、
a
s・
(ω)
由同

ωcω
・
は
こ
の
判
決
が
身
柄
拘
束
と
第
五
修
正
に
関
し
て
今
な
お
最
も
勇
気
あ
る
判
断
を
下
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
。

(
河
)
そ
の
他
重
要
な
も
の
と
し
て
は
河
孟
ユ
m
右
足
匂
巾
ヨ
自
己
巾
NJH・
当
口
付
吉
田
。
ロ
噌
品
目
品
目

N仏
民
∞
N
(
5
P
C『
--HSH)が
あ
る
。
原
告
フ
エ
ル
ナ

ン
デ
ツ
は
キ
ュ
ー
バ
国
民
で
あ
る
が
、
窃
盗
を
行
っ
た
た
め
有
罪
判
決
を
受
け
、
キ
ュ
ー
バ
か
ら
国
外
退
去
さ
せ
ら
れ
、
合
衆
国
に
送
ら
れ
て
き
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説5命

た
と
こ
ろ
、
入
国
審
査
官
は
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ツ
が
背
徳
的
犯
罪
(
ヨ
白
色

E
召
宮
包
巾
)
を
犯
し
て
い
る
と
し
て
、
上
陸
す
る
権
利
を
明
白
に
有
し

て
い
る
と
は
い
え
な
い
た
め
、
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
間
身
柄
拘
束
す
べ
き
で
あ
る
旨
決
定
し
た
。
フ
エ
ル
ナ
ン
デ
ツ
は
合
衆
国
に
無
期
限
に

残
留
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
が
、
移
民
判
事
は
、
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
結
果
、
背
徳
的
犯
罪
を
含
む
犯
罪
を
犯
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を

理
由
に
入
国
拒
否
事
由
該
当
と
し
、
ま
た
ア
サ
イ
ラ
ム
申
請
も
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
、
移
民
帰
化
局
は
、
フ
エ
ル
ナ
ン
デ
ツ
を
含
む
キ
ュ
ー
バ
国

民
を
キ
ュ
ー
バ
に
送
還
し
よ
う
と
し
た
が
キ
ュ
ー
バ
は
そ
の
受
け
入
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
フ
エ
ル
ナ
ン
デ
ツ
は
そ
の
身
柄
拘
束
を
継
続
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
人
身
保
護
令
状
を
求
め
て
出
訴
し
た
、
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
争
点
は
、
合
衆
国
に
お
い
て
罪
を
犯
し
て
有
罪
判
決
を
受

け
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
無
期
限
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
第
五
修
正
の
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
第
一
審

(問。印匂・

ωロ匂℃・吋∞吋
(
U・阿国ロ・

5g))
は
、
入
国
を
果
た
し
て
い
な
い
入
国
拒
否
事
由
該
当
の
外
国
人
に
第
五
修
正
の
保
護
が
及
ば
な
い
こ
と

は
判
例
上
確
立
し
て
お
り
(
印
呂
町

ω己
目
当
・
呉
昌
。
)
、
仮
釈
放
に
つ
い
て
も
同
様
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
身
柄
拘
束
に
つ
い
て
も
第

五
修
正
の
保
護
が
及
ば
な
い

G
S
同

ω名
句
・
民
吋
宰

-S)
と
し
つ
つ
も
、
身
柄
拘
束
と
い
う
制
度
が
国
外
退
去
を
執
行
す
る
こ
と
を
唯
一
の

目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
国
外
退
去
が
実
現
不
能
と
な
れ
ば
身
柄
拘
束
の
継
続
も
正
当
な
理
由
を
失
う

G
S
司・

ω口
問
者
・
見
詰
ω)
と
す
る
と
共
に
、
そ
の
よ
う
な
身
柄
拘
束
を
受
け
な
い
外
国
人
の
権
利
を
国
際
慣
習
法
が
創
設
し
て
い
る
お
呂
司
・

ωロ
R
Y
民

謡∞

-S)
こ
と
か
ら
、
本
件
身
柄
拘
束
の
継
続
を
違
法
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
第
一
審
が
身
柄
拘
束
の
継
続
の
合
憲
性
を
認
め
た
の
に
対
し
て
、
控

訴
審
は
そ
の
合
憲
性
を
問
題
と
し
て
い
る
(
な
お
、
本
判
決
も
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ツ
が
入
国
拒
否
処
分
に
対
し
て
憲
法
上
の
保
障
を
援
用
で
き
な
い

こ
と
は
明
ら
か
と
し
て
い
る
。
∞
忠
明

-
E・国昨日
ω∞
品
)
。
判
決
は
、
合
衆
国
内
で
身
柄
拘
束
さ
れ
て
い
る
入
国
拒
否
事
由
該
当
の
外
国
人
は
、
第

五
修
正
に
よ
る
手
続
的
・
実
体
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
保
護
な
く
し
て
刑
罰
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る

お
忠
司
・
区
民
民
∞
吋
)
。
そ
し
て
、
国
外
退
去
を
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
し
た
身
柄
拘
束
は
、
国
外
退
去
を
執
行
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
一
時
的
な
手

段
と
し
て
の
み
正
当
化
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
身
柄
拘
束
が
無
期
に
及
び
、
外
国
人
を
国
外
退
去
し
よ
う
と
す
る
合
理
的
努
力
を
越
え
て

継
続
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
行
政
官
に
よ
る
刑
罰
と
し
て
許
さ
れ
な
い
も
の
と
な
り
、
本
件
は
こ
れ
に
該
当
す
る
か
ら
、
本
件
外
国
人
は
仮

釈
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
(
忠
品
目
注
目
門
口
当
ゐ
∞
)
。
ま
た
、
メ
ツ
ア
イ
判
決
と
本
件
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
者
の
事
件
に
お

け
る
外
国
人
が
求
め
て
い
た
救
済
は
、
身
柄
拘
束
か
ら
の
解
放
だ
け
で
は
な
く
、
合
衆
国
へ
の
入
国
許
可
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
両
者
の

事
案
に
差
異
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
も
(
由
忠
司
包
箆
ロ
∞
∞
)
、
他
方
で
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
は
静
態
的
な
概
念
で
は
な
く
、
変
動
し

つ
つ
あ
る
公
正
さ
に
つ
い
て
の
現
在
の
基
準
を
取
り
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
(
缶
品
目
包
三
ロ

g-S)、
今
日
で
は
メ
ツ
ァ
イ
判
決
は
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重
視
に
値
し
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
(
な
お
、
本
判
決
に
つ
い
て
は

S
Z
2
2
h
c
s
S
R
S
Sえ
じ
き

B
S
S
旬、
sm可
芯
宮
町

FRS

KANN.同
S
P
∞N
n
o
F
c
-
F
F
・
河
開
〈
・
由
印
-F
由由

h
p
(

呂町山
N)
・)。

(
剖
)
な
お
、
当
時
既
に
、
移
民
帰
化
局
は
身
柄
拘
留
を
受
け
て
い
る
キ
ュ
ー
バ
人
の
仮
釈
放
を
判
断
す
る
た
め
に
さ
き
に
述
べ
た
地
位
審
査
計
画

(
ω
S
E由
男
君
ぽ
者
宝
田
口
)
を
展
開
し
て
い
た
。

(
別
)
こ
の
点
で
列
。
仏
ユ
担
M
O
N
-
-
り
巾
自
由
ロ
仏
巾
N

4

・
4
司ロ
w吉田。
P

Sも
ミ
ロ
・
(
苫
)
と
異
な
る
わ
け
で
あ
る
。

(
但
)
印
由
吋
司
・

ω
Z
U
匂・回同
H
H
N
∞・

(
回
)
本
地
裁
判
決
は
、
メ
ツ
ア
イ
氏
の
身
柄
拘
留
が
戦
時
緊
急
手
段
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
、
及
び
メ
ツ
ア
イ
氏
が
わ
が
国
へ
の
正
式

の
入
国
許
可
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
り
仮
釈
放
を
求
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
本
件
と
メ
ツ
ア
イ
判
決
と
区
別
し
た
。

E-
え

ロN
由
・
つ
ま
り
、
本
件
で
の
原
告
は
正
式
の
入
国
許
可
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
は
入
国
許
可
の
申
請
に
関
す
る
憲

法
上
の
権
利
の
存
在
を
裁
判
所
に
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
彼
ら
は
キ
ュ
ー
バ
へ
の
送
還
に
関
す

る
調
整
が
な
さ
れ
て
い
る
間
の
仮
釈
放
を
求
め
て
い
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
制
)
日
由
叶
司
・
∞
己
匂
匂
・
白
骨
H
H
N
∞・

(
回
)
そ
の
内
容
は
、

(
1
)
身
柄
拘
束
の
係
属
を
裏
付
け
る
事
実
関
係
に
関
す
る
文
書
化
さ
れ
た
告
知
を
あ
ら
か
じ
め
行
う
こ
と
、
及
び
政
府
の
フ
ア

イ
ル
に
あ
る
基
礎
的
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
こ
と
、

(
2
)
証
人
の
強
制
的
召
喚
を
受
け
る
権
利
、

(
3
)
拘
留
規
律
に
関
連
す
る
十
分

な
理
由
が
立
証
さ
れ
な
い
限
り
、
不
利
な
証
人
に
対
し
対
面
し
反
対
尋
問
を
行
う
権
利
を
有
す
る
こ
と
、

(
4
)
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
示
さ
れ
た
証
拠
の

み
に
基
づ
い
て
判
断
を
下
し
か
っ
処
分
の
理
由
を
文
書
化
し
て
示
す
(
し
か
も
そ
の
決
定
が
他
の
政
府
宮
吏
に
よ
っ
て
は
審
理
さ
れ
な
い
)
中
立

な
判
断
権
者
の
存
在

(
5
)
自
己
負
罪
禁
止
の
保
護
、

(
6
)
政
府
の
費
用
に
よ
る
弁
護
人
依
頼
権
、

(
7
)
「
明
確
か
つ
説
得
力
の
あ
る
証
拠
」
基

準
に
し
た
が
っ
て
、
被
拘
留
者
が
寸
逃
亡
す
る
査
然
性
が
あ
る
こ
と
、
国
家
の
安
全
へ
の
危
険
を
及
ぼ
す
査
然
性
が
あ
る
こ
と
」
を
政
府
が
立
証

す
る
責
任
が
あ
る
と
い
う
要
件
で
あ
る
(
足
・
田
仲
口
品
印
)
。

(
剖
)
同
匂F吋♂内

(
肝
)
印
臼
ω
C
.
ω
-
F・
4

司
・
お
巴
(
邑
∞
印
)
・

(
部
)
現
在
の
法
律
・
規
則
は
非
差
別
的
な
仮
釈
放
の
決
定
を
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
憲
法
問
題
を
判
断
す
る
必
要
は
な
い
(
旬
、
・
え
怠
定
)

と
し
た
の
で
あ
る
。
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説

(的

)
h
p
m
u
d
-
ω
-
N
H
(凶
器

凶

)

(
卯

)
m，R
S
E
R
-
F
)告
巾

J
N

・
ω
E同
町
地
裁
判
決
に
お
け
る
こ
の
点
の
指
摘
に
つ
い
て
は
前
掲
注
(
回
)
、

F)己
ユ
官
民
・

3
『
E
E
m
N
〈
・
項
目

-
E
5
0ロ

判
決
に
お
け
る
指
摘
に
つ
い
て
は
前
掲
注
(
乃
)
参
照
。

(旧

)ω
。円。白・。。ロ
N

釦]巾印〈
-
C
4
ニ
旦
丘
二
戸
印
司
・

ωロ℃℃
-HOAS・
呂
町
山
口
・

ω(Z-H)・
0
p・
5
∞同)・

Hり巾『ロ同ロ色町
N
E
列。
D
E
M
4
・
ω日目同『
f

一山吉明・

ω口問)目
y

HHHhwwHHN坦
(
Z・
ロ
・
の
白
--HU∞
ω)・

(
位
)
円
、
。
色
町
〈
-
Z巳
g
p
E晶司・

ω口問)匂・

2ω
・
3
∞
E
S
3・
0
・
2
p
・
5
∞
N一
本
件
原
告
は
最
終
的
に
は
合
衆
国
へ
の
入
国
許
可
を
求
め
て
い
る
が
、

本
件
訴
訟
は
入
国
許
可
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
く
、
入
国
に
関
す
る
連
邦
議
会
の
権
限
を
争
う
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
ク
ナ
ウ
フ

1
メ
ツ
ア

イ
判
決
の
系
統
に
属
す
る
事
案
で
は
な
い
と
す
る
)
」
g
ロ
4
・
Z
巾
-
g
P
2
H
明，・日仏

E
品
P
E
E
-∞印
(
H
H
p
n
R
-
巴∞
ω)・

(
叩
)
前
掲
注
(
引
け
)
な
ど
参
照
。

(
倒
)
品
目
由
ピ
・

ω・白同

ωN・

(
町
)
こ
れ
が

p
w
E白白色巾
N

河

00ロ巾〈・
ω
B
R
F
日目叶司・

ω己目)℃
-
H
H
5・
HHM∞
(
Z
-
U・。
p
w
E∞
ω)
の
プ
ラ
ゼ
ン
シ
ア
判
決
へ
の
理
解
で
あ
る
。

(
%
)
〉

5
2
5
ヨ
l

E見
d
F
S』
守
ミ
ロ
・
(
呂
田
件
出
品
は
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、
匡
包
ロ
待
。

R

S』
リ
ミ
ロ
・
(
由
)
白
同

N
S・ωω
は
身
柄

拘
束
を
受
け
て
い
る
者
の
利
害
状
態
を
三
つ
に
分
類
し
各
々
の
身
柄
拘
束
に
関
す
る
合
理
性
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
そ
の
三
種
と
は

国
境
で
庇
護
を
要
請
し
て
い
る
外
国
人
、
庇
護
を
要
請
し
な
が
ら
合
衆
国
に
合
法
に
居
住
し
て
い
る
外
国
人
、
及
び
退
去
強
制
手
続
に
乗
せ
ら
れ

た
後
で
だ
け
庇
護
を
申
請
し
て
い
る
外
国
人
、
で
あ
る
。
第
一
の
集
団
に
つ
い
て
は
、
短
期
的
な
身
柄
拘
束
は
合
理
的
な
も
の
と
し
、
そ
の
身
柄

拘
束
が
短
期
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
虚
偽
で
は
な
い
申
請
を
行
っ
て
い
る
外
国
人
の
身
柄
の
釈
放
の
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
利
用
で
き
る

こ
と
、
及
び
裁
決
手
続
が
迅
速
に
進
行
す
る
こ
と
が
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
長
期
的
身
柄
拘
束
は
非
人
道
的
な
も
の
と
な
り
外
国
人
が
正
当
な

申
請
を
放
棄
す
る
こ
と
を
引
き
起
こ
す
現
実
的
な
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
身
柄
拘
束

は
適
切
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
外
国
人
は
正
当
な
申
請
を
す
る
蓋
然
性
が
最
も
高
い
も
の
で
あ
り
、
彼

ら
に
政
府
の
施
設
入
所
措
置
施
設
に
入
所
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
は
不
必
要
な
負
担
を
課
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
に
あ
る
。
第
三
の
集
団
に
つ

い
て
は
、
共
同
体
に
よ
る
施
設
入
所
措
置
政
策
は
外
国
人
に
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
不
確
か
な
結
果
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
。

と
い
う
の
は
、
虚
偽
の
申
請
を
出
し
た
と
し
て
も
、
外
国
人
が
自
分
の
合
衆
国
内
の
居
宅
に
帰
ら
な
い
理
由
は
殆
ど
な
い
し
、
さ
ら
に
、
退
去
強

制
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
庇
護
申
請
を
提
出
す
る
こ
と
を
待
機
し
て
い
る
す
べ
て
の
外
国
人
が
虚
偽
の
申
請
を
な
し
て
い
る
と
推
定
す
る
理
由
は
何
も

論
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な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
釘
)
〉
Z
E
-
W
O
R
m札・白同

H∞印・

(
弼
)
法
案
の
内
容
を
含
め
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
〉

5
2
5ヨ
l
E易
己

z-syb
ロ
・
(
凶
)
白
同
コ
∞
・

(

拘

)

』

gロ〈・

zm]印。
P
吋N
吋
司
-

N

品
目
門
申
∞
ω
ロ
・
ω
日
・

(
削
)
∞
の
・
明
・
閉
山
・
申
M
A
H
N
・同叶・

(
m
)
Zロロ
2
N
〈
・
切
O
]
門
出
ロ
・
印
ω
叶
司
・

ω己目】同}・日吋∞・印∞品

(ω
・
ロ
・
、
叶
巾
up
唱
冨
∞
N
)
・

(
叩
)
〉
コ
ロ
印
可
O
口
問
〈
・
冨
白
ロ
N

タ

ω∞

c
c・
ω・
2
印・印印
N
(
呂
町
印
)
を
ヌ
ネ
ツ
ツ
判
決
は
引
用
し
て
い
る
。

(削

)
Zロロ巾
N

〈
回
OEE--
印ω叶明・

ω
Z円
恒
三
e

印∞品・

(胤

)
O
E
R
B
E出
巾
目
白
ロ
a
m
N
4
・
冨

2
8・
2
印刷吋・

ωロ円
V
H
Y
E混
合
・

0
・
h
白
]-wE∞
∞
)
・
な
お
、
本
件
で
の
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
の
テ
ス
ト
適
用
の
結

果
は
他
の
国
籍
国
民
に
対
し
て
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
と
な
り
得
る
こ
と
を
注
記
し
て
い
る
。

(
郎
)
匂
町
時
む
な
p
u
c円白ロ〈・

HZω
・叶一山由司・
N

円
山
口
ω
∞
-
ロ
主
・
(
笠
宮
門
町
・
冨
∞
品
)
・

(

附

)

』

gロ
〈
・
星
回
。
p
ミ
司
・

N
C二
∞

N'g・
M
R
S
0
・
2
0昨
夕
、
さ
な
町
民

shkARSE遠
足
訪
問
言
及
。

S
5
.き
ミ
。
ミ

~sstpm

」『」〈め・

2
〈
〉
・
円
・
同
開
〈
・

sy
申N
N
・
申
立
(
H
E
ω
)

(
町
)
以
上
、
周
知
旨
町
内
N
E
C
印。
1
0
4
・同

vaw
立
町
司
・
N
内凶由ω叶(印件
V
Q吋
-w定
)

(
削
)
手
続
保
障
の
目
的
の
一
つ
は
エ
ラ
!
の
回
避
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
に
行
政
決
定
の
正
確
性
を
確
保
す
る
た
め
に
第
一
次
的
な
決
定
に
先

立
っ
て
国
民
と
政
府
と
の
聞
で
の
「
対
話
」

E
E
Z
m
c巾
)
を
行
う
こ
と
が
手
続
保
障
の
果
た
す
基
本
的
役
割
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
論
者
が
い

る
こ
と
は
さ
き
に
第
一
部
第
三
節
注

(9)
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
対
話
」
が
争
点
形
成
機
能
で
あ
り
、
各
決
定
段
階
に
応

じ
た
「
対
話
L

す
な
わ
ち
争
点
形
成
機
能
が
あ
る
も
の
と
筆
者
は
解
し
て
い
る
。
な
お
、

Z
ロロ
2
4・∞
o
E
E・印ω吋司・

ωロ
℃
匂
・
白
昨
日
2
・
ま
た
固

定
資
産
評
価
委
員
会
の
審
査
手
続
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
古
城
誠
「
東
京
高
判
四
八
・
一

0
・
三
一
行
集
二
四
巻
一

O
号
一
一
五

O
頁
に
関
す
る

評
釈
L

『
自
治
研
究
』
五
一
巻
一

O
号
一
五
六
頁
(
一
九
七
四
)
参
照
。

(
削
)
〈
ロ
]
巾
拘
曲
師
〈
-HZω
・
2
印
m，
・
呂
田
0

・
E
H
S
S
Q吋
-
-
E∞
品
)
は
、
遵
守
し
た
か
否
か
は
記
録
上
不
明
と
し
て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
差
し
戻
し
て

い
る
が
、
道
守
し
た
場
合
に
は
記
録
に
と
ど
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
事
件
で
は
遵
守
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
。
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説

(
叩
)
前
掲
注
(
必

)
1
(幻
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
凶
)
前
掲
注
(
打

)
1
(乃
)
参
照
。

(
叩
)
前
掲
注
(
訂
)
(
槌
)
参
照
。

(
回
)
前
掲
注
(
似
)
(
町
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
旧
)
前
掲
注
(
鮪
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
印
)
外
国
人
の
人
権
を
考
え
る
際
に
難
民
の
特
殊
性
も
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
わ
が
国
で
も
意
識
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
芦
部
信
喜
寸
人
権
の
享
有
主

体
(
2
)
L

『
法
学
教
室
』
一

O
ニ
号
三
三

1
四
頁
(
一
九
八
九
)
な
ど
参
照
。

(
印
)
望
ま
し
い
(
あ
る
い
は
あ
る
べ
き
)
難
民
認
定
手
続
を
考
え
る
際
に
も
、
ほ
か
の
場
合
と
同
じ
く
、
正
確
な
決
定
の
重
要
性
と
コ
ス
ト
と
の
ト

レ
l
ド
・
オ
フ
関
係
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
考
え
方
の
基
本
と
し
て
、
〉

-
a
E
W
O
R
包
も
ミ
ロ
・
(
由
)
同
門
N
N
U

は
次
の
よ
う
に
い

う
。
す
な
わ
ち
、
寸
庇
護
を
誤
っ
て
拒
否
す
る
こ
と
か
ら
恐
ろ
し
い
結
末
が
発
生
し
て
し
ま
う
と
い
う
懸
念
か
ら
す
る
と
、
庇
護
申
請
を
で
き
る
だ

け
完
全
に
調
査
す
る
方
向
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
迫
害
の
蓋
然
性
を
正
確
に
判
断
す
る
た
め
に
は
膨
大
な
費
用
を
要
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
(
そ
の
よ
う
な
正
確
性
を
そ
も
そ
も
達
成
で
き
る
と
し
て
)
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る
選
択
肢
は
問
題
が
よ
り
少
な
い
わ
け
で
は

決
し
て
な
い
。
判
断
決
定
の
正
確
性
の
レ
ベ
ル
を
よ
り
低
い
も
の
に
緩
和
す
る
と
、
些
細
な
申
請
の
提
出
を
促
進
す
る
こ
と
に
も
な
り
得
る
(
証

明
の
基
準
が
余
り
に
も
緩
や
か
な
場
合
で
あ
る
)
。
あ
る
い
は
難
民
を
送
還
し
な
い
わ
が
国
の
義
務
を
侵
害
す
る
危
険
性
が
増
大
す
る
(
証
明
の
基

準
が
厳
格
す
ぎ
る
場
合
で
あ
る
)
。
こ
れ
ら
の
要
素
を
考
慮
す
る
と
、
基
本
的
な
合
衆
国
の
目
標
を
よ
り
精
錬
し
て
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
故
国
に
送
還
さ
れ
た
場
合
に
迫
害
を
受
け
る
蓋
然
性
の
あ
る
外
国
人
の
受
容
可
能
な
数
を
、
許
容
で
き
る
正
確
さ
を
も
っ
て
、
確
定
す

る
一
連
の
政
策
と
手
続
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ら
政
策
と
手
続
が
一
見
し
て
資
格
の
な
い
請
求
を
数
多
く
提
出
す

る
こ
と
を
促
進
し
な
い
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
言
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
と
、
決
定
の
正
確
性
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る

国
民
の
支
持
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
、
現
在
の
合
衆
国
難
民
制
度
は
二
つ
の
致

命
的
欠
陥
、
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
出
身
国
が
合
衆
国
に
と
っ
て
友
好
的
で
あ
る
国
(
特
に
ハ
イ
チ
と
エ
ル
・
サ
ル
パ
ド
ル
)
か
ら
き
た
外
国
人

に
よ
る
全
て
の
庇
護
申
請
を
抑
止
す
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
国
務
省
に
よ
る
効
果
的
な
決
定
統
制
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
政
治
的
考
慮
が
、

不
十
分
で
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
移
民
官
吏
を
手
助
け
す
る
と
い
う
外
観
を
ま
と
っ
て
、
庇
護
手
続
に
流
れ
込
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
挙
げ

て
い
る
(
足
・
巳

ωω
。)。

論
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第
五
節

本
章
の
ま
と
め

手続的デュー・プロセス理論のー断面(4)

本
章
で
は
、
第
一
節
で
入
国
拒
否
権
限
の
行
使
と
そ
の
合
憲
性
に
関
す
る
初
期
の
判
例
理
論
を
紹
介
し
た
後
、
第
二
節
で
述
べ
た
連

邦
最
高
裁
の
二
つ
の
僅
差
の
判
決
に
よ
り
、
入
国
拒
否
手
続
に
は
憲
法
上
の
保
護
が
ま
っ
た
く
及
ば
な
い
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
外
国

人
側
が
い
か
な
る
利
益
状
況
に
あ
ろ
う
と
も
裁
判
所
は
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
つ
が
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
学
説
が
多

く
の
批
判
を
向
け
て
お
り
(
第
三
節
)
、
ま
た
こ
の
理
論
に
対
す
る
下
級
審
の
攻
撃
も
難
民
認
定
を
め
ぐ
る
手
続
を
対
象
と
し
が
始
ま
り
、
入

国
拒
否
手
続
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
は
流
動
状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
(
第
四
節
)
を
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
。

二
右
の
学
説
及
び
下
級
審
の
状
態
は
い
わ
ば
入
国
拒
否
処
分
を
憲
法
の
取
り
込
む
努
力
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
問

題
と
な
る
こ
と
は
こ
の
「
努
力
L

の
方
向
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
し
た
下
級
審
判
例
の
動
向
に
対
し
て
は
、
連
邦
議
会
等
政
府
の
政
治
部

門
で
決
す
べ
き
問
題
に
対
し
て
司
法
が
介
入
し
過
ぎ
て
い
る
と
の
批
判
が
あ
加
、
ま
た
、
ひ
と
た
び
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
適
用
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
と
、
一
般
に
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
も
の
が
一
個
の
概
念
と
し
て
は
拡
大
化
傾
向
を
内
包
し
て
お
り
、
こ
れ
を
抑
え

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
批
判
す
る
論
者
も
ま
た
、
伝
統
的
な
ク
ナ
ウ
フ

1
メ
ツ
ア
イ
理

論
が
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
お
明
、
そ
の
再
検
討
の
必
要
性
は
合
衆
国
に
お
い
て
も
否
定
し
得
な
い
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

合
衆
国
に
お
い
て
は
現
状
で
は
確
信
を
も
っ
て
入
国
拒
否
処
分
の
際
の
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
輪
郭
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
入
国
拒
否
処
分
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
合
衆
国
の
論
争
を
考
察
す
る
際
に
厄
介
な
問
題
は
、

ク
ナ
ウ
フ

1
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説

一
九
八
二
年
に
出
さ
れ
た
プ
ラ
ゼ
ン
シ
ア
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
聞
に

阻
酷
が
あ
る
か
に
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
端
的
に
現
れ
て
い
る
の
が
、
第
四
節
で
み
た
難
民
認
定
を
め
ぐ
る
手
続
|
|
特
に
身

柄
拘
束
の
合
憲
性
ー
ー
ー
に
関
す
る
下
級
審
判
例
の
混
乱
で
あ
っ
た
。
こ
の
阻
酷
と
は
、
要
す
る
に
、
伝
統
的
な
判
例
理
論
に
よ
る
と
利
益
衡

量
の
余
地
な
く
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
に
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
適
用
が
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

プ
ラ
ゼ
ン
シ
ア
判
決
|
|
こ
の
判
決
の
事
案
自
体
は
永
住
外
国
人
の
再
入
国
許
可
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
|
|
は
利
益
衡
量
の
余
地
を

一
定
の
場
合
|
|
す
な
わ
ち
、
第
一
次
的
入
国
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
外
国
人
に
つ
い
て
|
|
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
ア
プ
ロ
ー

チ
を
示
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
第
三
節
に
お
い
て
紹
介
し
た
学
説
に
よ
る
伝
統
的
理
論
に
対
す
る
批
判
を
通
じ
て
判
明
し

た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
ク
ナ
ウ
フ

l
メ
ツ
ァ
イ
理
論
自
体
が
、
入
国
拒
否
処
分
以
外
に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
判
例
と
必
ず
し
も
整
合
的
と
は

メ
ツ
ァ
イ
理
論
と
い
う
伝
統
的
な
判
例
法
理
と
、

論

い
え
な
い
面
を
多
分
に
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
合
衆
国
に
お
け
る
判
例
法
理
と
し
て
は
、
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
に
対
し

て
手
続
的
保
障
が
ま
っ
た
く
及
び
得
な
い
と
す
る
説
得
的
な
理
論
的
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

要
す
る
に
、
合
衆
国
の
諸
判
決
や
諸
学
説
を
通
じ
て
み
た
場
合
、
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
に
対
し
て
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス

の
保
護
が
及
ぶ
か
否
か
の
問
題
に
し
て
も
、
ま
た
及
ぶ
と
し
て
い
か
な
る
手
続
が
適
正
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
も
、
確
定
的
な
回
答
を
必
ず

し
も
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。
繰
り
返
し
を
厭
わ
ず
に
再
言
す
る
な
ら
ば
、
ク
ナ
ウ
フ

l
メ
ツ
ア
イ
理
論
に
よ
り
示
さ
れ
た
、

入
国
拒
否
手
続
に
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
が
及
ば
な
い
こ
と
の
根
拠
|
|
主
権
理
論
、
憲
法
の
効
力
の
属
地
性
論
及
び
特
権
理
論

ー
ー
は
い
ず
れ
も
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
適
用
を
排
除
す
る
論
拠
と
し
て
は
説
得
力
に
欠
け
、
ま
た
入
国
拒
否
手
続
以
外
に
関
す
る
連
邦
最

高
裁
諸
判
例
と
の
整
合
性
に
も
欠
げ
て
い
る
。
ま
た
プ
ラ
ゼ
ン
シ
ア
判
決
は
ク
ナ
ウ
フ

1
メ
ツ
ァ
イ
理
論
の
射
程
を
限
定
す
る
も
の
で
は
あ

四
る
が
、
プ
ラ
ゼ
ン
シ
ア
判
決
自
体
の
射
程
が
明
確
と
は
い
え
ず
、
そ
の
た
め
下
級
審
判
決
の
混
乱
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
手
続
確

定
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
他
の
連
邦
最
高
裁
判
例
が
一
般
論
を
示
す
の
み
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
入
国
拒
否
手
続
に
お
い
て
い
か
な
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る
手
続
が
適
正
と
い
え
る
か
は
判
例
上
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
混
乱
状
況
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
一
つ
だ
け
あ
る
。
そ
れ
は
議
論
の
出
発
点
で
あ
り
、

各
主
権
国
家
が
外
国
人
を
規
制
す
る
権
限
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
現
状
で
は
不
可
能
で
は
あ
る
も
の
の
、
本
当
の
問
題

は
、
ど
の
程
度
で
各
主
権
国
家
が
こ
の
権
限
を
適
切
に
行
使
し
得
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
こ
の
問
題
を
解
く
際
に
は
、

各
外
国
人
個
人
の
必
要
性
等
利
益
状
況
に
応
じ
て
手
続
を
評
価
・
判
定
す
る
と
い
う
利
益
分
析
が
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後

者
と
の
関
係
で
は
、
法
律
上
寸
入
国
」
と
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
永
住
外
国
人
の
「
再
入
国
」
に
つ
い
て
は
手
続
的
保
障
が
付
与
さ
れ

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (4) 

る
こ
と
を
認
め
る
再
入
国
理
論
が
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
詳
し
く
分
析
す
る
。

五
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
議
論
の
出
発
点
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
残
さ
れ
て
い
る
問
題
は
大
き
い
。
す
な

わ
ち
、
外
国
人
の
実
体
的
な
入
国
の
自
由
の
不
存
在
が
|
|
l
「
特
権
L

等
の
ラ
ベ
ル
を
張
ら
れ
る
か
否
か
は
と
も
か
く

i
l直
ち
に
入
国
「
拒

否
L

処
分
の
対
象
た
る
す
べ
て
の
外
国
人
に
手
続
的
保
障
が
及
ば
な
い
こ
と
を
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
立
場
に
立
つ
と
し
て
も
、

手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
と
し
か
ら
ざ
る
利
益
と
の
区
分
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
き
わ
め
て
厄

介
な
問
題
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
の
利
益
状
況
は
多
様
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
右
の

よ
う
に
区
分
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
こ
の
種
の
利
益
状
況
の
多
様
性
も
し
く
は
差
異
は
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に

よ
り
保
護
さ
れ
る
手
続
内
容
を
決
す
る
に
つ
い
て
の
み
重
要
で
あ
り
、
憲
法
適
用
可
能
性
や
保
護
の
有
無
と
の
関
係
で
問
題
と
す
る
こ
と
は

お
か
し
い
、
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
も
、
同
様
の
問
題
は
残
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
手
続
内
容
を
決
す
る
(
実
体
的
)
利
益
を
確
定
す
る
必

要
性
及
び
右
両
者
の
対
応
関
係
を
決
定
す
る
必
要
性
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

六
こ
の
よ
う
に
合
衆
国
の
判
例
や
学
説
に
お
い
て
は
、
入
国
拒
否
と
手
続
的
保
障
に
つ
い
て
依
然
大
き
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
は
い

え
、
入
国
拒
否
処
分
に
対
し
て
憲
法
上
の
保
障
が
ま
っ
た
く
及
ば
な
い
と
す
る
伝
統
的
な
理
論
は
相
当
程
度
掘
り
崩
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
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説

え
よ
う
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
退
去
強
制
処
分
に
対
し
て
は
、
古
く
よ
り
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
が
及
ぽ
さ
れ
る
こ
と
が

判
例
上
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
自
体
に
対
し
て
は
さ
し
た
る
疑
問
も
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
、

入
国
拒
否
処
分
と
の
関
係
で
は
(
伝
統
的
理
論
を
前
提
と
す
れ
ば
)
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
お
け
る
実
体
的
権
原
(
生
命
・
自
由
・
財

産
な
ど
)
に
該
当
す
る
も
の
を
処
分
の
相
手
方
は
有
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
退
去
強
制
処
分
の
相
手
方
は
こ
れ
を
有
す
る
と
す
る
、
入

国
拒
否
@
退
去
強
制
二
分
論
が
採
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
次
章
に
お
い
て
は
、
退
去
強
制
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る

一
般
論
に
関
す
る
議
論
状
況
を
紹
介
・
検
討
す
る
。

論

第
五
節

注

(1)
本
章
第
二
節
①
判
決
に
お
い
て
は
外
国
人
が
ア
メ
リ
カ
人
の
夫
の
委
で
あ
る
こ
と
、
②
判
決
に
お
い
て
は
外
国
人
が
二
五
年
間
合
衆
国
に
居
住

し
て
い
た
こ
と
、
は
連
邦
最
高
裁
に
よ
り
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
~
宮

Z
。
F
b
hも。司、芯円札

hssh片
岡
H
円九
S
3芯
一

h

n
s
R
S
h
R
s
h
b
匹。EmNhhNW同町
N色
町
室
内
。
3-hミ
怨
む
さ
同

H
p
h
n
s
s噌

2
J
P
E
F・』・叶由
C
V

吋∞∞
(
E
S
)・

(
2
)
難
民
認
定
に
関
す
る
手
続
以
外
の
局
面
で
は
入
国
拒
否
処
分
を
争
う
事
案
は
少
な
い
。
し
か
し
、
本
章
第
二
節
①
②
判
決
等
に
よ
る
伝
統
的
な

入
国
拒
否
理
論
に
従
う
下
級
審
判
例
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
司
自
問
〈

-
E
z
z
m
q・
8
申司・

ωロ℃同
)
H
H
∞
N
3
・
u・
2
・
J円
-
H
2
9
永
住
外

国
人
の
夫
に
よ
る
領
事
館
へ
の
ピ
ザ
申
請
拒
否
が
争
わ
れ
た
事
例
。
原
告
は
合
衆
国
内
に
住
む
永
住
外
国
人
た
る
妻
で
あ
り
、
拒
否
処
分
の
理
由

は
、
外
国
人
の
合
衆
国
で
の
雇
用
が
合
衆
国
に
お
け
る
労
働
者
の
賃
金
に
悪
影
響
を
及
ぽ
す
(
一
九
五
二
年
法
第
一
一
一
一
一
条

(
a
)
(
M
)
、∞

C
・

ω・
わ
閉
口
∞
N
(白
)
(
に
)
)
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
原
告
適
格
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
)
い
お
一
己
巾
〈
-
C巳
円
包
宮
巳
2
・
注
品
司
・

ω口明者
-NH
吋
(U-HM-

m・
5
昌
一
合
衆
国
市
民
の
夫
た
る
外
国
人
の
ビ
ザ
申
請
不
許
可
処
分
が
争
わ
れ
た
事
例
。
処
分
事
由
は
不
明
。

)
h
2
X
Eロ
え
わ
白
町
一
-
f

主
吋
司
・

包
ロ
色
合
口
色
。
町
・
呂
口
一
そ
の
所
持
す
る
ビ
ザ
が
国
務
長
官
・
司
法
長
官
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
入
国
拒
否
処
分
が
争
わ

れ
た
事
例
)

(
3
)
M
U
m
〈巾『
F
E戸
み
め
を
ふ
、
ミ
.
Nさ
さ
N
W
S
S誌、司、。円
m
h
H
S
8
・
ω
H
d
・(

U

・
円
、
.
〉
・
「

M
N
E
-
H
H
色
"
ロ
品
∞
ム
由
(
冨
∞
品
)
・
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手続的デュー・プロセス理論の一断面 (4) 

(
4
)
め町
m
p
v
z
n
F
g
m
守
き
急
s
b
R
o
s
ミ
.
H
S遺
骨
S
H
e
s
h
g
-
∞品

(
U
O
E
Z
-
F
問
問
〈

-
H・

s・8(昌
宏
)
・

(
5
)
云
白
E
P
N
v
m
h問
、
M
G
Q
h
h
b
s
h同
h
h
h
s
e
a
b令

N.SHF同
ミ
hNhbMS白
~
の
む
き
さ
ミ
ミ
号
、
一
、
。
九
凡
な
一
円
ミ
ヘ
山
@
を
さ

QWNh叫
句
。
。
芯
門
戸
主

C
-
M
J↓↓・

F-

閉山開〈・
H
A山町噌

]
F

叶H
・4
N
(戸
市
V

∞ω)
・

(
6
)
iミ
え

H

∞∞
6
0・

(7)
な
お
、
難
民
認
定
・
亡
命
的
庇
護
申
請
の
際
の
手
続
保
障
が
厚
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
申
請
処
理
手
続
が
ひ
ど
い
障
害
に
巻
き
込
ま
れ
た
例
と

し
て
旧
西
ド
イ
ツ
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
八

O
年
頃
に
は
申
請
が
年
一

O
万
件
ほ
ど
で
あ
り
、
旅
行
会
社
が
難
民
・
亡
命

的
庇
護
申
請
の
パ
ッ
ク
旅
行
を
組
む
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
手
続
保
障
を
簡
略
化
し
た
結
果
、
申
請
は
激
減
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
足
・
三
回
∞

CP2・

こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
間
浩
『
個
人
の
基
本
権
と
し
て
の
庇
護
権
L

五

0
1六
五
頁
ご
九
八
五
)
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
8
)
め同町内・
h

叫・"凡
Q
1

・回同

H
2・

(
9
)
何
判
定
〈
巾
吋
FE--wMNh』守ミロ・

(ω)
回同

HHAS-

(
叩
)
先
に
本
章
第
四
節
で
述
べ
た
と
こ
ろ
の
他
、
的
問
問
J

へC
Eロタ同】
p
m
h
h
S白Hhs
ミ
ロ

vhhHH凡
喜
一
の
さ
ミ
s
h
N円
H
円九位号
FN町
民
尽
き
師
、
ミ
忌
む
き
一
室
宮
内

、司、。同町町
HN.0言
。
¥
U
N
h
h
同uw
、O
R
a・
3
〈
〉
・
円
・
同
開
〈
・

5
2・同日
ωH(忌∞吋)・

(
日
)
入
国
拒
否
手
続
の
合
憲
性
に
関
す
る
判
例
上
現
れ
て
い
る
も
の
以
外
に
も
、
外
国
人
に
憲
法
上
の
保
護
を
及
ぽ
す
こ
と
や
移
民
法
上
の
諸
決
定

に
対
す
る
裁
判
所
の
合
憲
性
審
査
を
阻
む
理
論
と
し
て
は
政
治
問
題
の
法
理
(
ピ
8
5
5・
宮
至
。
E
d
o
z
〉
ZO
叶

E
』

5

5
〉
同
月
守
主
〉
Zロ

句

C
E，

5

2

∞E
↓
と
Z
〉
ZU
〉
何
呂
田

-
E
F
ω
宮
山
品
(
巴
∞
叶
)
・
)
、
国
際
法
と
圏
内
法
と
い
う
二
重
の
法
源
か
ら
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
は
不
公
平
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
(
官
8
5
5
t
p低
血
件
出
叶
山
∞
)
、
国
家
へ
の
忠
誠
を
不
明
確
に
し
た
ま
ま
滞
在
し
て
い
る
以
上
外
国
で
の
居
住
が
不
安
定

と
な
る
の
は
や
む
を
得
な
い
の
だ
と
い
う
考
え
方

(
F
E
0
5
5
R
-
三
己
中
呂
)
と
い
っ
た
も
の
が
有
り
得
る
。
し
か
し
、
移
民
法
分
野
で
政

治
問
題
の
法
哩
が
用
い
ら
れ
た
例
は
な
く
(
そ
の
理
由
な
ど
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
と
司

法
審
査
し
『
北
大
法
学
論
集
』
三
四
巻
五
号
八
七
一

1
七
二
頁
こ
九
八
四
)
参
照
)
、
国
際
法
違
反
の
処
遇
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
外
交
的
保
護

と
圏
内
法
違
反
に
対
す
る
司
法
的
救
済
と
は
別
次
元
の
も
の
で
あ
り

(
F
E
0
5
R
4・
R

同
伴
臼
芝
、
忠
誠
を
不
明
確
に
し
て
帰
化
を
し
て
い
な

い
こ
と
が
司
法
的
救
済
の
範
囲
を
縮
減
し
あ
る
い
は
救
済
を
拒
否
す
る
理
由
と
な
り
得
る
と
は
い
え
な
い

P
R
0
5
5・
ミ
・
巳
出
P)
で
あ
ろ

〉つ
J
O

(
ロ
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
触
れ
る
。
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説

(日
)
Z乱
立
m
m
F
河
町
的
定
な
お
h，

s
m
河
合
P
R
M
b
¥
b
~除
去
-
N印
〈
〉
・
』
・

HZ吋
-
F
-
H
N日
・
ロ
ω(
冨
∞
品
)
・
本
章
第
三
節
に
お
け
る
学
説
の
検
討
で
明
ら
か

に
な
っ
た
よ
う
に
、
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
に
対
し
て
手
続
保
障
を
ま
っ
た
く
否
定
す
る
伝
統
理
論
の
論
拠
が
合
衆
国
判
例
法
理
の
中
で
説
得

力
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

(
M
)
〈
R
W
E
-
-
S』
マ
ミ
ロ
・
(
由
)
・
こ
の
点
に
つ
い
て
は
プ
ラ
ゼ
ン
シ
ア
判
決
の
存
在
が
き
わ
め
て
大
き
い
。

(
日
)
た
と
え
ば

E
-
E
Z括
-MMSミ
ミ
S
H
h
H
b同
町
ミ
q
b
R
H
3
.ミ
~
同
町
R
E
§
F円町

h
h札口町
S
Jザ
(
リ
言
師
尽
き

s
s
b
h
河
合
FR同
N
.
s
h
s
s柏町
s
s
s

、
さ

Q
F
S
Jへ〉戸何回、.』・

8
少
白
色
合
∞
∞
由
)
は
、
移
民
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
残
酷
な

(
E
g
B
S巾
)
取
扱
を
免
れ
る
権
利
を
も
っ
て
、
入
国
拒
否

処
分
の
相
手
方
が
援
用
可
能
な
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
法
益
と
す
る
近
時
の
下
級
審
判
決
を
紹
介
し
つ
つ
、
連
邦
裁
判
所
は
、
入
国
の
権

利
と
は
別
次
元
の
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
利
益
が
存
す
る
か
否
か
を
各
事
案
ご
と
に
検
討
す
べ
し
、
と
す
る
。

(
日
)
め
問
問
。
〉
〈

a-N
〉ロ
E
Z窃
斗

-54-〈
開
戸
〉
君
、
『
同
E
d白
・
日
ロ
門
日
開
門
H
W
ω

品川田(冨吋申)

(
口
)
九
山
町
同
町
-
h
J
冨同門片山口
-
s
y
b
D・
(
印
)
由
同
担
。
・
例
え
ば
新
規
入
国
者
と
合
法
な
永
住
外
国
人
と
の
聞
に
も
大
き
な
グ
レ

l
ゾ
l
ン
が
あ
り
、
非

移
民
た
る
外
国
人
、
仮
釈
放
さ
れ
た
者
、
不
法
入
国
外
国
人
な
ど
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
。

(
問
)
回
目
立
・
同
ヨ
君
、
。
HAhミ
ミ

nosh将
司
匂

H
o
h凡さ凡
H
H
F
m
E
S
&円
き
お
ミ
同
サ
ミ
同
誌
目
。

S
5・
岳
町
田
〉
同
〈
・

F
・同州開〈・

z
m
N
w
z
s・8
2
5
3・

論

北法42(1・228)228


