
 

Instructions for use

Title 親権と子どもの教育を受ける権利

Author(s) 中川, 良延

Citation 北大法学論集, 14(3-4), 44-64

Issue Date 1964-03

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/27821

Type bulletin (article)

Note 論説

File Information 14(3_4)_P44-64.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


説論

親
権
と
子
ど
も
の
教
育
を
受
け
る
権
利

中

J'I 

良

延

一
、
序
|
|
問
題
の
所
在

二
、
民
法
旧
規
定
第
八
七
九
条
の
「
義
務
」
を
め
ぐ
る
論
議
と
学
説

三
、
親
権
概
念
に
つ
い
て
の
諸
学
説
と
問
題
点

四
、
子
ど
も
の
権
利
を
中
核
と
し
た
視
権
概
念
の
試
み
と
教
育

五
、
結
び
に
代
え
て

憲
法
第
二
六
条
は
そ
の
第
一
項
で
、
す
べ
て
の
子
女
国
民
に
、
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
を
保
障
し
、
第
二
項
は
、
子
ど
も
の
教
育
を
受

け
る
権
利
を
保
障
す
る
手
段
方
法
と
し
て
、
子
ど
も
の
親
権
者
ま
た
は
後
見
人
た
る
保
護
者
に
対
L
、
子
ど
も
に
「
教
育
を
受
け
さ
せ
る

義
務
」
を
課
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
憲
法
第
二
六
条
の
建
前
は
、
す
で
に
公
法
学
者
に
よ
り
、
子
ど
も
の
基
本
的
人
権
た
る
'
司
教
育

を
受
け
る
権
利
」
を
中
核
と
し
て
教
育
の
問
題
を
把
握
す
る
こ

C
世
紀
公
教
育
法
の
典
型
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
故
に
ま
た
、
明
治
憲
法

下
の
国
策
的
な
臣
民
の
教
育
義
務
を
基
盤
と
す
る
義
務
教
育
制
度
を
根
本
的
に
変
革
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
憲
法
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第
二
六
条
の
趣
旨
を
受
け
て
、
教
育
基
本
法
・
学
校
教
育
法
な
ど
の
多
数
の
教
育
法
規
が
制
定
さ
れ
、
そ
こ
で
、
子
ど
も
の
教
育
を
受
け

る
権
利
や
保
護
者
の
就
学
義
務
が
具
体
的
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
日
、
憲
法
第
二
六
条
・
お
よ
び
教
育
諸
法
規
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
、
子
ど
も
の
教
育
を
受
け
る
権
利
、
保
護
者
の
就
学
義

務
お
よ
び
国
家
の
教
育
上
の
責
任
と
い
う
一
二
つ
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
子
ど
も
・
保
護
者
(
以
下
分
り
や

す
く
単
に
「
親
」
と
よ
ぶ

γ
国
家
(
お
よ
び
教
師
)
相
互
間
の
権
利
義
務
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
と
く
に
重

要
な
問
題
と
な
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
で
提
起
さ
れ
る
問
題
を
具
体
的
な
形
で
示
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
親
子
の

聞
で
は
、

l
l子
は
親
に
対
し
教
育
を
受
け
さ
せ
る
よ
う
請
求
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
教
育
を
受
け
る
の
を
親
が
妨
害
し
た
場
合
そ
の
排

除
を
請
求
で
き
る
か
、
親
は
子
に
対
し
自
己
の
価
値
観
に
し
た
が
っ
た
教
育
を
受
け
さ
せ
る
権
利
が
あ
る
か
。
第
二
に
、
国
家
と
子
ど
も

と
の
間
で
は
、
|
|
子
ど
も
は
国
家
に
対
し
教
育
を
受
け
さ
せ
る
よ
う
請
求
で
き
る
か
、
国
家
は
子
ど
も
に
対
し
一
定
の
価
値
観
を
押
し

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
第
三
に
、
国
家
と
親
と
の
聞
で
は
、
|
|
親
は
子
の
価
値
観
の
決
定
に
闘
し
国
家
の
教
育
行
政
権
に
対
抗
し

て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
反
対
に
、
国
家
は
親
に
対
し
無
条
件
に
就
学
義
務
を
履
行
す
る
よ
う
請
求
し
う
る
か
。

親権と子どもの教育を受ける権利

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
憲
法
お
よ
び
教
育
法
上
、
公
教
育
法
の
歴
史
と
原
理
に
照
ら
し
て
一
応
解
明
さ
れ
て
き
た
。
こ
と
に
国
家
と
子
ど

も
の
閑
お
よ
び
国
家
と
親
の
聞
の
法
律
関
係
は
、
憲
法
お
よ
び
教
育
法
に
固
有
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
学
者
お
よ
び
教
育
法
学
者
に

よ
っ
て
、
す
で
に
相
当
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
親
子
聞
の
権
利
義
務
関
係
は
勿
論
の
こ
と
、
国
家
と
両
親
聞
の
場
合
も
家
族

法
と
密
接
な
関
連
を
有
し
て
お
り
、
と
く
に
最
近
一
公
法
学
者
に
よ
り
、
「
右
の
憲
法
・
教
育
法
上
の
子
女
・
保
護
者
・
国
家
相
互
間
の
権

利
義
務
関
係
は
、

j
i
-
-
-
よ
り
根
本
的
に
は
、
近
代
家
族
法
に
お
け
る
親
子
関
係
の
歴
史
お
よ
び
原
理
と
の
関
連
に
お
い
て
解
明
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
口
そ
し
て
ま
た
、
教
育
学
者
の
な
か
で
も
、
こ
の
こ
と
が
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
、
す
で
に
家
族

法
と
く
に
親
子
法
の
研
究
を
基
礎
と
し
た
憲
法
・
教
育
法
上
の
法
律
関
係
の
理
論
構
成
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
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続

公
教
育
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
を
ど
の
よ
ラ
に
把
握
寸
る
か
と
い
う
問
題
の
重
要
性
は
、

明
治
憲
法
下
の
教
育
を
想
起
す
れ
ば
お
の
ず
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
ラ
I
ト
ブ
ル
フ
が
、
か
つ
て
、
親
の
教
育
権
を
社
会
か
ら
「
信
託
さ
れ
た
社
会
教
育
」
で
あ
る
と
提

自除

ナ
チ
の
強
制
教
育
め
普
い
体
験
か
ら
反
省
し
、
教
育
権
は
親
の
自
然
権
で
あ
り
、
「
信
託
さ
れ
た
社
会
教
育
い
で
は
な

く
、
そ
れ
以
上
め
も
の
、
そ
れ
と
は
別
な
も
の
で
あ
る
、
と
修
正
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

え
て
い
た
の
を
、

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
極
め
て
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
、
去
法
学
者
や
教
育
学
者
か
ら
の
一
示
唆
に
基
づ
い
て
、
近
代
家
族
法
に
お
跡
的
る

親
子
関
係
の
原
理
か
ら
ア
プ
世

1
チ

L
ょ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
と
と
は
親
子
法
と
く
花
、
そ

の
中
心
を
な
す
親
権
概
愈
の
再
構
成
と
い
う
大
問
題
に
連
な
っ
て
い
る
の
で
、
親
権
概
念
の
歴
史
的
比
較
法
的
考
察
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
め
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
は
}
応
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
開
題
一
提
起
を
み
由
む
一
試
論
の
程
度
に
と
ど
め
た
い
。
な
お
以
下

め
論
述
で
「
子
ど
も
」
と
い
っ
て
る
の
は
、
親
権
関
係
を
対
象
と
し
て
い
る
関
係
上
、
「
未
成
年
者
」
を
意
味
し
て
い
る
。

ω
兼
子
仁
「
教
育
法
」
ハ
法
律
学
金
集
・
昭
和
三
八
年
〉
七

O
頁
以
下
。

ω
ぞ
れ
は
、
と
く
に
文
部
省
対
日
教
組
、
つ
ま
り
、
ぃ
教
育
課
程
基
準
の
設
定
な
ど
で
国
の
統
制
を
主
張
す
る
文
部
省
と
、
教
師
の
教
育
権
の
独
立
を
蛍
張
ず

る
自
教
組
の
対
立
を
と
お
し
て
問
題
化
し
て
き
た
。
教
師
の
教
育
権
は
本
稿
の
対
象
外
で
あ
る
の
で
述
べ
な
い
が
、
(
兼
子
・
前
掲
書
一
一
八
頁
以
下
品
事
国
照
明
、

そ
の
対
立
も
究
極
的
に
は
、
国
家
の
公
教
育
に
お
け
る
権
限
(
国
家
の
責
任
の
無
差
別
的
な
強
調
は
教
育
そ
れ
自
体
の
統
制
権
の
強
化
に
通
ず
る
)
を
重
視

す
る
か
、
子
ど
も
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
強
調
す
る
か
、
そ
し
て
そ
の
中
間
の
保
護
者
の
権
利
義
務
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
、
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
に

恩
わ
れ
る
。

揃

W

象
予
・
曲
別
掲
書
二
玄
九
貰
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
誇
文
献
。

ω
兼
子
・
前
掲
書
七
二
貰
。

川
明
堀
尾
輝
久
「
教
育
を
受
け
る
権
利
と
義
務
教
育
」
社
会
科
教
育
大
系
第
二
巻
(
昭
和
三
六
年
)
一
九
八
頁
以
下
。
な
お
本
稿
ば
、
本
論
文
の
他
、
兼
子
・

、
前
掲
番
、
磯
野
誠
一
「
家
庭
生
活
を
め
ぐ
る
国
民
的
権
利
」
法
時
三
五
巻
(
昭
和
三
八
年
)
四
号
三
五
頁
以
下
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

紛
た
と
え
ば
予
l
ト
グ
ル
ア
の
『
社
会
主
義
の
文
化
理
論
」
(
{
九
二
七
年
)
の
本
文
〈
ヲ
1

ト
プ
ル
ブ
著
作
集

8
・
野
田
良
之
訳
)
で
「
今
日
で
も
す
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ー

I

l

l

i

t

-

-

-

で
に
、
教
育
権
は
両
親
の
回
有
権
で
は
・
な
く
な
っ
て
し
ま
ウ
た
。
家
庭
教
育
は
〔
両
親
に
〕
委
託
さ
れ
た
社
会
教
育
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
濫

用
し
た
り
怠
っ
た
場
合
に
は
社
会
は
自
分
の
手
に
こ
れ
を
と
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
児
童
福
祉
法
や
少
年
裁
判
所
法
は
こ
の
方
向
へ
の
著
し
い

進
展
で
あ
る
」
(
問
書
九
一
頁
〉
と
し
て
い
た
の
に
、
一
九
四
九
年
に
は
「
あ
と
が
き
」
と
し
て
「
わ
れ
わ
れ
は
両
親
の
意
思
に
反
し
て
ま
で
行
使
さ
れ
た

国
家
社
会
主
義
の
義
務
教
育
の
強
制
を
あ
ま
り
に
も
深
い
苦
h

し
さ
を
も
っ
て
味
わ
う
て
来
た
の
で
、
家
庭
教
育
を
《
委
託
さ
れ
た
共
肉
体
教
育
》
で
あ
る

な
ど
と
言
い
表
わ
す
こ
主
が
い
か
に
危
険
で
あ
る
か
を
見
誤
る
ζ

主
は
な
い
」
ハ
同
書
士
一
-
7
ー
さ
買
〉
と
付
し
た
o

な
お
、
ラ
l
ト
ブ
ル
フ
「
法
学
入

門
」
の
一
九
二
九
年
版
(
尾
高
朝
雄
・
碧
海
純
一
訳
)
一

O
一
l
l
二
頁
と
一
九
五
八
年
版
(
ラ
!
ト
プ
ル
フ
著
作
集
・
碧
海
訳
)
一
一
四
頁
を
比
較
せ
よ
。

書量権と子E.もの教育を受ける権利

予
ど
も
A
U

「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
・
を
中
心
に
据
え
て
、
そ
こ
か
ら
国
家
・
親
・
子
ど
も
の
権
利
義
務
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

麓
予
の
議
律
関
係
を
権
利
義
務
の
対
応
関
係
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
お
v

そ
こ
で
ま
ず
、
親
子
の
法
律
関
係
の
中
核

を
な

L
て
い
る
親
権
概
念
に
つ
い
て
、
民
法
典
制
定
後
の
わ
が
圏
に
お
け
る
発
展
の
跡
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

親
権
に
関
す
る
プ
般
的
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
現
行
民
法
第
八
二

O
条
「
親
権
を
行
う
者
は
、
子
の
監
護
及
び
教
育
を
す
る
権
利
を
有

し
義
務
を
負
ラ
」
と
い
う
規
定
は
、
旧
法
第
八
七
九
条
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
の
そ
の
後
の
運
命
を
予
言

す
る
よ
う
な
出
来
事
が
、
そ
の
成
立
の
と
き
に
起
っ
た
@
そ
れ
は
、
当
時
の
法
典
調
査
会
に
お
い
て
の
、
起
草
者
代
表
で
あ
っ
た
梅
謙
次

郎
と
提
案
条
交
ハ
第
八
九
三
条
〉
よ
り
親
の
「
義
務
」
と
い
う
文
字
を
削
除
す
べ
し
と
い
う
穂
積
八
束
ら
と
の
論
争
で
札
口
虻
。
す
な
わ
ち
べ

調
査
会
の
議
事
速
記
録
に
よ
る
と
、
穂
積
八
束
ら
の
理
由
は
、
第
一
に
、
「
権
利
ヲ
有
シ
義
務
ヲ
負
フ
ト
ア
ル
ト
精
密
-
一
言
ヘ
パ
同
等
ノ

者
ノ
間
三
行
ハ

ν
ル
文
字
ノ
ヤ
ウ
エ
恩
ハ
レ
ル
」
が
、
親
子
は
同
等
で
な
く
子
は
親
に
服
従
す
る
と
い
う
権
力
関
係
で
あ
り
ド
ま
た
こ
の

よ
う
な
規
定
が
あ
る
と
、
「
親
ガ
子
ヲ
教
育
シ
ナ
イ
ト
キ
ハ
親
ヲ
裁
判
所
エ
引
張
リ
出
シ
テ
親
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
子
-
一
対
シ
テ
教
育
ヲ
援
ケ

ル
モ
J
I
F
云
ア
ヤ
ウ
ナ
コ

F
」
に
な
り
、
実
質
的
に
も
よ
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
と
、
第
二
に
、
親
が
子
ど
も
を
教
育
す
る
義
務
が
あ
る

i北法 14(3・4-47)431



爺

ん
』
じ
て
も
そ
れ
は
園
家
に
対
す
る
義
務
で
あ
っ
て
子
瓦
も
に
対
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
民
法
に
規
定
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い

論

う
と
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
靖
L
梅
謙
訳
郎
は
、
「
親
権
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
民
法
デ
規
定
ス
ル
以
上
ハ
権
利
ト
云
フ
モ
ノ
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
義
務

ノ
方
ガ
主
デ
ア
ラ
同
一
ぃ
一
と
い
い
、
さ
ら
に
、
「
親
ガ
子
ヲ
教
育
セ
ヌ
デ
モ
宜
シ
イ
、
監
護
シ
ナ
イ
デ
モ
宜
シ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ナ
カ
ラ
ゥ
、

競
争
一
広
フ
奄
ノ
ρ

必
ズ
教
育
ス
ル
義
務
ガ
ア
ル
、
ア
レ
ハ
国
家
主
対
シ
テ
デ
ナ
ク
子
-
一
対
〆
シ
テ
デ
ナ
ラ
ウ
ト
思
フ
」
と
明
言
し
、
外
国
の

立
法
例
な
p
a
J
応
援
用
し
な
が
ら
弁
明
L
て
い
る
。
採
決
の
結
果
は
、
「
義
務
」
削
除
論
者
が
少
数
で
あ
っ
た
た
め
結
局
原
案
通
り
成
立
し
、

旧
法
第
八
七
丸
条
さ
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
法
典
調
査
会
の
論
議
と
そ
の
結
果
か
ら
み
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

ま
ず
、
親
の
「
義
務
」

を
鰯
る
か
£
う
か
で
主
と

L
て
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
の
が
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
|
|
監
護
教
育
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
意
味
で

は
稜

4
1
1狭
い
意
味
で
の
教
育
め
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

M
r
す
な
わ
ち
、
「
義
務
」
削
除
論
者
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、

権
力
的
父
権
的
親
予
像
だ
け
で
な
く
1

ζ

れ
と
関
連
し
て
、
明
治
一
九
年
の
小
学
校
令
以
来
の
教
育
を
受
け
る
の
は
臣
民
の
義
務
と
い
う

毅
育
制
度
で
あ
っ
た
の
怪
あ
り
九
こ
の
と
と
は
当
時
こ
の
制
度
が
す
で
に
確
固
不
動
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
年
事
右
の
よ
ろ
な
強
硬
な
反
対
意
見
が
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
「
義
務
」
と
い
う
文
字
が
存
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
梅
博

士
の
よ
う
な
進
歩
的
親
子
観
が
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
わ
が
親
子
法
の
発
展
史
上
極
め
て
重
要
な
事

実
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
明
文
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
後
の
議
論
が
、
少
な
く
と
も
規
定
の
解
釈
と

い
う
局
面
で
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
A
ノ
に
子
ど
も
の
権
利
の
確
認
と
い
う
方
向
で
制
定
さ
れ
た
旧
法
第
八
七
九
条
で
は
あ
っ
仁
川
、
そ
の
後
ま
た
も
や
苦

難
の
道
を
歩
ゆ
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
制
定
過
程
の
論
議
で
解
決
さ
れ
た
は
ず
の
問
題
、
つ
ま
り
こ
こ
で
い
う
「
義
務
」

は
何
人
に
対
す
る
義
務
か
と
い
う
問
題
が
、
解
釈
と
い
う
場
で
新
た
な
装
い
を
も
っ
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

旧
法
第
久
七
九
条
の
「
義
務
」
一
の
解
釈
と
し
て
、

一
方
で
は
子
に
対
す
る
純
然
た
る
私
法
上
の
義
務
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
っ
た
が
、

北法 14(3・4-48)432



1
 

1

1

4

1

 

コ貌権と予2どもの教育を受ける権利

(
日
坤
〉

他
方
社
会
な
い
し
国
家
に
対
寸
る
義
務
で
あ
る
と
す
る
説
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
説
が
徐
々
に
通
説
を
形

成
し
て
行
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
後
説
を
代
表
す
る
の
は
こ
の
点
だ
け
で
な
く
そ
の
進
歩
性
の
ゆ
え
に
家
族
法
全
体
の
発
展
に
大
き
な

貢
献
を
も
た
ら

L
た
穂
積
重
遠
樽
士
で
あ
っ
た
。
博
士
は
そ
の
「
親
族
法
」
(
昭
和
八
年
)
の
な
か
で
、
親
権
が
「
子
は
親
の
所
有
物
」
と

い
十
ノ
観
念
か

b
「
子
の
利
益
の
た
め
に
親
に
与
へ
ら
れ
た
権
利
」
に
ま
で
進
化
し
た
過
程
を
概
観
し
た
後
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
M
V

「
親
権
が
権
利
に
し
て
同
時
に
義
務
t

だ
と
い
ふ
こ
と
に
v

つ
い
て
は
、
酬
明
か
説
明
を
要
す
る
。
後
に
も
繰
返
す
通
り
、
民
法
第
八
七
九
条
に
『
親
権
ヲ
行
フ
父

又
ハ
母
ハ
未
成
年
ノ
子
ノ
監
護
及
ピ
教
育
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
有
シ
義
務
ヲ
負
プ
』
と
あ
る
の
を
、
従
来
或
は
親
子
間
の
個
々
の
権
利
及
び
義
務
の
綜
合
と
説
明

〆
し
来
っ
た
が
、
こ
れ
ば
む
し
ろ
親
権
其
も
の
が
権
利
に
し
て
同
時
に
義
務
だ
と
い
ふ
意
味
を
あ
ら
は
し
た
べ
も
の
と
解
し
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
従
来

危
母
親
岨
帽
を
権
利
の
方
面
か
ら
観
察
し
た
が
、
今
後
は
む
し
ろ
『
一
親
義
務
』
と
し
て
義
務
の
方
面
か
ら
観
察
し
た
方
が
よ
い
と
思
ふ
。
即
ち
親
は
子
を
適
当
に

養
育
教
育
す
る
義
務
が
あ
る
一
の
で
あ
る
。
さ
う
云
ふ
と
直
ぐ
に
、
そ
れ
で
は
養
ひ
育
て
て
貰
ふ
の
が
子
の
権
利
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ
て
面
白
く
な
い
、
と
云

ふ
批
難
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
義
務
者
に
対
応
す
る
受
益
者
が
必
ず
権
利
者
で
あ
る
と
考
へ
る
の
が
抑
も
囚
は
れ
た
話
で
、
親
が
子
を
育
て
る
の
は
、
子

に
対
す
る
義
務
と
云
は
ん
よ
り
は
、
む
し
ろ
国
家
社
会
人
類
に
対
す
る
義
務
と
観
念
す
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
其
義
務
た
る
や
、
勿
論
精
神
上
及
び
物
質
上

の
負
担
に
相
違
な
い
が
、
親
民
取
っ
て
は
頗
る
愉
快
な
負
担
で
あ
っ
て
、
是
非
尽
し
た
い
義
務
で
あ
る
。
そ
れ
故
親
は
他
人
に
対
し
て
『
我
ユ
親
タ
ル
義
務

ヲ
尽
寸
ぷ
メ
宮
』
と
主
張
要
求
す
る
。
こ
ー
れ
が
親
権
で
あ
る
。

ti--:
即
ち
「
親
権
は
義
務
を
行
ふ
権
利
で
あ
り
、
権
利
を
行
ふ
義
務
で
あ
る
。
:
:
:
:
・
而
し

て
親
績
は
毅
の
利
益
の
た
め
の
権
利
義
務
で
な
い
か
ら
、
子
の
監
護
教
育
は
親
を
し
て
行
は
し
め
る
の
が
最
良
の
方
法
た
る
は
勿
論
な
が
ら
、
必
ず
し
も
親

に
の
み
一
任
せ
ら
る
べ
き
で
な
く
、
次
代
の
国
民
の
発
育
に
つ
き
国
家
が
重
大
の
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
と
共
に
、
親
権
は
多
少
の
制
限

乎
渉
及
び
援
助
を
国
家
が
ら
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
」

↑
こ
の
穂
積
博
士
戸
流
の
名
調
子
な
文
章
の
な
か
に
、
旧
法
時
代
の
家
族
法
学
が
到
達
し
た
頂
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
同
時
に
今
日
か
ら
顧
み
て
そ
の
時
代
的
制
約
を
見
過
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
穂
積
博
士
の
親
権
概
念
を
中
心

に
し
て
、
当
時
の
親
子
法
の
論
理
の
特
質
と
限
界
を
二
、
三
指
摘
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
さ
き
に
み
た
法
典
調
査
会
の
論
議
で
克
服
さ
れ
た
は
ず
の
「
国
家
お
よ
び
社
会
に
対

北法 14'(3・4-'-49)433



説

ず
る
義
務
」
と
レ
う
見
解
が
再
び
台
頭
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
民
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
権
利
義
務
で
あ
る
以
上
純
粋
に
私
法
上
の
権

利
義
務
で
あ
る
と
い
γ
う
議
論
は
、
家
族
-
法
の
性
格
を
純
然
た
る
私
法
か
ら
一
歩
公
法
に
接
近
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
(
家
族
法
の
社
会
法

花
/
)
そ
め
矛
を
か
わ
さ
れ
た
。
第
二
に
、
右
の
よ
う
な
結
論
は
法
典
調
査
会
で
の
「
義
務
」
削
除
論
の
見
解
と
同
一
で
あ
る
が
、
そ
の

論
理
は
ま
っ
大
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
穂
積
八
束
ら
の
論
理
は
、
親
子
関
係
を
権
力
服
従

関
係
と
す
る
わ
が
国
古
来
の
家
族
制
度
を
保
持
す
る
立
場
か
ら
、
子
ど
も
が
親
に
対
し
権
利
を
も
つ
の
は
け
し
か
ら
ぬ
、
親
の
義
務
は
む

員晦

し
る
国
家
反
対
す
る
義
務
だ
と
し
た
の
に
反
し
、
穂
積
重
遠
博
士
は
、
こ
の
よ
う
な
家
族
制
度
に
批
判
的
で
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し

て
「
小
家
族
ト
を
ま
臨
が
さ
れ
、
々
し
て
こ
の
小
家
族
内
で
親
権
は
「
子
の
た
め
に
」
子
ど
も
を
適
当
に
養
育
す
る
義
務
で
あ
り
、
他
方
国

家
主
す
ど
も
の
聾
曹
関
に
車
穴
な
利
害
関
係
を
も
叩
て
い
る
か
ら
、
親
権
の
義
務
性
は
国
家
社
会
に
対
す
る
も
の
に
な
る
と
把
握
し
て
い

る
。
つ
ま
り
コ
?
の
た
め
の
親
権
法
」
と
い
ラ
理
念
，
が
、
一
方
で
親
権
の
権
力
性
を
否
定
し
、
他
方
そ
れ
を
国
家
社
会
の
利
害
に
結
び
つ

け
る
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
に
、
調
査
会
の
段
階
で
む
し
ろ
議
論
の
中
心
を
な
し
て
い
た
千
ど

も
C
意
曹
洞
そ
め
も
の
に
関
す
る
問
題
は
、
時
代
が
降
る
に
し
た
が
っ
て
家
族
法
の
書
物
の
な
か
で
だ
ん
だ
ん
影
薄
い
存
在
に
な
っ
て
行
っ

た
手
主
も
、
注
目
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
事
実
で
あ
る
φ

乙
の
と
と
は
、
明
治
憲
法
下
の
義
務
教
育
制
度
が
、
私
法
こ
と
に
家
族
法
の
領
域

か
ら
完
全
に
分
離
し
て
公
法
体
系
の
な
か
に
は
め
込
ま
れ
、
家
族
法
学
者
の
手
の
届
か
ぬ
も
の
に
な
っ
て
行
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ

う
が
、
同
時
に
、
親
の
義
務
は
臣
家
に
対
寸
る
も
の
と
す
る
家
族
法
学
者
自
身
の
主
張
が
、
自
ら
を
間
接
的
に
そ
の
よ
う
な
地
位
に
追
い

や
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
、
子
ど
も
の
基
本
的
人
権
も
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
家
族
制
度
の
保
持
を
基
調
と
し
て
い
た
明
治
憲
法
の
体
制
の
も
と

で
、
亡
れ
ら
の
家
族
法
学
者
が
子
の
刺
益
確
保
の
た
め
の
親
権
概
念
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

ハ
「
乎
の
た
め
」
の
理
念
に
関
す
る
問
題
は
後
述
v
、
他
菌
、
子
の
権
利
を
積
極
的
に
承
認
す
る
と
い
う
方
向
か
ら
逆
行
せ
ざ
る
を
え
な

北法 14(3・4-50)43-1
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か
っ
た
時
代
的
制
約
を
も
同
時
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

緩権と子ltもの教育を受ける権利

間
堀
尾
・
前
掲
論
文
二

O
O頁
以
下
、
磯
野
・
前
掲
論
文
三
九
葉
。

仙
別
法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
(
巌
松
堂
版
)
第
↑
五
一
一
回
四
七
丁
以
下
。
そ
こ
で
削
除
を
主
張
し
て
い
る
の
は
、
穂
積
八
東
の
ほ
か
、
山
田
喜
之
助
、
尾
崎

三
良
委
員
で
あ
る
。

ω
穂
積
八
束
e

前
掲
速
記
録
四
九
了
。

ω
山
図
書
之
助
・
前
掲
速
記
録
五
三
了
。

帥
梅
謙
次
郎
・
前
掲
速
記
録
五
一
了
。

M
W

梅
謙
次
郎
・
前
掲
速
記
録
五
四
了
。

闘
も
っ
と
も
尾
崎
三
良
委
員
の
「
親
ガ
子
ヲ
教
育
シ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
国
家
ニ
対
ス
ル
義
務
デ
ア
ル
。
国
家
ノ
成
立
ニ
固
定
レ
ガ
必
要
ニ
ナ
ツ

テ
ク
ル
。
国
家
ノ
発
達
シ
ナ
イ
社
会
ニ
ハ
成
立
ッ
テ
居
ラ
ヌ
。
ド
ウ
シ
テ
モ
此
義
務
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
国
家
ノ
組
織
ガ
段
々
進
ム
ニ
従
ッ
テ
国
家
-
一
一
対
ス
ル
義

務
ニ
違
ヒ
ナ
ィ
。
ソ
レ
カ
ラ
子
ヲ
監
護
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
モ
国
家
ニ
対
ス
ル
義
務
デ
ア
ラ
ゥ
。
自
分
デ
捺
ヘ
タ
子
ヲ
ソ
コ
等
ニ
打
捨
テ
置
F
ノ
ハ
善
良
ナ
ル

風
俗
三
反
ス
ル
。
ソ
レ
紘
私
ハ
ド
ウ
モ
是
レ
ハ
ナ
イ
方
ガ
宜
シ
イ
ト
思
プ
」
と
い
う
発
雪
一
回
も
あ
る
〈
前
掲
速
記
録
五
六
丁
傍
点
筆
者
)
。
し
か
し
監
護
に
つ

い
て
隠
斗
監
護
ト
云
フ

y
ハ
ド
ウ
去
ア
ヨ
ト
ヵ
ド
言
ヘ
バ
、
滅
多
-
一
飛
出
f
レ
タ
リ
遠
方
出
一
往
ツ
タ
リ
シ
テ
ハ
イ
カ
ヌ
ト
云
フ
ノ
デ
、
次
ハ
骨
子
い
一
r
h
-
F

業
ヲ
呼
出
只
言
葉
ヂ
プ
ル
[
〕
(
梅
・
前
掲
速
記
録
五
一
丁
傍
点
筆
者
》
と
い
う
理
解
が
当
時
の
共
通
の
理
解
と
思
わ
れ
る
。

ω
磁
野
・
前
掲
論
文
三
八
頁
は
、
フ
』
の
よ
う
な
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
、
上
掲
の
条
文
が
明
治
民
法
に
お
さ
ま
っ
た
の
は
、
実
に
、

ζ

の
皆
掛
与
は

子
に
対
す
る
義
務
で
山
は
な
く
、
『
国
家
に
対
す
る
義
務
』
〈
尾
崎
三
良
〉
で
あ
る
と
い
う
了
解
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
い

え
る
か
疑
わ
し
い
。
む
し
ろ
速
記
録
で
み
る
か
ぎ
り
‘
少
な
4
V
4
も
梅
委
員
は
一
斗
賞
し
て
子
ど
も
の
権
利
に
対
応
す
る
も
の
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
感
わ

れ

率

。

、

帥
判
和
国
手
当
『
親
子
法
論
三
昭
和
二
年
U

五
二
五
貝
〈
嘉
権
を
構
成
す
る
個
々
の
権
利
義
務
は
子
に
対
す
る
私
法
上
の
権
利
義
務
で
あ
る
。
蓋
し
親
権
制

度
が
子
に
対
、
す
る
私
法
上
の
制
度
た
る
当
然
の
結
果
隠
外
な
ら
な
い
」
U
Y

外
岡
茂
十
郎
「
親
族
法
概
論
」
(
昭
和
三
年
〉
一
一
六
三
頁
ハ
「
監
護
及
ぼ
教
育
ハ
親

極
審
員
ル
父
母
ガ
英
子
旦
対
シ
チ
貸
担
メ
ル
義
務
ず
り
。
此
ノ
点
品
於
デ
小
学
校
令
第
三
十
二
条
ニ
依
ル
学
令
児
童
ヲ
就
学
セ
シ
ム
ル
学
令
児
童
保
護
者

周
期
ヂ
親
権
者
又
ハ
其
/
一
後
厄
人
V

J

義
務
ト
異
ナ
ル
@
輩
シ
此
J

就
学
セ
シ
ム
ル
ノ
義
務
ハ
親
権
者
ガ
闘
家
-
一
対
シ
テ
負
担
ス
ル
義
務
中
ノ
V
パ
デ
リ
己
、
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説

野
上
久
幸
「
親
族
法
」
(
昭
和
四
年
)
四

O
O頁
(
「
親
権
が
法
律
上
の
義
務
で
あ
る
と
云
ふ
の
は
父
母
が
適
当
に
親
権
を
行
使
し
な
い
と
き
子
は
其
履
行
を

鱒
求
し
得
ぺ
く
、
又
子
の
親
族
等
は
父
母
に
対
し
親
権
の
剥
奪
の
制
裁
を
以
て
臨
み
得
る
こ
と
を
意
味
」
ず
る
)
。

M
W

穂
積
重
逮
「
親
族
法
」
(
昭
和
八
年
)
五
五
一
一
貝
以
下
、
谷
口
知
平
「
日
本
親
族
、
法
」
(
昭
和
一

O
年
)
四
二

O
頁
(
「
今
日
、
親
権
に
か
か
る
権
力
的
お

性
質
お
認
め
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い
の
で
、
子
の
保
護
監
替
と
云
ふ
親
権
制
度
の
目
的
よ
り
見
て
直
接
に
国
家
に
対
す
る
義
務
性
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
斯

く
解
す
る
に
依
て
監
護
教
育
権
行
使
の
限
界
及
び
濫
用
の
防
止
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
)

0

な
お
、
末
川
博
「
親
権
の
制
限
及
び
剥
奪
」
(
家
族
制

度
全
集
法
律
篇

E
・
昭
和
一
二
年
)
は
、
「
子
を
養
育
す
る
の
は
親
の
義
務
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
義
務
に
対
立
し
て
子
の
権
利
が
確
立
さ
れ
る
ん
]
い

ふ
程
の
こ
と
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
権
利
と
い
ひ
義
務
と
い
ふ
の
は
、
社
会
な
い
し
倫
理
的
の
要
請
が
そ
の
ま
ま
に
法
律
上
の
規
範
的
要
求
と
な
っ

て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
は
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
応
、
親
が
監
護
教
育
を
為
し
ま
た
為
す
べ
き
地
位
に
あ
る
こ
と
を
い
っ
た
の
に
と
ど
ま
る
と

解
し
て
よ
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
(
一
八
四
|
五
頁
て
こ
の
表
現
は
さ
き
の
対
立
す
る
両
学
説
に
対
し
折
褒
的
見
解
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

制
川
島
武
宜
「
穂
積
重
逮
博
士
の
家
族
制
度
観
」
(
穂
積
先
生
追
悼
論
文
集
「
家
族
法
の
諸
問
題
」
所
収
)
参
照
。

倒
穂
積
・
前
掲
書
五
五

C
l一一一頁。

論:

子
ど
も
の
権
利
を
認
め
ず
、
そ
れ
放
に
ま
た
親
権
法
発
展
の
障
害
と
も
な
っ
て
い
た
明
治
憲
法
体
制
を
、

一
挙
に
、
そ
し
て
根
本
的
に

変
革
せ
し
め
た
も
の
は
、
昭
和
二
一
年
に
公
布
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
で
あ
っ
た
。
憲
法
は
基
本
的
人
権
の
保
障
を
第
一
義
的
要
素
と
し
て

構
成
さ
れ
、
す
べ
て
の
国
民
に
「
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
権
利
」
(
第
一
一
一
一
条
)
を
保
障
し
、
家
庭
生
活
に
お
け
る
個
人

の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
を
う
た
い
(
第
二
四
条
)
、

さ
ら
に
子
ど
も
を
含
む
す
べ
て
の
国
民
に
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
(
第
二
六

条
)
を
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
憲
法
上
の
原
則
は
、

一
方
で
民
法
親
族
相
続
編
の
改
正
を
も
た
ら
し
、
他
方
現

行
規
定
の
解
釈
の
基
本
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
憲
法
の
制
定
と
同
時
に
、
親
権
お
よ
び
そ
の
一
環
と
し
て
の
親
の
教

育
権
は
、
右
の
憲
法
の
規
定
に
立
っ
て
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

M
V
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し
か
し
実
の
と
こ
ろ
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
親
権
法
の
分
野
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
方
向
で
の
努
力
が
自
覚
的
に
行
な
わ
れ
な
か

っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
民
法
第
八
二

O
条
が
旧
法
第
八
七
九
条
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
の
権
利
の
よ
う
に
、
お
よ
そ
権
利
者
が
自
ら
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
事
実
上
な
ら
び
に
法
律
上
不

可
能
な
権
利
に
つ
い
て
、
そ
の
権
利
の
存
在
を
確
認
す
る
の
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
も
、
も
の
が
た
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
由
そ

こ
で
つ
ぎ
に
、
民
法
第
八
二

C
条
の
親
の
「
義
務
」
に
関
命
る
家
族
法
学
者
の
見
解
を
紹
介
し
、
子
ど
も
の
権
利
と
い
う
観
点
か
ら
二
、

三
の
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
簡
単
な
批
判
的
考
察
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

諸
学
説
を
子
ど
も
の
権
利
を
承
認
す
る
も
の
か
ら
と
れ
を
否
定
す
る
(
と
思
わ
れ
る
)
も
の
へ
と
順
に
な
ら
べ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な

る。

親権と子』さもの教育を受ける権利

親
の
子
に
対
す
る
純
然
た
る
私
法
上
の
義
務
で
あ
る
と
す
る
到
。
こ
こ
で
は
一
般
に
、
親
権
の
義
務
性
を
強
調
し
、
そ
れ
は
、
そ

も
そ
も
権
利
概
念
に
は
義
務
性
が
内
包
き
れ
て
い
る
と
い
う
私
権
の
通
有
性
(
民
法
第
一
条
〉
を
こ
え
て
、
親
権
の
「
本
質
的
の
内
容
い

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
親
権
の
権
利
性
に
つ
い
て
は
、
監
護
教
育
権
は
物
権
に
類
似
し
た
支
配
権
的
性
質
を
有
す
る
、
と
す
る

学
説
も
あ
る
。

A 

親
の
子
お
よ
び
社
会
に
対
す
る
義
務
と
す
る
喰
こ
の
説
は
、
親
権
が
「
子
を
一
人
の
社
会
人
と
し
て
養
育
す
べ
き
親
の
職
分
」

で
あ
る
こ
と
の
当
然
の
結
果
と

L
て
、
親
権
の
義
務
性
を
説
明
す
る
。

B 

「
義
務
」
の
相
手
方
を
直
接
に
は
問
わ
な
い
で
、
親
権
は
統
体
法
的
権
利
で
あ
る
か
ら
常
に
権
利
で
あ
る
と
と
も
に
義
務
で
あ
る

と
す
る
離
も
う
少
し
詳
し
く
い
う
と
、
親
権
を
も
含
む
身
分
権
は
、
身
分
関
係
の
本
質
社
会
的
結
合
の
ゆ
え
に
、
極
め
て
支
配
的
排
他

C 
と 的
説 A 物
くさ権
。的

で
あ
り

ま
た
そ
の
統
体
法
的
特
質
の
ゆ
え
に
、
身
分
権
は
常
に
統
体
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
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m
M

社
会
な
い
し
国
家
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
と
す
丸
的
。
そ
の
根
拠
は
、
「
子
は
親
に
請
求
権
を
も
っ
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
ぬ
と

い
祭
親
権
思
想
に
あ
る
の
で
は
な
毛
、
予
の
個
入
ξ

L
て
の
人
格
完
成
に
つ
く
す
べ
き
圏
民
と
し
て
の
義
務
に
あ
る
」
と
い
わ
れ
)
ま
た

監
護
教
務
権
の
所
有
権
的
支
配
権
酌
性
質
が
脅
定
さ
れ
て
い
一
向
。

二議千識

以
上
の
諸
説
と
く
に
後
三
説
に
は
三
つ
の
特
徴
が
認
め
ら
↑
れ
る
。
そ
れ
は
第
一
化
、
第
一
説
の
一
部
も
含
め
て
、
多
く
の
学
者
が
親
権

を
物
権
応
類
似
L
た
支
配
権
主
解
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
旧
法
時
と
同
様
、
親
権
の
義
務
性
が
強
調
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
結
局

国
家
社
会
に
対
す
る
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
、
こ
こ
で
は
こ
と
さ
ら
紹
介
し
な
か
っ
た
が
、

い
ず
れ
の
学
説
K

よ
噌
て
も
子
の
福
祉
、
「
子
の
た
め
の
」
親
権
法
と
い
う
こ
と
が
そ
の
基
調
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
三
点
を
子
ど
も
の
権

剰
と
い
う
観
点
か
ら
再
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
ザ
の
、
親
権
は
所
帯
稚
な
ど
の
物
権
に
類
似
し
た
支
配
権
酌
性
質
を
有
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
憲
法
の
個
人
の
尊
厳
と
自
由
・
平

等
を
基
盤
と
す
る
法
体
系
と
調
和
し
う
る
の
だ
ろ
ラ
か
。
も
ち
ろ
ん
今
日
親
権
の
支
配
権
性
を
と
な
え
て
い
る
学
者
も
、
在
時
め
親
権

A
F
U
H
父
権
〉
権
力
説
、
つ
ま
り
親
は
子
を
支
配
し
子
は
親
に
服
従
す
る
と
い
う
考
え
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
@
そ
の
よ
う
な
思
考
様
式
は
親
権
概
念
む
発
展
過
程
に
お
い
て
す
で
に
完
全
に
克
服
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
新
し
い
意
味
で
支
配
と
い

与
言
葉
を
用
い
る
と
し
て
も
、
そ
こ
艇
は
少
設
か
ら
ず
子
ど
も
を
権
利
客
体
と
み
る
考
え
方
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

理
論
構
成
政
、
お
よ
そ
人
は
子
ど
も
も
含
め
て
す
べ
て
権
利
主
体
で
あ
っ
て
権
利
客
体
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
近
代
市
民
法
の
建
前
と
衝

突
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
親
権
の
愛
車
権
的
性
質
の
現
実
的
根
拠
と
し
て
、
親
権
者
は
子
の
意
思
を
拘
束
し
子
を
服
従
を
し

め
る
と
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
と
の
こ
と
だ
け
な
ら
ば
物
権
的
と
か
支
配
権
的
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
す

必
要
は
な
い
。
置
権
関
係
で
も
、
た
と
え
ば
雇
傭
契
約
に
お
け
る
使
用
者
と
労
務
者
の
聞
に
も
、

一
定
の
範
囲
で
同
様
の
関
係
が
見
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
@
と
も
か
く
親
権
の
支
配
権
酌
性
格
は
、
子
ど
も
の
権
利
主
体
性
の
側
面
か
ら
再
検
討
す
る
余
地
が
あ
へ
い
が

北法 14(3' 4~54ì 438 



ー九

童書穣と子認もの教育を受ける権利

第
三
に
、
子
ど
屯
の
権
利
を
積
極
的
に
確
認
し
な
い
で
、
親
権
者
の
義
務
を
国
家
社
会
に
対
す
る
も
の
と
し
、
し
か
も
そ
の
義
務
性
を

強
調
す
る
こ
と
は
‘
極
め
て
危
険
な
要
索
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
子
ど
も
の
教
育
と
い
う
問
題
に
関

連
さ
せ
て
み
る
と
、

ζ

の
よ
揖
ノ
な
動
量
は
、
親
は
子
ど
も
を
教
槍
門
す
る
権
能
を
国
家
に
白
紙
委
任
し
て
い
る
の
だ
、
あ
る
い
は
も
っ
と
正

確
に
い
う
ど
、
国
家
が
第
一
次
的
に
子

EJSを
教
育
す
る
権
刺
を

J

も
A
V

て
お
り
、
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
教
育
権
は
国
家
か
ら
委
託
さ
れ

た
第
二
派
的
な
も
の
で
あ
り
せ
し
た
が
づ
て
国
家
出
い
づ
で
も
自
由
に
ぞ
の
権
利
を
親
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
い
う

結
論
を
導
く
ζ

と
に
な
る
。
と
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
論
理
は
、
欧
米
諸
国
の
よ
う
な
宗
教
教
育
に
関
し
て
は
あ
ま
り
問
題
は
な
い

と
L
t
uも
、
備
値
観
の
金
社
会
的
規
模
で
の
対
立
が
一
存
在
L
、
か
つ
明
治
憲
法
下
の
義
務
教
育
制
度
で
苦
い
経
験
を
受
け
た
わ
が
闘
で

は
、
極
め
て
重
大
な
問
題
と
い
え
よ
う
。
第
二
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
が
、
基
本
法
第
六
条
で
「
子
供
の
育
成
お
よ
び
教
育
は
、
両
親
の
自

C
3
 

然
の
権
利
」
で
あ
る
と
宣
言
し
、
ま
た
ラ
1
ト
プ
ル
フ
を

L
て
前
記
の
よ
う
な
深
刻
な
反
省
を
う
な
が
し
た
の
も
、
右
の
よ
う
た
危
}
験

を
閏
避

Luよ
う
と
い
ラ
畦
慮
化
も
と
づ
く
ι

も
の
で
あ
り
、
続
本
闘
憲
法
第
二
六
条
が
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
子
ど
も
の
「
教
育
を
受
け
ゐ
櫨

利
」
を
確
認
し
、
教
育
学
者
や
公
法
学
者
が
こ
の
子
ど
も
の
権
利
を
中
核
と
し
て
教
育
法
制
を
再
検
討
し
て
い
る
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
点

を
憂
慮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
う
@
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
親
の
教
育
権
が
親
権
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
る
以
上
親

権
概
念
一
般
の
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
互
に
、
旧
法
時
代
以
来
広
く
、
家
族
法
学
者
か
ら
親
子
法
あ
る
い
は
親
権
法
の
指
導
理
念
と
さ
れ
て
い
た
子
の
福
祉
あ
る
い
は
「
子

の
た
め
』
よ
い
う
震
葉
も
、
い
ろ
い
V

る
な
問
題
を
も
市
て
い
る
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
言
葉
は
、
親
権
の
権
力
性
を
否
定
し

子
.
む
も
を
積
極
的
に
保
護
し
よ
う
と
い
う
側
面
で
は
進
歩
鴎
紋
役
割
を
は
た
し
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
国
家
の
権
限
を
呼
び
出
す
合
言
葉

で
も
あ
っ
・
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
ヴ
て
そ
の
眠
り
で
、
前
に
述
べ
た
と
同
様
の
批
判
が
く
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
問
題
は
こ

品
村
民
と
£
ま
《
り
な
い

A
V

さ
ら
に
重
要
お
忌
わ
れ
る
の
除
、
「
子
の
た
め
〕
と
い
ラ
言
葉
が
.
親
と
の
関
係
で
も
そ
う
で
あ
る
が
守
さ
ら
に

北法 I昔{3ゆ"3a)線専



説き

国
家
の
積
極
的
な
役
割
を
呼
び
出
す
場
合
に
、
そ
れ
を
、
子
ど
も
の
権
利
に
対
応
す
る
義
務
の
履
行
と
い
う
形
で
な
く
、
子
ど
も
の
権
利

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も

論

の
存
否
と
無
関
係
な
、
い
わ
ば
「
親
心
」
的
な
も
の
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

こ
の
理
念
も
ま
た
、
子
の
権
利
の
確
認
の
上
に
立
っ
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

お
れ
わ
れ
は
、
親
子
法
発
展
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
学
説
が
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
こ
と
を
卒
直
に
認
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
限
界
を
も

ま
た
正
し
く
把
握
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
は
も
っ
と
根
本
的
考
察
を
・
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
、
つ
ぎ
に
子
ど
も
の
権
利
を
中
心
と
し
た
親
権
概
念
あ
る
い
は
教
育
権
が
ど

の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
に
つ
き
‘
簡
単
に
一
試
論
を
述
べ
よ
う
と
思
う
。

側
最
近
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ボ
ン
基
本
法
第
二
条
第
二
恨
の
基
本
権
(
「
各
人
は
、
他
人
の
権
利
を
侵
害
せ
ず
、
か
っ
、
憲
法
的
秩
序
ま
た
は
道
徳
律
に

反
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
人
格
の
自
由
な
発
展
を
目
的
と
す
る
」
権
利
を
有
す
る
U

と
関
連
し
て
、
親
権
概
念
を
再
構
成
し
よ
う
と
い
う
努
力
が
怯
ら
わ
れ

て
い
る

o
w再
広
自

P
B
E
g
p
図
書
】

5
0
0
2岳
}
5
8
H
何
回
口
。
伺

E
邑
&
E
R
Z
ω
z
g
n
Z
E
m
w
F白
河

NLgN-ω-S-
以
下
の
論
述
で
は
こ

の
論
文
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

紬
阿
川
島
武
怠
「
民
法
」
同
六
八
頁
、
柚
木
馨
「
親
族
法
」
(
昭
和
二
八
年
)
二

O
六
頁
(
「
こ
れ
を
公
の
義
務
と
し
て
子
の
親
に
対
す
る
請
求
権
を
排
せ
ん
と

す
る
は
、
な
お
依
然
と
し
て
親
の
た
め
の
親
権
た
る
の
思
想
を
払
拭
し
き
れ
な
い
考
え
方
と
い
え
る
。
こ
れ
を
子
に
対
す
る
純
然
た
る
私
法
上
の
義
務
と
解

!
し
、
こ
れ
に
対
す
る
子
の
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
子
の
人
格
の
尊
重
と
い
う
見
地
よ
り
す
る
と
き
は
、
何
等
怪
し
む
べ
き
結
論
と
は
い
い
え
な
い
と
思

、B
ノ

う
」
)
、
山
木
戸
克
己
「
中
川
編
註
釈
親
族
法
下
」
(
昭
和
二
七
年
)
四
三
頁
、
磯
野
・
前
掲
論
文
三
八
頁
な
ど
。

f

‘、

凶
山
木
戸
・
前
掲
書
四
三
頁
〈
「
親
権
者
は
子
の
意
思
を
拘
束
し
子
を
服
従
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
思
を
子
の
身
上
に
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
監
護
教
ー
育
艇
は
支
配
権
的
内
容
を
も
ち
、
従
っ
て
そ
の
限
り
で
は
所
有
権
な
ど
の
物
権
に
類
似
し
た
性
質
を
有
す
る
」
)
。

倒
-
我
妻
栄
「
親
族
法
」
ハ
法
律
学
金
集
・
昭
和
三
六
年
)
一
二
二
ハ
頁
。
も
っ
と
も
こ
の
説
は
、
八
二

O
条
の
「
義
務
」
の
解
釈
と
し
て
そ
う
述
べ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
「
親
権
の
内
容
は
子
の
晴
育
・
監
護
・
教
育
と
い
う
職
分
」
と
い
う
点
か
ら
そ
れ
を
導
い
て
い
る
。

間
我
妻
・
前
掲
書
三
二
八
頁
。
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親権と子どもの教育を受ける権利

、，ノ

幽
中
川
善
之
助
「
親
族
法
」
下
(
昭
和
三
三
年
)
四
七
一
頁
。

胸
中
川
「
綴
族
法
」
心
(
昭
和
三
三
年
〉
-
四
貰
以
下
、
三
八
頁
以
下
参
照
。
教
授
の
こ
の
理
論
は
、
旧
法
時
代
の
、
「
身
分
法
の
基
礎
理
論
」
(
昭
和
一
四

f
、、

年
)
・
「
身
分
法
の
総
則
的
課
題
」
ハ
昭
和
-
六
年
)
以
来
、
一
貫
し
て
と
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

側
谷
口
知
平
「
親
権
」
(
家
族
問
題
と
家
族
法
町
昭
和
三
二
年
)
二
九
九
頁
、
青
山
道
夫
「
家
族
法
論
」
(
昭
和
三
一
三
年
)
一
九

O
真
。
な
お
中
川
教
授
も
別

な
と
こ
ろ
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
い
わ
ゆ
る
小
家
族
が
原
則
的
型
態
に
な
っ
て
:
:
:
j
〔
〈
る
〕
に
つ
れ
て
、
人
々
は
、
従
っ
て
予
も
、
家

の
も
の
で
あ
る
よ
り
も
、
社
会
の
も
の
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
己
れ
の
子
を
ど
う
し
よ
う
と
親
の
勝
手
だ
と
永
い
間
考
え
ら
れ
て
来
た
の

が
、
社
会
は
、
す
べ
て
の
子
が
餓
え
な
い
よ
う
に
、
病
ま
な
い
よ
う
に
、
楽
し
め
る
よ
う
に
育
て
ら
れ
、
ま
た
成
長
し
て
立
派
な
市
民
と
な
る
よ
う
に
教
え

導
か
れ
る
こ
と
に
深
い
関
心
を
も
つ
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
子
は
親
の
私
物
で
は
な
く
、
社
会
の
公
物
だ
と
さ
れ
、
子
の
福
祉
を
保
障
す
る

¥
』
ノ

ひ
ハ
』
川
町
、
佐
ム
r
b炉
か
骨
秒
か
か
わ
、
世
朴
が
か
か

h
争
い
ん
か
か
わ
o

こ
こ
に
親
権
法
再
度
の
転
調
が
起
る
」
(
中
川
編
註
釈
親
族
法
付
一
回
頁
。
傍
点
筆

者
)

P

僻
，
谷
口
・
前
掲
論
文
。
も
っ
と
も
青
山
教
授
は
‘
親
権
法
の

4

支
配
権
的
性
質
を
否
定
す
る
。

側
支
配
と
い
う
意
味
で
親
権
が
物
権

J

に
類
似
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、
「
子
ど
も
」
を
「
物
」
に
類
似
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

倒
山
木
戸
・
前
掲
事
四
三
頁
(
前
註
倒
参
照
)
。

棚

』

-
P
E
E
r
z
明
白
鳥

Nwss-ω-S同
・
こ
の
論
文
も
、
親
権
の
支
配
権
的
性
質
を
問
題
と
し
、
「
今
日
に
至
つ
て
は
じ
め
て
、
権
利
主
体
を
、
特
定

の
法
律
関
係
に
お
い
て
、
し
か
も
部
分
的
に
せ
よ
、
権
利
客
体
と
把
握
す
る
こ
と
に
低
抗
が
生
じ
て
き
た
。
お
よ
そ
す
べ
て
の
私
権
の
主
体
に
認
め
ら
れ
て

い
る
自
由
と
平
等
は
、
か
つ
て
あ
れ
ほ
ど
広
く
活
用
さ
れ
て
い
た
他
人
の
人
格
に
対
す
る
支
配
権

(Fro-zロ
四
回
目

z
g
z
z
g
F
2
5ロ
)
と
い

う
カ
テ
，
ゴ
り

i
を
粉
砕
せ
し
め
て
い
る
」
と
の
べ
て
い
る

(ω
・∞

3
0

側

ボ

γ
基
本
法
第
六
条
第
二
項
「
子
供
の
育
成
お
よ
び
教
育
は
、
両
親
の
自
然
の
権
利
で
あ
り
、
か
っ
、
何
よ
り
も
ま
ず
両
親
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
論
務
で

あ
る
。
そ
の
実
行
に
た
い
し
て
は
、
国
家
共
同
社
会
が
ζ

れ
を
一
監
視
す
る
o
」
第
三
項
「
子
供
は
、
教
育
権
者
に
故
障
あ
る
場
合
、
ま
た
は
子
供
が
そ
の
他

の
狸
由
で
放
任
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
法
律
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
の
み
、
教
育
権
者
の
意
思
に
反
し
て
家
族
か
ら
引
き
は
な
す
こ
と
が
許
さ
れ

る
o」

t(32) 

福
祉
国
家
と
い
う
観
念
も
い
ろ
い
ろ
と
澗
題

AMgる
こ
と
に
つ
い
て
は
、
磯
野
・
前
掲
論
文
参
照
。
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酎

脇島

子
ど
も
の
権
利
含
基
点
と
し
、
こ
れ
と
の
関
連
で
親
権
一
お
よ
び
国
家
の
役
割
を
把
握
す
る
法
律
構
成
は
、
憲
法
お
よ
び
家
族
法
を
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
中
核
と
す
る
公
法
と
私
法
め
蘭
際
、
レ
き
さ
か
大
げ
さ
に
い
え
ば
全
法
体
系
に
連
な
る
大
問
題
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
£

は
も
と
よ
り
わ
た
く
し

φ
能
力
か
札
ゆ
み
屯
到
盛
お
よ
び
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
た
だ
、
親
子
関
係
の
中
核
を
な
す
親
権
離
悲

に
焦
点
を
あ
わ
ぜ
培
そ
れ
を
千
£
も
の
教
育
と
い
う
側
面
か
b
照
射
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
v
〕
で
ま
ず
も
子
H
G
も
の
権
利
は
吋
い
か
な
る
根
拠
に
も
と
づ
い
て
認
め
ら
れ
、
ま
だ
そ
れ
が
ど
ん
な
内
容
の
権
利
で
あ
る
か
を

確
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

子
ど
も
も
園
長
め
一
人
で
あ
る
以
よ
、
原
則
と
し
て
憲
法
第
三
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
を
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
た
詑
例
外
酌
に
、
あ
る
特
定
の
個
々
の
権
利
は
、
子
ど
も
が
精
神
的
肉
体
的
に
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
直
接
問
題
と

さ
れ
℃
い
な
い
の
で
あ
る
b

し
た
が
ヴ
て
ひ
?
ろ
〈
基
本
的
人
権
一
の
内
容
を
集
中
的
に
表
現
し
た
、
憲
法
第
一
一
一
一
条
の
「
生
命
、
自
由
及
び

幸
福
遁
求
に
対
す
る
権
利
」
こ
そ
、
子
ど
も
の
権
利
の
中
核
を
な
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
基
本
権
は
、
そ
の
包
括
的
な
内
容
の

ゆ
え
に
多
く
の
場
合
他
の
個
別
的
な
基
本
権
と
合
体
し
て
憲
法
上
の
意
味
を
も
っ
て
く
る
が
、
同
時
に
憲
法
各
条
に
個
別
的
に
列
挙
さ
れ

て
い
な
い
も
の
で
、
人
格
的
生
存
に
必
要
な
諸
権
利
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
基
本
権
は
、
そ
こ
か
ら
憲
法
止
め

個
別
的
基
本
権
を
流
出
し
、
ま
た
個
別
化
よ
さ
れ
て
い
な
い
諸
権
利
を
導
き
出
す
源
で
あ
る
。
こ
れ
を
子
ど
も
の
基
本
権
に
つ
い
て
み
る

と
、
こ
の
条
項
か
ら
、
子
ど
も
の
成
背
状
態
に
応
じ
、
か
つ
成
長
に
と
り
不
可
欠
な
個
々
の
具
体
的
権
利
が
発
生
す
る
。
そ
し
て
ニ
の
よ

う
な
権
利
の
ひ
と
つ
の
具
体
例
が
憲
法
第
二
六
条
第
一
項
の
「
教
育
を
受
け
る
権
慢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、
子

ど
も
の
権
利
は
、
基
本
的
一
般
的
に
は
憲
法
第
一
三
条
に
よ
り
、
そ
し
て
個
別
的
に
は
第
二
六
条
第
一
項
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
の
で
あ
る
。
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と
と
ろ
で
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
と
-
れ
ら
の
子
ど
も
の
権
利
を
、
直
ち
に
親
子
関
係
に
お
け
る
子
ど
も
の
親
に
対
す
る
権
利
、
と

い
う
ふ
う
に
も
っ
て
行
く
こ
と
に
は
、
ひ
と
つ
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
憲
法
上
の
権
利
が
私
人
間
に
も
直
接
妥
当
し
て

私
法
上
の
権
利
を
健
生
寸
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
憲
法
学
界
で
は
、
「
憲
法
上
の
権
利
は
、
国
家
に
対
サ
る

人
民
の
権
刺
と
し
て
の
性
質
を
も
り
か
ら
、
私
人
聞
に
お
い
て
は
、
当
然
に
は
妥
当
し
な
い
」
と
い
う
説
が
多
数
を
し
め
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
よ
う
な
理
解
に
は
疑
問
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
近
、
国
家
権
力
と
関
係
の
な
い
私
人
の
行
為
に
よ
っ
て
、
基
本
的
人
権
が
侵
害
せ

ら
れ
る
事
態
が
若
干
の
憲
法
学
者
に
よ
っ
て
注
視
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
今
後
の
憲
法
学
界
の
ひ
と
つ
の
課
題
と
い
え
よ
う
。
そ

れ
は
と
も
か
く
、
西
ド
イ
ツ
の
私
法
学
者
が
、
憲
法
の
な
か
に
は
、
国
家
の
憲
法
だ
け
で
な
く
、
国
家
内
の
生
活
、

さ
ら
に
は
そ
の
生
活

の
ご
断
面
、
大
と
え
ば
経
済
・
社
会
生
活
・
家
族
生
活
・
文
化
生
活
の
憲
法
も
存
す
る
、
こ
の
場
合
に
は
、
自
由
な
人
格
の
領
域
は
固
に

よ
っ
て
尊
重
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
他
の
個
人
の
攻
撃
ー
か
ら
も
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
、
基
本
法
第
二
条
第
二
煩
か
ら

魚
崎
〉

忠
怯
上
の
契
約
自
由
の
原
則
を
導
き
出
し
た
り
、
{
般
的
人
格
権
と
い
う
私
法
上
の
権
利
を
構
成
し
た
り
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

j親権と予，~もの教育を受ける権利

こ
の
問
題
も
ま
た
こ
こ
で
群
論
寸
る
能
力
と
余
裕
が
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
通
常
の
私
人
聞
の
法
律
関
係
と
異
な
り
、
自
ら
の
意
思
に

も
と
り
い
て
権
利
を
行
使
寸
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
の
子
ど
も
の
権
利
は
同
時

に
私
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
し
て
、
乎
ど
も
の
権
利
を
私
人
の
侵
害
か
ら
も
守
る
法
的
構
成
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
子
.
と
も
に
は
宰
福
を
追
求
し
、
そ
の
手
段
と
し
て
教
育
を
受
け
る
権
利
が
あ
り
、
そ
の
権
利
は
、
国
家
に
対
し
て
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
拡
人
に
対
し
て
も
主
張
し
う
る
と
し
V

う
こ
と
が
確
定
さ
れ
よ
う
。

ぞ
れ
モ
は
り
ぎ
に
、
乎
ど
込
の
権
利
と
の
関
係
で
、
両
親
が
そ
の
子
に
対
し
有
し
て
い
る
親
権
は
ど
の
よ
う
に
理
論
構
成
さ
れ
る

バ
き
か
。
民
法
第
八
二

Ob僚
の
「
義
務
」
が
圏
家
社
会
に
対
す
る
も
の
と
い
う
見
解
の
と
り
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
す
れ

ば
、
こ
め
義
務
は
子
ど
も
の
権
剰
に
対
応
す
る
義
務
だ
と
い
う
と
Lι

に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
子
ど
も
は
「
幸
福
追
求
の
権
利
」
を
も
っ
て
い
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ゐ
が
、
司
そ
の
能
力
が
ま
だ
完
全
で
な
い

h
め
自
ら
そ
の
権
利
を
行
使
実
現
で
き
な
い
の
で
、
法
は
親
を
そ
の
義
務
の
第
一
次
的
な
履
行
者

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
権
は
子
ど
も
の
権
利
実
現
の
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
(
川
o

も
と
よ
り
子
ど
も
の
「
幸
福
追
求
の
権
利
」
は
、
そ

の
成
育
の
段
階
に
応
じ
て
具
体
的
内
容
を
回
聞
に
す
る
が
、
同
一
の
段
階
で
も
、
消
極
的
に
、
権
利
の
侵
害
に
対
し
そ
の
回
復
・
実
現
と
い

う
形
で
作
用
す
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
積
極
的
に
、
自
ら
を
精
神
的
肉
体
的
お
よ
び
社
会
的
能
力
者
に
養
育
す
る
よ
う
要
求
す
る
権
利
を

も
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
子
ど
も
の
権
利
に
対
応
し
て
、
親
権
者
た
る
親
は
、
前
者
の
場
合
に
つ
き
侵
害
が
国
家
あ
る
い
は
他
の
者

に
よ
る
と
き
は
子
ど
も
の
権
利
を
代
行
し
べ
後
者
の
権
利
実
現
に
関
し
て
は
、
場
合
に
よ
り
そ
の
目
的
の
範
囲
内
で
子
ど
も
自
身
を
拘
束

す
る
権
利
を
も
ゆ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
侵
害
が
親
に
よ
る
と
き
、
あ
る
い
は
親
が
子
ど
も
に
対
す
る
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
子
が

そ
の
回
復
1

義
務
履
宥
を
親
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
国
家
機
関
が
そ
れ
を
支
持
援
助
す
る
。

親
権
喪
失
等
の
制
度
も
こ
の
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
右
の
よ
う
な
親
権
概
念
か
ら
は
、
親
の
教
育
権
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
か
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
明
治
憲
法
下
の

義
務
敬
育
制
度
の
も
と
で
は
じ
め
か
ら
、
子
ど
も
の
教
育
は
す
ぐ
れ
て
国
家
の
管
轄
事
項
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
公
法
体
系
に
組
み
込
ま

れ
て
い
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
親
族
法
の
教
科
書
・
概
説
書
で
こ
の
問
題
が
積
極
的
に
取
扱
わ
れ
て
い
な
い
が
、
諸
外
国
で
は
宗
教
教
育

の
問
題
と
も
か
ら
ん
で
、
親
権
を
説
明
す
る
さ
い
に
大
き
く
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
一
併
と
こ
で
諸
外
国
の
立
法
例
や
学
説
を
紹
介
す

る
こ
と
は
控
え
る
が
、
た
と
え
ば
さ
き
に
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
い
う
と
、
ワ
イ
マ
l
ル
憲
法
が
第
一
二

O
条
で
、
「
子
を
教

育
し
て
、
肉
体
的
、
精
神
的
お
よ
び
社
会
的
に
有
能
に
や
る
こ
と
は
、
両
親
の
最
高
の
義
務
で
あ
り
、
か
つ
自
然
的
権
利
で
あ
っ
て
、
そ

の
実
行
に
の
い
て
は
、
国
家
共
同
社
会
が
こ
れ
を
監
督
す
る
」
と
定
め
て
以
来
、
親
の
教
育
権
と
国
家
の
教
育
行
政
権
の
ど
ち
ら
が
優
先

オ
る
か
で
論
争
が
あ
り
、
ナ
チ
の
台
頭
に
と
も
な
っ
て
教
育
行
政
権
優
位
の
思
想
が
確
立
さ
れ
て
行
っ
た
よ
う
で
あ
あ

m
H
V

ボ
シ
基
本
第
六

条
が
親
の
教
育
権
を
強
調
し
)
そ
の
剥
奪
は
、
「
教
育
権
者
に
故
障
あ
る
場
合
、
ま
た
は
子
ど
も
が
そ
の
他
の
理
由
で
放
任
さ
れ
る
お
そ
れ

北法 14(3・4-60)444
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の
あ
る
場
合
に
、
法
律
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
の
み
」
戸
第
三
項
〉
許
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
運
命
に
対
す
る

深
い
反
省
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
《
問
。
と
こ
ろ
で
わ
が
国
で
も
、
親
の
子
に
対
す
る
教
育
権
は
前
国
家
的
・
始
源
的
な
自
然
権
で
あ
る

と
げ
見
解
が
有
カ
で
あ

M
V
し
か
し
そ
の
自
然
権
問
教
育
権
の
正
当
根
拠
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
方
を
と
ろ
う
と
も
、
わ
れ
わ
れ
が
こ

れ
ま
で
と
っ
て
き
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
子
ど
も
の
広
い
意
味
で
の
教
育
を
受
け
る
権
利
に
対
応
す
る
も
の
だ
と
把
握
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
づ
ま
り
親
の
教
育
権
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
子
ど
も
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
実
現
す
る
義
務
で
あ
り
、
子
ど
も
の
権

利
が
親
応
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
国
家
社
会
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
親
の
義
務
が
権
利
的
色
彩
を
も
っ
て
く
る
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
子
ど
も
の
権
利
が
自
然
的
か
つ
最
高
の
権
利
と
す
る
な
ら
ば
、
子
ど
も
と
の
自
然
的
血
縁
を
通
し
て
子
ど
も
の
権
利

を
実
現
す
叫
門
会
葬
一
次
的
義
務
者
と
さ
れ
て
い
る
親
の
義
務
は
最
高
の
義
務
で
あ
り
、
さ
ら
に
園
家
社
会
に
対
す
る
関
係
で
は
親
の
教
育

権
は
自
然
的
か
つ
最
高
の
権
利
と
な
る
、
と
も
い
い
え
よ
う
。
{
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ま
た
、
親
が
教
育
権
者
と
し
て
国
家
社
会
に
何

を
要
求
し
ろ
る
か
は
、
子
ど
も
の
「
教
育
を
受
け
る
権
刺
」
の
具
体
的
内
容
に
よ
っ
て
定
ま
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
憲
法
第
二
六
条
の
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
内
容
は
公
法
と
く
に
憲
法
固
有
の
問
題
な
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

三
さ
い
ご
に
、
子
ど
も
の
監
護
教
育
と
い
う
局
面
で
国
家
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
う
る
か
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と

か
ら
お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
子
ど
も
の
権
利
は
、
親
に
対
し
て
の
み
で
な
く
、
国
家
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
子
ど
も
の
権
利
に
対
応
す
る
義
務
の
履
行
こ
そ
ま
さ
に
そ
こ
で
は
た
す
べ
き
国
家
の
役
割
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も

の
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
国
家
が
、
子
ど
も
の
福
祉
の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
施
策
を
と
る
こ
と
は
、
親
心
的
な
恩
恵
で

も
、
ま
た
権
利
の
行
使
で
も
な
く
、
国
家
の
義
務
の
履
行
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
両
親
が
第
一
次
的
な
義
務
者
で
あ
る
が
)
国
家

一
ソ
ノ

も
第
二
次
的
に
、
か
つ
両
親
と
並
ゐ
で
義
務
者
て
&
る
か
ら
、

f

積
極
的
に
子
ど
も
の
養
育
の
た
め
の
施
策
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
み
な

ら
ず
、
つ
ね
に
親
の
義
務
履
行
に
気
を
配
り
、
も
し
子
ど
も
の
権
利
に
対
す
る
侵
害
が
親
で
あ
る
と
き
は
、
子
ど
も
の
権
利
の
回
復
実
現

北法 14(8・4-"61)445 
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の
た
め
に
、
子
ど
も
の
権
剰
行
使
を
支
持
援
助
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
家
庭
裁
判
所
等
を
通
し
て
の
親
権
に
対
す
る
千

捗
制
限
ハ
た
と
え
ば
民
法
第
八
豆
四
条
以
下
ν
は
こ
の
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。

重量

右
の
こ
と
は
、
子
ど
も
の
教
育
に
闘
し
て
の
国
家
の
役
割
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
要
す
る
に
、
国
家
は
子
ど
も
の
「
教
育
を
受
け
る
権

利
』
を
保
障
寸
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
国
家
教
育
権
と
い
う
思
想
の
入
る
余
地
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
課
程
を
統
制

し
て
特
定
の
価
値
体
系
を
子
ど
も
に
教
え
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
(
た
と
え
ば
道
徳
教
育
)
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
教
師
の

教
有
権
の
独
立
性
に
関
す
る
問
題
は
一
応
別
と
し
て
、
こ
れ
も
子
ど
も
の
教
育
を
受
け
る
権
利
の
内
容
と
関
連
し
て
答
え
ら
れ
る
べ
き
で

あ
り
さ
ら
に
、
憲
法
第
二
六
条
第
三
項
は
親
権
者
に
「
子
女
に
普
通
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
」
を
課
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ

ん
明
輪
憲
法
下
の
載
務
教
育
と
そ
の
意
味
を
ま
り
た
く
異
に
し
、
「
子
女
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
積
極
的
に
保
障
す
る
た
め
に
、
保
護
者

の
『
散
育
の
自
由
l

p

(

教
育

L
な
い
自
由
〕
に
対
し
て
制
約
を
加
え
」
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

間
「
拳
穣
追
求
の
権
利
」
に
関
す
る
最
近
の
す
ぐ
れ
た
研
究
と
し

τ、
種
谷
春
洋
‘
法
学
教
室
七
号
(
昭
和
三
八
年
)
三

O
頁
参
照
。

削
脚
念
井
憲
司
「
晶
楓
脊
を
一
受
け
る
蝿
明
利
と
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
」
法
学
教
室
七
号
(
昭
和
三
八
年
)
一
二
二
頁
以
下
参
照
。
こ
の
権
利
の
性
質
お
よ
び
具
体

的
内
容
を
ど
の
よ
う
に
み
る
か
に
つ
い
て
は
、
兼
子
・
前
掲
書
七

O
頁
以
下
参
照
。

間
森
順
次
「
憲
法
上
の
基
本
的
人
権
の
保
障
と
私
人
間
の
法
律
関
係
」
法
学
教
室
五
号
(
昭
和
三
七
年
)
一
一
八
頁
以
下
に
、
わ
が
国
憲
法
学
の
学
説
の
み
な

ら
予
諸
外
国
の
学
説
・
判
例
・
立
法
例
が
要
領
よ
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

制
動
向
解
岡
本
国
憲
法
上
巻
仙
判
(
昭
和
二
八
年
)
二
九
九
案
。
そ
の
他
で
は
た
と
え
ば
宮
沢
俊
義
「
日
本
国
憲
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
」
(
昭
和
一
三

O
年

三

九

O

買
な
ど
。

間

宮

沢

「

憲

法

E
」
ハ
法
律
学
全
集
・
照
和
三
四
年
〉
一
一
四
頁
以
下
。

側
五
十
嵐
清
「
ボ
ン
若
本
法
と
契
約
の
自
由
」
(
北
大
法
学
論
集
第
一

O
巻
合
併
号
・
昭
和
三
五
年
〉
五
一
一
貝
。
な
お
悶
「
西
ド
イ
ツ
民
法
学
の
現
況
」
(
北

大
法
学
論
集
第
一
一
巻
↓
号
・
昭
和
三
五
年
〉
八
四
貰
参
照
。

朝
永
井
・
前
掲
説
文
位
、
同
少
な
く
と
も
、
幸
福
富
求
の
権
利
は
、
憲
法
上
の
権
利
の
み
な
ら
ず
、
私
法
上
の
権
利
を
も
含
む
も
の
」
と
解
し
て
い
る
合
二

:u:、1，H '.3・4-1，2)441i 
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頁
)
。
ま
た
の
巾

g
rロ
raH
の
論
文
が
、
基
本
法
第
二
条
第
一
項
と
関
連
し
て
親
権
概
念
の
再
構
成
を
試
み
て
い
る
こ
と
は
前
註
側
参
照
。

側
磯
野
・
前
掲
論
文
三
八
頁
参
照
。
な
お
の

AWHgygFH
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ボ
ン
基
本
法
第
二
条
第
一
項
は
、
殺
権
を
、
自
ら
に
よ
る
自
己

実
現
を
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
な
い
青
少
年
に
、
そ
の
生
活
面
で
の
人
格
の
妙
味
あ
る
発
展
を
確
実
に
し
、
も
し
成
熟
す
れ
ば
能
力
が
付
与
さ
れ
る
と
す
る
と
、

そ
の
目
的
の
た
め
責
任
あ
る
人
格
と
し
て
成
育
す
る
よ
う
十
分
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
、
手
段
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」
(
明
ω
B同
N
・

5
8・
ω
・申
N
)

削
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
、
同
・

5
同
S
F
E同
開
包

5
9
列
2
5
h
g
F
R
R
r
f
串

E
2
4
5
p
ω
・
界
ロ
印
片
山
田

-
c
r
g
p
u
d己
H
m
n
v
g
F邑
l

5
5
r
F
ω
〉ロ

P
5
8・
m
-
E串
l
少
回
。
昆
の
・
回

SFBOH-
回
ロ

E
r
a
p
tロ
含

?
E
H
m色
村
ro剛

NRE--∞
2
・∞・

5
E
C
-
F
F
R
r
0・
司
自
己

E
S
E
-
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Z
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(
同
庁
同
の

8
3
2同
町
忠
臣
・

)
S
F
g
g・

制
ヲ
i
ト
ブ
ル
フ
「
法
学
入
門
」
〈
ラ
i
ト
ブ
ル
フ
著
作
集

3
・
碧
海
訳
)
一
一
四
頁
参
照
。
な
お
前
註
制
刷
参
照
。

幽
田
中
耕
太
郎
「
教
育
基
本
法
の
理
論
」
(
昭
和
三
六
年
)
一
五
回
頁
以
下
、
宗
像
誠
也
「
教
育
と
教
育
政
策
」
(
岩
波
新
書
・
昭
和
三
六
年
)
四
六
頁
以
下
。

宗
像
教
授
は
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
や
ボ
ン
基
本
法
を
考
察
し
た
後
、
「
私
は
、
教
育
に
関
す
る
親
の
発
言
権
を
、
よ
り
高
い
次
元
で
1

1
と
い
う
こ
と
は
、
最
高

の
義
務
を
と
も
な
う
自
然
的
権
利
と
し
て
の
自
覚
に
立
つ
も
の
と
し
て
|
|
、
強
化
す
べ
き
だ
、
と
い
う
結
論
に
な
る
ほ
か
な
い
と
思
え
そ
の
こ
と
は
、

子
の
発
言
権
を
強
く
す
る
一
方
、
親
の
国
に
対
字
る
、
教
育
行
政
権
に
対
す
る
、
発
言
権
を
強
く
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
も
い
え
よ
う
』
と
さ
れ
る
(
五

八
東
Y

制
兼
子
・
前
掲
書
七
』
頁
は
、
「
能
力
」
以
外
の
点
で
は
教
育
上
不
平
等
に
扱
わ
れ
な
い
こ
と
、
義
務
教
育
学
校
で
は
授
業
料
は
無
償
と
さ
れ
る
こ
と
、
教
育

を
う
け
る
に
あ
た
り
児
童
生
徒
が
思
想
・
信
教
の
自
由
お
よ
び
学
問
の
自
由
を
侵
さ
れ
な
い
こ
と
、
の
三
つ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
直
接
に

具
体
的
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。

側
兼
子
・
前
掲
書
一
一
六
頁
以
下
に
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

間
憲
法
が
思
想
・
信
教
の
自
由
お
よ
び
学
問
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
が
放
に
、
子
ど
も
の
教
育
を
受
け
る
権
利
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、
少
な
く
と
も
「
中

泣
な
敏
宙
開
金
受
け
る
権
利
l

』
が
含
ま
れ
て
い
あ
注
解
す
る
な
ら
ば
、
之
の
問
題
は
否
定
的
に
解
答
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
兼
子
・
前
掲
書
一
二
六
頁
以
下
参

照。

， 
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‘ 

説

岬
兼
子
・
前
掲
書
七
二
頁
。
な
お
堀
尾
・
前
掲
論
文
二
一
三
頁
は
、
「
教
育
に
対
す
る
公
的
配
慮
の
実
質
は
、
親
義
務
の
共
同
化
ハ
私
事
の
組
織
化
》
で
あ

り
、
公
教
育
は
親
の
任
務
の
補
完
代
替
的
機
能
を
も
つ
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。

論

五

以
上
親
権
概
念
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
問
題
を
提
起
し
な
が
ら
、
極
め
て
大
そ
れ
た
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
大
ざ
っ
ぱ
な
論
述

を
行
な
っ
て
き
た
。
具
体
的
に
個
々
の
規
定
の
解
釈
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
抽
象
的
な
議
論
に
終
始
し
た
が
、
と
も
か

く
問
題
提
起
の
役
割
を
は
た
せ
れ
ば
幸
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
、
親
権
概
念
発
展
の
歴
史
や
個
々
の
規
定
と
り
わ
け
法
定
代
理
制
度
の
検

討
を
通
し
て
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
私
自
身
の
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
一
九
六
回
、

一、
一
四
〉
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