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憲
法
院
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よ
る

法
律
の
憲
法
瀧
合
的
解
釈
に
関
す
る

は
じ
め
い

為
一
童
日
ポ
こ
ブ
一
ソ
ノ
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に
お
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従
来
の
一
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部
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本
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"見

人
河
原
品
夫
に
よ
る
議
論

蛇
原
健
介
に
よ
る
ぷ
論

第
一
今
月
以

第
一
頃

(
以
上
木
せ
)

ーふ
i師

第
二
節
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
従
点
か
ら
の
訣
論

ー
解
釈
留
保
の
起
源
と
、
フ
ラ
ン
ス
公
法
雑
誌

(
R
D
P
)

第
三
節
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
解
釈
間
保
の
吸
わ
れ
む

第
川
刊
節
小
指
1
初
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
議
論
と
、
日
本
に
お
け
る
議
論
と
の
関
係

以
前
一
章
芯
法
院
に
よ
る
解
釈
留
保
付
き
諸
判
決

第
一
章
現
伝
の
一
読
論
J
河
川
保
の
一
一
分
類
論
と
、
単
一
性
質
論

第
四
章
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
判
決
に
お
け
る
僻
釈
留
保
の
白
衣

川
市
内
章
日
本
の
段
以
同
裁
判
決
に
お
い
て
肘
い
ら
れ
た
什
窓
限
定
解
釈
の
持
評
価

結
び
に
か
え
て

に
お
け
る
窓
法
院
判
決
の
吸
わ
れ
ん

は
じ
め
に

合
憲
限
定
解
釈
ー
と
は
っ

合
名
限
定
解
釈
は

般
に
、
「
注
憲
と
小
わ
れ
て
い
る
法
規
に
つ
き
、
広
狭
二
義
の
解
釈
が
法
丈
上
は
可
能
に
見
え
、
広
義
の
解
釈
を

と
る
と
法
が
追
憲
と
な
り
、
ま
た
は
違
憲
と
な
る
疑
い
が
強
い
場
合
、
憲
法
に
照
ら
し
法
解
釈
を

L
、
憲
法
上
問
題
の
な
い
狭
義
の
解
釈
を

jti士58¥2・2)492



導
く
」
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
判
決
子
法
で
あ
る
υ

こ
の
よ
う
に
合
憲
限
定
解
釈
は
、
広
川
抗

つ
の
解
釈
が
成
り
立
ち
う
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
、
そ
の
巾
か
ら
合
憲
と
な
る
方
を
選
択
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
υ

こ
の
手
法
の
最
大
の
メ
リ
y
ト
は
、
退
官
思
の
疑

い
の
あ
る
法
律
そ
の
も
の
は
合
憲
ー
と
し
つ
つ
、
そ
の
法
律
の
よ
り
憲
法
適
合
的
な
運
用
を
可
能
に
し
う
る
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
結

果
、
人
権
保
嘩
が
よ
り
促
進
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
c

他
上
刀
で
そ
れ
が
抱
え
る
限
界
や
問
題
と
し
て
、
行
き
過
ぎ
る
と
裁
判
令
に
よ
る

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

法
律
の
存
き
換
え
、
す
な
わ
ち
事
実
上
の
烹
法
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
、
法
律
の
『
止
一
口
と
実
際
に
適
川
さ
れ
る
内
容
と
が
か
け
離
れ

た
も
の
に
な
り
、
そ
の
結
果
、

か
え
っ
て
法
律
の
坦
用
が
あ
い
ま
い
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
、
法
的
安
定
住
を
宮
川
し
か
ね
な
い
こ
と
、
ま
た

川
事
法
の
場
合
に
は
、
そ
の
予
見
機
能
を
阻
害
し
、
構
成
要
件
の
小
明
確
性
を
導
い
て
し
ま
い
か
ね
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
本
米
な
ら
ば

違
憲
と
す
べ
き
法
律
や
条
頃
ま
で
、
解
釈
に
よ
っ
て
救
済
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
こ
と
な
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
c

こ
の
手
法
は
、
司
法
消

極
主
義
的
な
迫
窓
審
賓
の
あ
り
方
を
川
提
と
し
て
、
法
令
に
つ
い
て
は
合
憲
性
の
推
定
原
則
が
働
い
て
い
る
こ
と
や
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る

へつ三

憲
法
判
断
回
避
の
原
則
か
ら
説
明
き
れ
る
こ
と
が
多
い
コ

と
こ
ろ
で
藤
井
俊
夫
は
、
合
憲
限
ハ
正
解
釈
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
生
米
右
で
見
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
、
こ
の
原
則
は
夫

際
上
、
「
通
市
の
解
釈
に
よ
れ
ば
這
憲
と
忠
わ
れ
る
よ
う
な
嵐
山
ん
を
も
、
書
法
の
組
旨
に
合
わ
せ
て
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
合
憲

「

3

と
す
る
た
め
の
判
決
技
術
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
も
の
と
川
い
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
、
こ
の
広
狭
一
義
の
解
釈
の
存
存
と
い
う
も

の
が
も
は
や
前
提
と
き
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
コ
そ
し
て
こ
こ
ま
で
の
附
百
は
し
な
い
も
の
の
、
合
憲
限
定
解
釈
が
、
「
法

律
を
合
憲
と
判
断
す
る
」
ー
と
い
う
円
的
の
も
と
で
川
い
ら
れ
、
そ
の
結
果
広
狭
二
義
(
も
し
く
は
そ
れ
以
卜
)

の
解
釈
の
存
在
を
前
提
と
す

北法58(2-3)493

る
、
と
い
う
前
提
が
微
妙
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
じ

た
と
え
ば
高
橋
和
之
は
、
合
意
限
定
解
釈
に
つ
い
て
、
「
あ
る
法
律
が
違
憲
(
の
疑
い
)
を
含
む
と
き
、
そ
れ
を
除
去
す
る
よ
う
な
玄
昧

に
法
律
の
意
味
を
解
釈
す
る
」
も
の
で
、
「
達
憲
と
な
り
う
る
よ
う
な
解
釈
も
法
律
そ
の
も
の
の
解
釈
と
し
て
は
十
分
可
能
」
な
場
合
、
よ



"見

り
端
的
に
い
え
ば
、
「
そ
の
よ
う
な
解
釈
こ
そ
が
法
律
の
も
っ
と
も
素
直
な
読
み
ん
で
あ
る
と
い
う
場
合
」
に
川
い
ら
れ
る
の
が
通
市
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
υ

す
な
わ
ち
、
ご
く
詳
通
に
成
り
立
ち
う
る
い
く
つ
か
の
解
釈
の
巾
か
ら
合
憲
の
も
の
を
選
択
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む

北法58¥2・4)494

ーふ
i師

し
ろ
普
通
に
読
め
ば
進
憲
と
な
る
が
、
そ
れ
を
何
と
か
合
憲
ー
と
し
う
る
よ
う
な
「
府
釈
」
を
導
き
出
す
、
あ
る
い
は
探
し
出
す
と
い
う
ほ
う

が
よ
り
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
じ

も
っ
と
も
高
橋
和
之
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
合
憲
限
正
解
釈
の
千
法
を
合
定
的
に
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
千
法
に
は
、
「
法

f

止
の
E
u
mを
合
憲
的
な
も
の
へ
と
固
定
す
る
」
合
憲
部
分
山
ー
ピ
型
と
、
「
法

f

止
の
も
ち
う
る
迫
憲
的
(
あ
る
い
は
違
憲
の
疑
い
の
あ
る
)
志

味
を
山
ど
す
る
」
違
憲
部
分
間
定
刑
の
二
つ
が
あ
り
う
る
と
分
析
し
た
上
で
、
さ
ら
に
、
こ
の
手
法
が
仏
く
注
リ
さ
れ
た
の
は
全
逓
東
京

中
郵
事
件
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
川
か
ら
最
高
裁
判
決
の
中
で
何
度
も
採
川
さ
れ
て
お
り
、
「
主
山
卜
判
断
に
入
っ
た
場
合
、

般
的
に
百

え
ば
、
違
憲
と
す
る
よ
り
は
合
憲
限
ど
解
釈
を
す
る
方
が
立
法
部
の
判
断
を
尊
重
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
同
法
消
極
主
義
の
す
場
か
ら
は

き
わ
め
て
斗
扶
の
ル

l
ル
と
い
っ
て
よ
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
合
憲
限
定
解
釈
を
ひ
と
つ
の
手
法
と
し
て
両
く
詐
何
し
て
い
る
ロ

ま
た

μ
松
秀
典
は
、
合
憲
限
定
解
釈
と
は
、
「
あ
る
法
令
に
つ
い
て
遺
書
山
の
疑
い
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
疑
い
を
除
土
す
る
よ

う
に
法
令
の
意
味
を
解
釈
す
る
手
法
」
と
し
て
い
る
c

そ
し
て
、
こ
の
手
法
が
行
使
さ
れ
て
い
る
と
き
、
「
そ
こ
で
解
釈
の
対
象
と
な
っ
て

一
義
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
」
と
指
摘
す
る
こ
と
で
、
ム
円
高

h

限
定

い
る
法
令
の
規
J

疋
は
、
広
狭

解
釈
は
、
広
狭
一
義
の
解
釈
を
前
促
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
υ

し
か
し
続
け
て
、
「
広
狭
一
売
の
解
釈
可
能
性
と
い
う

こ
と
は
、
客
観
的
、

一
律
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
狭
い
意
味
に
限
定
し
て
肝
釈
さ
れ
た
こ
と
が
適
正
な
も

一日一

の
か
ヴ
か
を
め
ぐ
っ
て
、
論
議
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ム
門
書
Z

限
定
解
釈
の
正
巾
I
牲
を
め
ぐ
り
、
広
狭

一
義
の
解
釈
の
川
能
件
、

よ
り
端
的
に
い
え
ば
狭
い
解
釈
が
成
り
立
つ
判
能
性
が
あ
っ
た
か
と
う
か
が
争
点
と
な
り
え
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
か
ぎ
り
で
、
合
憲
限
定
解
釈
は
ぷ
欽
一
義
の
解
釈
叫
能
性
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
一
不
す
と
同
時
に
、
現
実
の
合
憲
限



定
解
釈
で
は
、
実
際
に
広
狭
二
義
の
解
釈
川
能
件
の
七
什
下
川
口
が
引
い
と
な
る
よ
う
な
「
解
釈
」
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
つ

も
っ
と
も
一
円
怯
秀
典
も
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
合
憲
限
定
解
釈
を
芹
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
っ
こ
の
手
法
が
川
い
ら
れ
る
の
は
、
法
律
の
ん
u

帯
百
件
比
{
疋
の
原
則
ー
と
、
「
前
釈
に
よ
り
紋
え
る
な
ら
ば
法
令
に
刻
す
る
進
憲
の
判
附
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
絞
判
所
に
求
め
ら
れ

る
一
般
原
則
」
、
す
な
わ
ち
「
付
随
審
査
制
の
下
で
は
、
当
該
事
件
の
解
決
と
の
闘
係
で
丈
而
審
木
材
を
す
る
の
だ
か
ら
、

一
般
的
抽
象
的

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

に
法
令
を
注
意
と
判
断
す
る
よ
う
な
審
査
は
避
け
、
解
釈
に
よ
り
合
憲
と
す
る
余
地
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
法
令
を
適
用
し
て

訴
訟
・
事
件
を
解
決
す
る
こ
と
が
裁
判
所
の
役
割
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
円
松
秀
典
、
は
、
最
高
裁
判
所
が
と

の
よ
う
な
刈
決
を
下
し
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
内
容
の
憲
法
が
妥
山
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
、
五
た
る
関
心
を

お
き
つ
つ
記
述
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
手
法
の
是
非
の
評
判
川
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
高
橋
和
之
と
同
体
に
、
最
高

裁
判
所
が
川
い
る
ひ
と
つ
の
あ
り
う
る
子
法
と
見
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
一
円
怯
秀
典
は
、
実
際
に
最
尚
裁
判
所
の
判
決
を
見
る
と
、
合
憲
限
定
解
釈
の
子
法
を
用
い
る
例
は
か
な
り
顕
著
で
あ
る
う
え
に
、

(

刊

)

一

山

一

「
そ
の
頻
度
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
霊
安
憲
法
訴
訟
に
刻
し
て
川
い
ら
れ
る
例
を
よ
く
見
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
児

て
み
る
と
、
人
権
保
障
を
促
進
す
る
た
め
に
こ
の
手
法
を
用
い
る
、
人
権
保
障
促
進
型
と
、
立
法
を

uh一
化
す
る
た
め
に
こ
の
手
法
を
用
い

「幻一

る
、
立
法
正
心
一
化
型
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
る
つ
こ
の
う
ち
、
前
苫
の

「
人
権
保
障
促
逆
型
台
憲
限

定
解
釈
」
は
、
「
限
ら
れ
た
領
域
に
お
け
る
一
定
時
期
で
の
展
開
を
み
せ
た
に
す
ぎ
」
な
い
と
し
、
日
ハ
休
的
に
は
、
公
務
員
の
労
働
基
本
権

(お、

に
関
す
る
分
野
で
の
判
決
、
た
と
え
ば
全
逓
央
i

京
中
郵
事
件
な
ど
で
こ
の
手
法
が
と
ら
れ
た
が
、
の
ち
に
労
働
基
本
権
に
関
す
る
分
野
に

つ
い
て
は
「
回取
同
裁
判
所
白
身
ヴ
{
止
し
た
た
め
、
判
例
法
上
の
牛
命
は
な
く
」
な
っ
て
い
る
と
い
う
c

そ
し
て
他
方
で
、
後
者
の

北法58(2-5)49;;

「
立
法

正
当
化
型
台
市
型
限
定
解
釈
」
と
称
す
べ
き
「
人
権
保
障
に
配
慮
す
る
よ
り
も
、
立
法
の
止
ψ
l
件
を
維
持
す
る
こ
と
を
専
ら
の
日
的
と
し
て
な釘一

さ
れ
る
合
憲
隈
{
疋
解
釈
」
は
、

最
高
裁
判
所
が
積
極
的
に
採
川
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
、
ー
侃
同
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
刊



"見

や
税
関
検
査
事
件
な
ど
を
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
権
保
障
型
が
衰
退
し
立
法
正
当
化
型
が
積
極
的
に
川
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
「
回取
高
裁
判
所
が
公
務
員
の
人
権
保
障
の
何
伯
よ
り
も
、
制
限
努
止
立
法
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
利
益
(
公
共
の
福
判
)

ーふ
i師

の
ほ
う
を
優
先
し
た
か
ら
」
で
あ
る
と
戸
松
秀
典
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
今
け
の
最
高
裁
判
所
の
諸
判
決
を
前
提
ー
と
す
る
限
り
で
、

ム
Z
E限
定
解
釈
が
権
利
投
治
に
積
械
的
役
ー
割
を
果
た
す
可
能
性
は
な
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
c

一
戸
松
秀
興
も
、
高
橋
和
之
と
同
様
に
、
台
市
型
限
定
解
釈
の
千
法
を
ひ
と
つ
の
あ
り
う
る
子
法
と
一
計
何
し
て
い
る
の
だ
が
、

一
戸
松
秀
典
は
最

高
裁
判
所
の
判
例
の
傾
向
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
手
法
が
権
利
救
泊
に
積
極
的
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
合
憲
限
定
解
釈
の
利
点
ー
と
し
て
、
法
律
を
進
憲
と
す
る
こ
と
な
し
に
、

よ
り
憲
法
適
台
的

な
法
律
の
適
用
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
白
'
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
今
日
の
日
本
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
っ
た
こ

と
は
い
え
な
い
と
般
に
一
計
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
つ

合
憲
限
定
解
釈
の
内
詐
仙
の
志
義
ー
こ
そ
の
必
要
性

合
憲
限
定
解
釈
に
対
し
て
は
、
現
状
で
そ
れ
が
果
た
し
て
い
る
機
能
、

つ
ま
り
わ
に
見
た
よ
う
に
、
叶
斗V

疑
い
が
濃
い
法
律
を
救
、
つ
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
批
判
が
あ
る
コ
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
、
そ
う
い
っ
た
現
実
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
が
、
合
憲
限
定
解
釈
を
論
じ
る
際
に
、
そ
れ
が
人
権
を
守
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
段
と
し
て
役
す
ち
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
し
ば
し

ば
強
調
さ
れ
て
い
る
c

た
と
え
ば
芦
部
信
吾
は
、
「
合
憲
限
定
解
釈
の
合
川
内
性
は
、
法
律
の
適
川
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
基
本
的
人
権
保
障
の
趣
旨
に

反
し
な
い
結
果
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
決
め
手
に
な
る
J

「
隈
'
疋
解
釈
の
限
界
は
、
当
該
解
釈
が
完
体
的
適
J

川
子
続
の
制
点
か

jti士58¥2・6)4併1



ー

、

〉

今

、

F
し
乙
て

高山

ど
れ
ほ
ど
個
々
の
人
権
保
障
の
趣
旨
目
的
に
忠
実
で
あ
る
か
合
か
と
い
う
点
と
も
い
首
按
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
」

で
あ

る
と
か
、
「
構
成
要
件
の
限
疋
解
釈
の
隈
界
は
、
当
該
解
釈
が
ど
れ
ほ
ど
憲
法
上
の
側
々
の
人
権
保
障
の
趣

U
H
-
U的
に
忠
実
で
あ
る
か
芹

か
と
い
う
点
と
密
接
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
」
な
と
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ー
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
、
要
す
る
に
、
と
の
よ
う
に
解
釈

し
た
か
、

と
い
う
問
題
で
は
な
く
て
、
と
の
よ
う
な
結
果
を
附
し
た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
一
詐
何
で
あ
る
c

こ
の
結
果
、
広
狭
二
義
の

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

解
釈
の
存
在
叫
能
性
と
い
っ
た
問
題
は
背
景
に
退
き
、
最
高
裁
が
と
る
司
法
消
椋
↓
丁
義
的
な
立
場
を
則
一
提
と
し
て
、
あ
る
い
は
可
法
消
極
土

義
的
な
審
交
が
担
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
か
に
法
律
を
退
憲
と
す
る
こ
と
な
し
に
人
権
保
障
の
実
を
あ
げ
う
る
か
と

い
う
、
ま
さ
に
「
払
米
」
を
追
い
求
め
る
こ
と
が
問
題
ー
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
「
結
米
」
思
考
の
中
で
、
一
公
務
員
の
労
働
基
本
権
に
関
す
る
諸
判
決
に
お
い
て
川
い
ら
れ
た
台
憲
限
定
解
釈
は
、
憲
法
学
者

そ
こ
で
専
か
れ
た
結
果
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
品
い
詳
何
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
っ
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

冶

》

t
、

ふけ
ω
戸
L
Y
)

ド
l
H

、t

J

-

一

し

/

ナ
f
h

い
い
か
な
る
解
釈
を
施
し
た
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
解
釈
の
限
界
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
な
ど
と
批
判
を
浴
び
、
最
終
的
に
最
丙
裁
は

そ
の
?
札
坊
を
捨
て
土
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
ワ
た
。

つ
ま
り
、
合
憲
限
定
解
釈
は
人
権
以
済
に
役
7
4
つ
と
い
う
メ
リ
y
卜
が
あ
る
と
い
う
用

解
が
、
か
え
っ
て
、
あ
り
う
る
複
数
の
解
釈
の
中
か
ら
在
法
適
ム
門
的
な
解
釈
を
選
択
す
る
と
い
う
合
恵
限
定
解
釈
の
本
来
の
山
発
点
か
ら
緋

れ
る
こ
と
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
促
進
し
、
不
明
僻
性
の
治
大
や
裁
判
円
に
よ
る
立
法
行
為
に
な
る
と
い
っ
た
、
欠
点
を
増
幅
す
る
よ

う
な
結
県
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
-

結
局
最
日
裁
判
所
は
、
全
逓
央
i

京
中
郵
事
件
以
米
の
、
公
務
只
の
労
働
茶
本
権
に
関
す
る
諸
判
決
、
と
り
わ
け
都
教
組
ポ
什
と
全
司
法
仙

台
事
件
に
お
い
て
自
ら
が
下
し
た
判
決
に
お
い
て
採
用
し
た
、
い
わ
ゆ
る
二
重
の
絞
り
の
台
憲
限
定
解
釈
に
対
し
て
、
全
農
林
嘗
職
法
事
刊

北法58(2-7)497

に
お
い
て
、
そ
の
限
定
解
釈
の
あ
り
方
の
あ
い
ま
い
さ
を
批
判

L
、
「
不
明
岬
仰
な
限
定
解
釈
は
、

を
失
わ
せ
る
こ
と
と
な
り
、

か
え
っ
て
犯
罪
構
成
要
件
の
保
障
的
機
能

そ
の
明
確
性
を
袋
請
す
る
憲
法
一
一
条
に
違
反
す
る
疑
い
す
ら
存
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
υ

最
高
裁
の
こ
の



"見

判
決
の
立
場
に
与
す
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
の
祁
判
決
は
、
望
む
結
果
を
追
い
求
め
る
あ
ま
り
、
か
え
っ
て
台
憲
限
定
解
釈
の

ーふ
i師

に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
解
釈
が
そ
も
そ
も
証
理
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
孔
得
力
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
ー
と
い
う
こ
と

が
間
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
c

jti士58¥2・お)4悦3

思
い
刊
の
一
つ
が
顕
著
に
現
れ
た
事
例
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
、
っ
。
ま
き
に
、
「
限
定
解
釈
に
よ
っ
て
法
令
の
規
定
の
意
味
が
明
ら
か

合
意
限
定
解
釈
は
、
使
い
よ
う
に
よ
っ
て
は
、

た
と
え
迫
憲
の
疑
い
が
濃
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、

た
だ
ひ
た
す
ら
に
法
律
を
台
市
型
と
判
断

す
る
た
め
の
道
具
と
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
り
、
そ
し
て

μ
松
秀
典
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
状
に
お
い
て
、
合
憲
限
定
解
釈
は
こ
の

マ
イ
ナ
ス
凶
が
円
?
止
っ
て
し
ま
一
口
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
、
台
憲
限
定
解
釈
に
は
現
在
の
ー
と
こ
ろ

あ
ま
り
注
目
が
集
ま
っ
て
お
ら
ず
、
か
つ
て
人
権
放
し
叶
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
過
去
の
栄
光
だ
け
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
も
忠
、
λ
る
c

だ
が
最
高
裁
自
身
も
、
全
農
林
嘗
職
法
事
件
で
、
公
務
員
の
業
本
的
人
権
保
障
に
関
す
る
諸
事
件
で
川
い
ら
れ
た
一
重
の
絞
り
の
留
保
に
は
、

罪
刑
法
定
干
先
に
反
す
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
排
斥
し
つ
つ
も
、
処
罰
対
象
か
ら
、
単
な
る
規
律
違
反
と
見
ら
れ
る
行
為
や
、
ス
ト
に
際

(尚一

し
て
単
な
る
機
械
的
労
務
を
提
供
し
た
も
の
を
除
外
す
る
と
い
う
限
定
を
施
し
て
い
る
し
、
会
通
名
古
屋
中
郵
事
件
で
も
、
争
議
行
為
の

指
導
的
行
為
を
し
た
も
の
だ
け
が
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
限
定
を
付
し
て
い
る
じ
ま
た
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
に
お
い
て
み
せ
た

よ
う
に
、
界
刑
法
疋
、
土
義
に
関
す
る
分
野
に
お
い
て
も
、
合
憲
限
定
解
釈
の
子
法
は
用
い
続
け
て
い
る
υ

限
正
解
釈
に
よ
っ
て
山
川
て
く
る
結

果
が
、
進
憲
の
疑
い
の
濃
い
法
律
の
救
済
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
合
憲
限
定
解
釈
の
手
法
そ
の
も
の
は
、
ま
だ
生
き
て
い
る
と
い
え
る
コ

今
は
マ
イ
ナ
ス
山
が
円
?
げ
つ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
ム
ロ
憲
限
定
解
釈
は
、
?
V
法
機
関
た
る
国
会
と
憲
法
妓
刈
所
た
る
最
尚
裁
ー
と
の
関

係
を
必
要
以
上
に
緊
張
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
憲
法
に
よ
り
適
ム
門
的
な
法
運
用
を
可
能
に
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
使
い
よ
う
に
よ
っ
て
は
、

広
く
憲
法
裁
判
の
場
で
有
効
な
子
法
た
り
う
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
巴
わ
れ
る
。

最
高
必
判
所
に
よ
る
法
律
の
合
憲
性
の
統
制
の
れ
性
化
を
紫
む
声
は
多
い
が
、
最
高
紋
判
所
の
こ
れ
ま
で
の
判
決
の
傾
向
を
考
え
る
と
き
、



最
近
キ
キ
変
化
の
兆
し
が
門
ん
ら
れ
る
も
の
の
、
今
後
突
然
に
同
法
積
極
王
義
の
ほ
う
に
舵
を
切
り
、
法
律
の
合
憲
件
に
対
す
る
統
制
を
活

発
化
さ
せ
る
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
統
制
の
れ
性
化
を
担
む
の
で
あ
れ
ば
、
中
間
的
な
手
法
で
あ
る
合
憲
限
定
解
釈
の
活

用
は
宅
慮
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

た
と
え
最
高
裁
判
所
の
立
場
ほ
ど
で
な
く
と
も
、
司
法
消
極
、
γ

工
義
的
な
あ
り
ん
が
、

+主

分
立
の
中
で
の
裁
判
所
の
役
割
と
し
て
み
る
な
ら
ば
変
当
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
合
恵
限
定
解
釈
の
手
法
に
は
、
も
っ

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

と
光
が
当
た
っ
て
い
て
も
い
い
は
ず
で
あ
る
υ

フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
「
解
釈
留
保
」
付
き
判
決

そ
の
玄
味
で
注

U
す

き
動
き
を
小
し
て
い
る
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
院
で
あ
る
υ

フ
ラ
ン
ス
で
は
長
い
こ
と
、
法
律
中
心
、
半
義
と
「
抜

九
T
1
八
午
憲
法
で
憲
法
院
に
よ
る
法
律
の
合
憲
性
の
統

制
が
導
入
さ
れ
る
と
、
ー
と
り
わ
け
九
ヒ
の
一
汗
代
以
降
、
活
発
な
活
動
が
続
い
て
い
る
。
憲
法
院
は
周
知
の
ー
と
お
り
、
集
本
的
に
は
、
法

律
の
議
会
で
の
川
伏
後
か
ら
、
大
統
領
に
よ
る
審
宮
の
り
川
ま
で
の
問
に
、
法
律
の
性
質
に
応
じ
て
義
務
的
又
は
任
意
に
法
律
の
ム
門
憲
牲
を
判

(お

附
す
る
、
事
川
州
象
審
先
の
み
を
む
っ
て
い
る
。
そ
の
憲
法
院
で
、
活
動
開
始
以
来
一
貫
し
て
、
「
ハ
併
釈
留
保

f
Z
2
2
2
5
)与
さ
oロ
ご
と

判
行
統
治
」
に
対
す
る
懸
念
か
ら
、
憲
法
及
判
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、

総
称
さ
れ
る
判
決
子
法
が
用
い
ら
れ
続
け
て
い
る
-

憲
法
院
が
下
す
判
決
の
積
額
は
、
お
お
き
く
、
全
部
違
憲
、

(犯
J

ホ
l
ム
ペ

I
ン
上
で
も
、
判
決
の
区
分
け
に
用
い
ら
れ
て
い
る
c

ま
ず
全
部
違
憲
判
決
は
、
審
斉
さ
れ
た
法
律
の
粂
反
の
全
体
が
違
憲
と

判
断
さ
れ
る
も
の
で
、
判
決
の
、
五
に
え
に
お
い
て
、
利
託
さ
れ
た
条
『
止
が
憲
法
に
違
以
す
る
こ
と
が
内
召
さ
れ
、
法
律
の
審
署
が

U

笹
川
止
さ
れ
る
っ

た
と
え
ば
一
九
ヒ
六
午
の
い
わ
ゆ
る
車
両
検
問
法
判
決
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
同
法
益
察
(
円
・
は
、
公
の
交
通
の
あ
る
道
路
卜
で
、
一
半
両

部
違
憲
、
台
憲
、
留
保
付
き
合
憲
に
分
け
ら
れ
、
前
三
者
は
、
憲
法
院
の

北法58(2-9)499



"見

お
よ
び
そ
の
内
部
の
検
聞
を
、
明
白
に
廃
棄
さ
れ
た
車
両
で
あ
る
場
台
を
除
き
、
そ
の
所
有
者
ま
た
は
運
転
者
の
究
会
の
も
と
に
、
職
務
と

し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
旨
、
{
疋
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
胤
定
が
所
有
権
保
説
、
坑
心
意
的
逮
捕
の
禁

H
、
個
人
の
白
山
の
原

ーふ
i師

理
、
性
脳
不
叶
侵
の
原
理
に
対
す
る
似
宝
門
の
可
能
性
な
ど
を
洲
由
ー
と
し
て
付
託
さ
れ
た
。
憲
法
院
は
、
本
法
は
「
司
法
警
察
官
。
に
対
し
、

半
両
が
公
道
上
に
あ
り
、
か
つ
検
問
が
所
有
者
ま
た
は
運
転
者
の
立
会
の
も
と
で
行
わ
れ
る
こ
と
だ
け
を
条
件
に
し
て
、
す
べ
て
の
車
内
お

よ
び
そ
の
内
部
へ
の
検
聞
を
行
う
権
限
を
与
え
る
こ
と
を

U
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
法
律
の
丈
一
言
に
は
こ
の
他
の
限
定

が
な
く
、
法
規
の
般
性
、
司
則
さ
れ
る
検
問
の
範
同
の
不
明
確
性
な
と
を
科
白
と
し
て
、
違
憲
の
立
一
円
を
し
た
コ
こ
れ
に
よ
り
、
本
法
を
審

者
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
c

な
お
憲
法
院
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
問
題
点
を
補
完
す
る
こ
と
で
車
両
検
問
を
行
う
た
め
の
法
律
を
起

草
す
る
こ
と
は
川
能
で
あ
っ
た
が
、
本
件
で
は
結
局
、
古
法
化
そ
の
も
の
が
断
念
さ
れ
た
じ

次
に
一
部
迫
憲
判
決
は
、
問
題
と
な
っ
た
法
律
の
一
部
が
違
憲
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
一
一
つ
の
場
合
が
あ
る
。

Jコ
l土

不
円
分
の
一
部
違
憲
、
も
う
一
つ
は
可
分
の
部
違
憲
で
あ
り

い
ず
れ
で
あ
る
か
は
、
少
な
く
と
も
判
決
の
、
土
文
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
。

不
司
分
ー
と
さ
れ
る
の
は
、
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
条
文
が
法
律
全
体
ー
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
本
質
的
な
要
ネ
ん
で
あ
っ
て
、
そ
の

条
文
相
叫
し
で
は
法
律
が
音
広
味
を
な
さ
な
い
場
合
で
、
結
局
法
律
全
体
に
つ
い
て
審
宮
が
禁
止
さ
れ
る
c

そ
れ
ゆ
え
、
全
部
違
憲
判
決
と
同
じ

効
岡
本
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
つ
可
分
の
方
は
反
対
に
、
進
憲
と
さ
れ
た
部
分
を
取
り
去
っ
て
も
法
律
が
適
用
可
能
で
あ
る
場
合
に
日
一
口
さ
れ
、

違
憲
と
き
れ
た
部
分
を
除
い
た
残
り
の
部
分
に
つ
い
て
審
者
す
る
こ
と
が
で
き
る
-
こ
の
よ
う
な
場
合
、
違
憲
と
さ
れ
た
部
分
を
補
完
す
る

よ
う
な
法
律
な
ど
が
あ
と
か
ら
制
定
さ
れ
る
の
が
般
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
、
違
憲
ー
と
さ
れ
た
理
山
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
c

ま
た
可
分
と
さ
れ
た
場
台
に
、
大
統
領
は
議
会
に
法
律
の
再
審
議
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
c

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、

月
八

H
の
、
ヌ

l
ヴ
ェ
ル
・
カ
レ
ド
ニ

l

一
九
八
石
年
八

(
ニ
ュ

l
カ
レ
ド
ニ
ア
)

の
選
挙
区
分
法
判
決
が
あ
る
。

こ
の
法
律
の
定
め
る
選
挙
区
制
り
は

い
わ
ゆ
る
一
票
の
仙
伯
に
つ
い
て
最
大
一
・
二
伯
の
格
た
を
有
し
て
い
た
が
、

そ
の
部
分
が
平

jt法問(2・lOlS以)



等
原
則
(
選
挙
権
の
干
等
と
法
律
の
り
川
で
の
平
等
)
を
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
、
注
意
と
さ
れ
た
。
大
統
訟
は
法
文
全
体
の
再
審
議
を
要
求

し
、
議
会
は
、
最
大
一
・
八
二
倍
の
選
挙
ド
訓
り
を
作
成
し
た
の
で
あ
っ
た
υ

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

第
二
に
合
憲
判
決
は
、
審
大
同
さ
れ
た
法
律
の
全
体
が
合
憲
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
、
判
決
+
!
止
に
お
い
て
、
付
託
さ
れ
た
条
?
ん
は

〔
に
刈

「
ム
邑
法
に
、
叫
ム
門
す
る
」
、
ま
た
は
「
憲
法
に
違
反
し
な
い
」
?
と
ん
旦
青
さ
れ
、
法
律
を
審
単
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
条
墳
は

刊
)

以
後
、
書
に
合
憲
な
も
の
と
抜
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

門
院
内
慌
に
利
保
付
き
合
憲
判
決
で
あ
る
コ
利
保
付
き
合
憲
判
決
で
は
、
審
在
さ
れ
た
法
律
の
あ
る
条
文
に
つ
い
て
、
憲
法
院
が
が
し
た
解
釈

に
従
う
限
り
で
、
法
律
は
台
管
t

と
さ
れ
る
。
判
決
の
、
半
文
に
お
い
て
、
「
上
で
児
た
解
釈
の
伺
保
の
も
と
で
」
問
題
の
条
文
は
合
憲
で
あ
る

と
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
c

形
式
の
上
で
は
合
憲
判
決
で
あ
る
の
で
、
判
決
を
受
け
た
法
律
は
、
大
統
領
に
よ
っ
て
審
内
省
さ
れ
う
る
。
品
了

説
に
よ
っ
て
、
訴
え
の
却
下
と
法
律
の
拡
効
の
巾
間
的
打
為
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
υ

な
お
辞
再
的
な
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
解
釈
留
保
」

と
は
、
「
諸
法
律
の
合
憲
性
の
統
制
に
お
い
て
、
憲
法
院
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
校
術
で
あ
り
、
憲
法
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
、
あ

り
う
る
ひ
と
つ
の
解
釈
を
排
除
す
る
こ
と
(
巾
立
化
留
保
)
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
憲
法
に
辿
合
す
る
と
抗
言
す
る
こ
と
を
流
す
解
釈
を
守
え

る
こ
と
(
建
設
的
留
保
)
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
あ
る
条
項
の
違
憲
宣
言
を
回
避
す
る
こ
と
を
憲
法
院
に
司
す
も
の
で
あ
る
c

憲
法
院
は
時
々
、

同
じ
く

(η

官
庁
己
2
ニ
)
「
指
令
的
」
な
留
保
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
は
法
律
の
適
川
を
担
、
つ
諸
機
関
に
対
し
て
、
憲
法
卜
の
要
求

一必

の
尊
重
を
求
め
る
」
も
の
で
あ
る
コ
こ
の
留
保
付
き
合
憲
は
、
法
律
を
達
窓
と
す
る
こ
と
な
く
、
憲
法
泊
合
的
な
法
律
の
運
川
を
目
指
し

て
い
る
と
い
う
点
で
、
合
憲
限
定
解
釈
と
同
様
の
作
用
を
営
み
う
る
と
い
え
よ
う
。

北法S8(2.11L"iOl

こ
の
留
保
付
き
間
決
に
つ
い
て
、
近
午
ブ
ラ
シ
ス
で
も
注
円
が
集
ま
っ
て
い
る
c

最
近
で
は
全
判
決
中
に
占
め
る
割
合
も
高
く
、
憲
法

院
の
判
断
手
法
と
し
て
完
治
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。



"見

四

木
研
究
の
問
題
志
議

ーふ
i師

以
上
を
時
ま
え
、
本
研
究
で
は
、
合
憲
限
定
解
釈
の
手
法
を
門
許
価
す
る
べ
く
、

フ
ラ
ン
ス
害
山
法
院
の
解
釈
留
保
の
手
法
を
参
照
し
て
検

討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
ι

フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
解
釈
留
保
の
手
法
を
参
照
す
る
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
c

第

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
解
釈
留
保
を
検
討
す
る
と
き
に
は

一
般
に
、
先
に
見
た
巾
リ
化
、
建
設
的
、
指
令
的
の
一
今
分
類
論
の
枠

組
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
コ
し
か
し
口
に
一
分
類
論
と
い
っ
て
も
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
安
素
の
ど
義
の
仕
方
に
い
く
ら
か
ば
ら

つ
き
が
あ
っ
た
り
、
よ
り
細
か
な
分
類
が
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
い
っ
た
二
分
類
論
に
対
し
て
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ヴ
ィ

rm一

そ
の
著
書
の
な
か
で
、
す
べ
て
の
解
釈
留
保
は
指
令
的
な
性
格
を
有
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
指
令
的
な
件
格
こ
そ
が
解
釈
留

ア
ラ
は
、

保
と
そ
の
ほ
か
の
解
釈
と
を
分
け
る
様
識
と
な
る
と
い
う
、

二
冗
論
と
で
も
い
う
べ
き
説
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
も
、
解
釈
留
保
付
き
判
決
を
ど
、
っ
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
、
統
一
的
な
理
解
は
作
在
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
検
討
の
枠
組

み
ー
と
し
て
川
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
人
権
放
済
法
律
扶
凶
ー
と
い
う
よ
う
な
判
決
が
果
た
す
機
能
で
は
な
く
、
ま
た
解
釈
の
結
果
い
か
な
る

結
論
が
浮
か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
茶
木
的
に
法
律
の
条
項
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
施
さ
れ
た
か
と
い
う
、
解
釈

T
法
を
問
題
と

す
る
枠
組
み
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
合
憲
限
半
解
釈
を
再
評
悩
し
、

そ
の
再
活
用
、
山
川
発
展
を
考
え
る
と
き
に
、
合
憲
限
定
解
釈
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
で
き
る
だ
け

抑
え
、
プ
ラ
ス
山
を
よ
り
小
人
き
く
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
台
育
限
ど
解
釈
の
問
題
凸
J

と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
何
か
と

い
え
ば
、
限
定
の
不
則
確
件
ゃ
あ
い
ま
い
柱
、
裁
判
官
に
よ
る
恋
志
位
、
あ
る
い
は
裁
刊
行
に
よ
る
す
法
行
為
と
な
る
、
と
い
っ
た
事
柄
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
、
何
が
許
さ
れ
る
解
釈
で
何
が
み
昨
き
れ
な
い
解
釈
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
相
ψ
l
桂
皮
押
さ
え
込
む
こ
と
が
で

き
る
問
題
で
あ
る
υ

そ
こ
で
、
合
憲
限
定
解
釈
の
限
界
と
い
う
も
の
を
考
え
る
に
は
、
日
本
に
お
け
る
合
憲
限
定
解
釈
の
議
論
の
よ
う
に
、

jt法問(2・12)S02



出
て
き
た
結
果
に
着
目
し
て
分
析
す
る
の
で
は
な
く
て

い
か
な
る
解
釈
操
作
を
し
た
の
か
と
い
う
飢
占
か
ら
の
一
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
そ
う
い
う
た
制
点
か
ら

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
解
釈
利
保
に
ま
つ
わ
る
諸
議
論
は
参
照
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

う
い
っ
た
分
析
を
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
梓
皮
の
判
例
の
蓄
積
が
必
安
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
で
も
、
憲
法
院
の
諸
判
決
は
非
常
に
有
用
で

あ
る
じ

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
長
い
間
、
法
律
中
心
、
土
義
的
な
唱
え
の
下
で
違
憲
審
査
制
の
採
川
そ
れ
自
体
を
花
ん
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
今
日
憲
法
院
に
よ
る
法
律
の
退
憲
審
交
が
活
禿
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
憲
法
裁
判
の
発
展
の
巾
で
、
合
憲
限
定
解
釈
的
な

皆
刷
一
円
ド
、

手
法
で
あ
る
解
釈
留
保
が
太
き
な
位
置
を
ト
ハ
め
、
今
日
で
は
判
決
の
不
吋
欠
の
要
素
ー
と
な
一
口
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
裁
判
の

活
性
化
、
発
凶
止
を
志
川
す
る
と
き
に
、
き
わ
め
て
有
益
な
参
照
例
と
な
る
も
の
と
与
え
ら
れ
る
仁
暦
史
的
に
法
律
の
位
置
付
け
が
非
常
に
高

か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
端
的
に
法
律
を
違
憲
と
す
る
こ
と
無
し
に
、
法
律
を
よ
り
憲
法
旭
合
的
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
解
釈
留
保
の

子
法
が
、
憲
法
院
の
活
動
当
初
か
ら
川
い
ら
れ
続
け
て
い
る
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
さ
ら
に
日
本
で
は

フ
ラ
ン
ス
憲
法
研
究
全
体
の
充
夫
ぷ
り
か
ら
す
る
と
、
解
釈
山
同
保
に
日
月
し
た
緋
究
は
い
ま
だ
数
少
な
い

と
い
、
λ
る
c

そ
の
た
め
、
解
釈
留
保
付
き
判
決
を
制
羅
的
に
紹
介

L
、
分
析
を
加
、
λ
る
こ
と
に
も
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
c

そ
こ
で
、
合
憲
限
定
解
釈
に
つ
い
て
再
評
価
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
解
釈
制
伐
の
問
題
を
検
副
す
る
υ

し
か
し
、
合
意
限
定
解
釈
と
解
釈
料
保
と
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
は
な
い
-
ヴ
ィ
ア
ラ
に
よ
る
と
、
解
釈
利
保
の
子
法
は
事
前
・
川

象
刑
の
合
憲
性
の
統
制
を
行
、
っ
機
関
に
特
有
の
手
法
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
付
随
審
査
型
に
は
存
在
し
な
い

一
川
一

法
で
あ
る
と
い
う

f

宜

M
Z

法
裁
判
所
は
、
事
前
統
制
で
あ
る
が
ゆ
え
に
抽
象
的
な
議
論
を
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
次
元
で
将
米
起
こ
る
さ
ま

(
あ
り
え
な
い
)
子

ざ
ま
の
事
柄
に
対
泌
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
統
制
し
た
法
律
が
、
通
高
裁
判
官
に
よ
っ
て
解
釈
適
川
さ
れ
る
胤
範
に
な
り
、
特
に

憲
法
院
は
そ
こ
で
な
き
れ
る
適
用
に
切
介
入
で
き
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
き
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
不
安
が
あ
る
こ
と
か

北法S8(2.BL"iO:-=J



"見

ら
、
憲
法
裁
判
所
が
f

口
ら
の
解
釈
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
川
い
る
の
が
解
釈
制
保
の
子
法
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
解
釈
山
間
保
の
「
指
令
的
」

ーふ
i師

し
か
し
、
仮
に
す
べ
て
の
留
保
が
指
令
的
な
性
格
を
有
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
同
ち
に
、
留
保
の
手
法
が
フ
ラ
ン
ス

(
あ
る
い

jt法問(2・14)S04

性
同
情
を
強
訓
す
る
と
こ
う
な
る
だ
ろ
、
っ
。

の
み
に
有
在
す
る
手
法
と
い
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
じ
少
な
く
と
も
、
益
法
に
基
つ
い
て
法
律
を
限
定
的
に
解

戸町

釈
す
る
、
と
い
う
白
'
で
解
釈
留
保
と
合
意
限
定
解
釈
と
は
共
通
す
る
要
素
を
有
し
て
い
る
し
、
ま
た
解
釈
留
保
が
指
令
的
で
あ
る
点
に
最

は
拍
象
的
審
査
を
取
る
諸
国
)

大
の
特
徴
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
指
令
の
内
容
や
、
指
令
の
出
し
ん
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
追
い
が
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

つ
ま
り
、
す
べ
て
が
指
令
的
な
性
格
を
持
つ
ー
と
し
て
も
、
そ
の
巾
に
、
事
前
の
抽
象
的
者
脊
を
行
う
憲
法
裁
判
所
に
岡
有
の

い
だ
ろ
う
か
。

解
釈
山
同
保
と
、

よ
り
一
般
的
に
、
憲
法
裁
判
所
全
般
に
お
い
て
行
わ
れ
う
る
解
釈
併
保
と
い
う
も
の
が
、
考
、
え
う
る
の
で
あ
る
c

も
し
そ
う

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
注
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
院
の
判
決
を
即
解
す
る
う
え
で
志
味
が
あ
る
し
、
ま
た
憲
法

裁
判
所
全
般
に
お
い
て
行
わ
れ
う
る
解
釈
利
保
は
、

日
本
の
合
憲
限
定
解
釈
の
議
論
で
も
参
照
に
値
す
る
も
の
に
な
る
と
与
え
ら
れ
る
υ

き

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
解
釈
山
同
保
付
き
判
決
が
す
で
に
相
当
数
帯
積
し
、
ま
た
今
後
も
そ
れ
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
、

さ
ら
に
解
釈
留
保
を
扱
っ
た
論
考
も
次
第
に
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
今
日
、
そ
れ
ら
を
整
理
検
討
し
紹
介
す
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
と
考

入
J

手、、
i
l
 

え
る
。

心

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
憲
法
院
の
活
動
開
始
以
米
ム
f
Hま
で
下
さ
れ
た
す
べ
て
の

D

C

間
決
の
う
ち
、
法
律
を
対
象
と
す
る
解
釈
留

保
付
き
判
決
を
検
討
対
象
ー
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
法
律
に
刻
す
る
合
憲
限
定
解
釈
の
あ
り
方
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
本
稿
に
お

い
て
は
、
法
律
の
合
憲
牲
を
審
査
す
る
機
関
と
し
て
の
憲
法
院
を
扱
え
ば
そ
れ
で
足
り
る
か
ら
で
あ
る
じ
な
お
補
足
的
に
、
特
に
必
要
が
あ

る
限
り
で
、
議
院
規
則
そ
の
他
に
関
す
る
判
決
に
付
さ
れ
た
解
釈
留
保
に
も
一
汗
及
す
る
つ

次
に
本
術
究
の
検
討
順
序
で
あ
る
が
、
ま
ず
、

H
本
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
違
憲
審
査
、
そ
し
て
憲
法
院
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
議
論



そ
し
て
そ
の
巾
で
解
釈
留
保
の

T
法
が
ど
う
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
概
観
す
る
。
次
に
、
解
釈
山
間
保
に
関
す
る
諸
議
論
を

け
見
る
り
川
促
と
し
て
、
憲
法
院
が
下
し
た
解
釈
留
保
付
き
判
決
を
概
観
す
る
。
第
一
二
に
、

が
さ
れ
て
き
た
か
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
解
釈
利
保
に
つ
い
て

そ
の
時

則
的
な
起
源
や
、
あ
る
い
は
学
説
得
に
お
い
て
、
初
期
の
こ
ろ
に
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
即
断
さ
れ
て
き
た
か
を
概
観
す
る
。
第
川
に
、

通
説
的
な
二
分
間
胤
論
の
長
近
の
議
論
と
、
そ
れ
を
白
定
し
て
い
る
ヴ
ィ
ア
ラ
の
一
誌
論
と
を
検
討
す
る
c

最
後
に
、
そ
れ
ら
の
諸
議
論
を
対
比

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

す
る
な
か
か
ら
、
憲
法
院
の
解
釈
留
保
付
き
判
決
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
即
解
す
れ
ば
よ
い
か
を
検
討
し
、
そ
の
特
殊
フ
ラ
ン
ス
的
な

子
法
と
し
て
の
解
釈
留
保
と
、
違
憲
審
査
一
般
に
共
通
す
る
手
法
と
し
て
の
解
釈
料
保
と
を
明
ら
か
に
し
、
役
者
に
つ
い
て
、

日
本
で
の
ん
u

寸
青
山
限
定
解
釈
と
対
比
し
て
み
た
い
c

註

(
i
)
時
阿
康
夫
「
合
愈
解
釈
の
ア
プ
ロ
ー
チ
(
卜
)
」

『ジ
ュ
リ
ス
ト
'
一
一
六
号
(
九
六
五
年
)
八
一
頁
。

(
2
)
た
と
え
ば
本
以
ム
一
は
、
ん
口
窓
限
疋
解
釈
を
用
い
る
根
拠
と
〕
て
、
法
規
範
を
卜
位
児
純
に
従
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
芯
法
を
頂
点

と
す
る
法
体
系
の
統
一
性
を
維
持
す
べ
き
こ
と
、
止
法
部
の
判
断
を
押
主

L
法
律
は
合
窓
と
推
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
法
令
を
合
窓
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
川
じ
る
混
乱
を
で
き
る
だ
け
日
遊
す
べ
き
こ
と
、
法
令
の
ん
口
念
、
達
意
に
関
す
る
不
必
安
な
あ
る
い
は
未
熟
な
判
断
の
発
生
を
防

け
す
べ
き
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
米
沢
「
台
芯
限
定
解
釈
の
許
併
」

E

法
学
教
室
一
心
七
号
(
九
八
九
年
)
凶
(
一
白
川
以
下
。

(
日
)
藤
川
俊
夫
「
叶
法
消
極
、
+
誌
と
ん
円
一
世
解
釈
一
小
林
享
軸
辺
市
川
記
念

『現
代
法
の
諸
領
域
と
世
法
珂
ふ
と

(
学
問
事
円
一房
、
一
九
八
一
一
年
」

一
頁
以
「

(
4
)
布
括
和
之
「
定
法
判
断
回
避
の
準
則
」
芦
部
編

『講
座
定
法
一
守
丸
刈
』
第
二
巻

(
日
)
古
橋
、
前
出
抑
論
士
一
}

(
6
)
高
橋
、
前
掲
論
文
。

一
λ
八
七
年
)

(
ム
竹
斐
関
、

=
頁
。

五

北法S8(2.1SL"iOr)
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(
7
)
高
橋
、
前
掲
論
文
一
一
一
白
(
。

(
8
)
古
紙
、
前
掲
論
文
コ

(
9
)
阪
本
日
成
も
、
こ
の
、
合
憲
部
分
山
定
型
と
違
憲
部
分
山
定
型
と
い
う
区
別
を
と
っ
て
い
る

f

阪
本
昌
成

a
愈
法
用
論
I

丈
止
、

0
0
0年
)
阿

1

ハ頁。

(川山)
早川
両
裁
判
所
大
法
廷
昭
和
四
一
利
一
心
川
一
ハ

H
判
決
バ

(
U
)
高
橋
、
前
掲
論
文
一
一
向
(ο

(
比
)
な
お
こ
こ
で
、
古
橋
和
之
の
い
う
「
文
面
判
断
一
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
法
律
を
本
刊
に
適
用
す
る
限
り
に
お
い
て
合
憲
あ
る

い
は
遺
志
」
と
す
る
手
法
で
あ
る
「
適
尉
上
判
断
」
と
刈
置
さ
れ
る
も
の
で
、
「
法
律
(
の
条
丈
)
そ
の
も
の
の
合
芯
・
違
世
の
判
断
を
指
」

し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
、
こ
の
同
一
持
法
に
よ
れ
ば
、
迫
用
詐
芥
の
場
合
に
は
文
面
上
判
断
と
適
肘
卜
判
断
の
両
方
が
あ
り
う

る
が
、
リ
込
町
審
+
介
に
お
い
て
は
正
面
上
判
断
L
か
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
ご
古
橋
、
前
掲
論
文
、
引
頁
=

(
日
)
戸
松
秀
典

之
思
法
訴
訟
』
(
有
斐
問
、
一
口
ひ
っ
年
)
一
一
ハ
頁
。

(
は
)
戸
松
、
前
拘
再

(
に
ど
戸
松
、
前
掲
亭
門

(
川
)
た
だ
し
こ
れ
は
、
「
出
欽
一
誌
の
解
釈
可
能
性
と
い
う
こ
と
は
、
客
倒
的
、
律
に
渋
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
な
い
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
要
す
る
に
裁
判
所
が
合
憲
似
定
解
釈
の
結
果
一
こ
う
で
あ
る
」
と
判
断
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
が
い
か
な
る
内
存
の
も
の

で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
合
憲
限
定
解
釈
と
し
て
成
り
す
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を

e味
す
る
の
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
広
狭
一
義
の
解

釈
を
削
抗
と
す
る
と
い
う
の
は
、
も
は
や
建
前
川
外
的
何
者
で
も
な
く
、
現
実
に
は
、
法
律
を
合
憲
と
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
、
違
憲
の
疑
い

を
排
除
す
る
す
べ
て
の
解
釈
が
ん
門
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

(
げ
)
戸
松
、
前
拘
胃
。

(
刊
日
)
戸
松
、
前
掲
再
一
一
一
一
白
(
。

(
川
口
)
戸
松
、
前
掲
再
二
一
七
負
。

(m)
戸
松
秀
典
は
、
合
恋
限
定
解
釈
付
き
判
決
の
例
を
い
く
つ
か
検
討
し
た
殺
で
、
一
法
令
の
既
定
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
合
憲
だ
と
の
判
断
を

卜
す
解
釈
は
、
し
ば
し
ば
作
世
限
定
解
釈
ー
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
」
と
も
述
べ
、
こ
の
干
法
が
非
叶
両
に
f

仏
範
に
肘

jt法問(2・16)5閃

補
一
計
第
一
版
「
成



プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

い
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
桁
摘
し
て
い
る
。
戸
松
、
前
掲
吉
一
一
一
一

H
c

(
引
)
同
出
悼
の
こ
と
を
、
川
勝
井
俊
夫
も
桁
摘
し
て
い
る
。
藤
井
、
前
掲
論
文
立
二

λ
頁
ρ

ま
た
、
君
啄
Ir
出
も
こ
の
枠
組
み
を
附
い
て
い
る
。

4
塚

一
ム
旦
憲
似
た
解
釈
の
円
検
討
労
働
基
本
椿
を
制
約
す
る
且
州
市
裁
判
決
を
素
材
に
」

『帝
塚
山
は
り
了
-
二
号
「
一
心
。
ー
ハ
午
)
ふ
川
口
氏

f

(
幻
)
戸
松
、
前
掲
再
二
一
七
負
υ

(内山)
早川
両
裁
判
所
町
和
凶
一
作
一
心
川
一
六
日
大
法
廷
判
決
バ

(
叫
)
戸
川
匹
、
前
掲
亭
門
。
な
お
、
こ
の
分
野
以
外
に
見
ら
れ
る
若
丁
の
例
と
し
て
、
町
相
一
石
す
七
片
八
円
大
法
廷
決
定
を
あ
げ
て
い
る
ほ
か
、
い

く
つ
か
の
少
数
ゼ
見
を
提
示
し
て
い
る
ハ

(
お
)
且
則
的
政
判
所
昭
和
よ
り
汗
一
心
川
一
一
一
一
川
大
法
廷
判
決
〕

(
お
)
最
両
裁
判
所
昭
和
五
九
年
一
一
川
一
一
一
日
大
法
廷
判
決
。

(
幻
)
戸
松
、
前
伺
再
二
一

O
R以
下
乙

(
お
)
芦
部
信
宜
一
回
「
合
愈
限
む
解
釈
と
判
例
変
更
の
恨
界
」

『
ン
ユ
リ
ス
ト
』
よ
川
一
一
ハ
口
(
一
九
七
一
一
一
汁
)
阿
ハ
頁
以
卜
υ

(
山
)
芦
部
信
喜
「
法
令
の
合
憲
解
釈
一
小
島
和
司
編

『芯
法
の
争
行
(
新
版
)
』
二
九
八
Tn
作
)
二
i

ハ
二
日
。

(
初
)
も
ち
ろ
ん
、
端
的
に
違
憲
と
判
断
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
、
と
い
う
批
判
は
あ
っ
た
。
だ
が
!
と
り
わ
け
、
人
l

農
林
警
職
法
事
件
で
最
両
裁
が
げ

坊
を
変
え
て
以
降
、
よ
り
ま
し
な
も
の
と
し
て
評
価
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
{

(
札
)
最
前
裁
判
所
町
利
回
八
年
四
月
一
利
口
大
法
廷
判
決
=

(
犯
)
戸
松
、
前
掲
斉
二
一
二

R
。

(
ね
)
早川
両
裁
判
所
町
和
五
一
住
l
i
月
凶
円
大
法
廷
判
決
、

(
社
)
古
い
味
正
問
は
、
「
全
農
林
苦
戦
法
判
決
で
作
憲
限
J

疋
解
釈
を
論
難
し
た
最
高
裁
が
、
ほ
ほ
同
様
の
解
釈
を
、
法
令
の
擁
設
の
た
め
に
は
次
々

と
行
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
一
と
指
摘
し
、
合
窓
限
定
解
釈
の
手
法
が
む
し
ろ
多
数
肘
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
ド
な
お
、

μ
松
、
前
掲
註
刊
も
参
照
。

(
お
)
そ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
郵
便
法
を
違
憲
と
し
た
平
成
一
川
河
九
月
一
一
日
卜
人
法
廷
判
リ
氏
、
在
外
投
票
持
に
つ
い
て
寸
法
小
作

為
的
達
小
型
を
認
め
た

γ成
七
年
九
月
四
日
大
法
延
判
決
と
い
う
一
つ
の
違
憲
判
決
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う

(
泊
)
「
裁
判
官
統
治
論
」
の
起
源
と
そ
の
変
造
に
つ
い
て
検
古
川
し
た
も
の
と
し
て
、
折
稿
、
「
裁
判
官
統
治
論
に
関
す
る
歴
セ
的
主
察
」

『北
大
法

北法S8(2.1i);)07
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学
論
集
-
第
五
一
幸
一
回
勺
(
一
行
一
口
一
命
)
三
七
頁
。

(訂

)
g
u院
の
初
期
の
活
動
に
つ
い
て
、
深
瀬
忠
「
フ
ラ
ン
ス
の
愈
法
存
査
院
そ
の
性
倍
と
実
績
」

f
ン
ュ
リ
ス
ト
』

一
年
)
一
同
民

(
お
)
こ
の
イ
宮

2
2
(て
E
P弓
Z
E
F
E
S
に
つ
い
て
は
、
論
者
に
よ
っ
て
、
解
釈
の
留
保
で
あ
る
と
か
、
留
保
解
釈
で
あ
る
と
か
、
留
保
山
川
主
解

釈
な
ど
と
い
う
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
特
に
意
味
に
違
い
は
な
い
。

(
川
相
)
ケ
戸
戸
》
¥
¥
当
者
〆

4
2耳
切
(
止
の

(EM戸
E
E
Eロ
己
号
¥

(
叫
)
九
州
連
愈
判
決
の
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
九
七
七
年
1

月
二
日
判
決
お
わ
叶
出
斗
町
一
〉
円
)
、
九
七
九
年
1

一
月
一
川
日
判
渋

百
円
ー
さ
ー
に
(
)
ロ
ハ
い
)
、
一
九
一
八
一
年
一
一
片
日
判
決
行
5
3
H
N
N口
円
)
な
ど
が
あ
る

(記

)
h
q
m
叶
ω
『尚一

-
2叶
]
]
凶
本
判
決
の
邦
需
の
解
説
と
し
て
、
坂
本
円
山
比
一
樹
H

和
田
英
夫
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
最
近
の
判
決
に
つ
い
て

車
内
検
間
違
憲
判
決
を
中
心
に
」

『法
律
人
州
最
h

第
利
一
巻
一
号
(
九
七
九
年
)
八
九
頁
が
あ
る
ご

(
必
)
不
同
分
の
市
違
憲
判
次
が
下
さ
れ
た
例
と
し
て
、
一
九
八
一
一
年
月
八
日
判
決
行
。
己
主
同
ロ
尽
な
と
が
あ
る
。

(ぷ

)
n
n∞山
H
U
自
己

ρ
戸
市
お
山
岳
∞

(
叫
)
な
お
こ
の
修
了
ー
さ
れ
た
法
案
は
再
度
提
訴
さ
れ
た
が
、
憲
法
院
は
一
九
八
五
年
八
片
三
日
判
決
宗
門

5

5叶
ロ
ハ
い
)
に
お
い
て
合
芯
と
判

断
し
た
。

(
日
出
)
論
者
に
よ
っ
て
は
、
一
迎
合
す
る
」
と
一
違
反
〕
な
い
」
の
判
不
の
問
に
効
果
の
違
い
を
見
山
す
も
の
も
い
る
ご
た
と
え
ば
ブ
7

ヴ
才
ル
は
、

「
違
反
し
な
い
」
の
場
合
に
は
、
そ
の
合
法
性
に
関
す
る
す
べ
て
の
縦
い
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
世
訟
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
決
定
的
に

異
論
を
明
え
ら
れ
う
る
ほ
ど
で
は
な
い
と
い
う
判
断
な
の
に
対
し
て
、
「
適
合
す
る
」
の
場
合
に
は
、
ま
さ
に
、
辿
合
す
る
、
よ
り
厳
怖
に
憲
法

と
合
致
す
る
と
い
、
つ
判
断
で
あ
る
と
し
て
い
る
、
亡
吉
弘
司
王

0
3三
信
号
戸
己
〔

V

ロユハマ

2
H
Z
E
E
-
「-
S
E
E
-
E
J
回
目
口

n

E

E一
七
三
日
そ
し

て
こ
の
区
別
が
、
審
害
さ
れ
た
法
律
に
対
す
る
例
外
的
な
事
後
零
存
の
可
能
性
と
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
ぷ
論
も
兄
ら
れ
る
が
、
窓
口
出
院

が
回
議
し
て
こ
れ
を
間
い
分
け
て
い
る
と
見
る
の
は
因
性
で
あ
ろ
う
。

(
剖
)
こ
の
ほ
か
、
定
法
院
が
形
式
ト
の
問
題
、
た
と
え
ば
法
律
が
す
で
に
詐
起
さ
れ
と
し
ま
っ
て
い
た
と
か
、
山
川
託
に
必
以
な
ぷ
員
数
を
満
た
し

て
い
な
い
な
と
の
埋
白
か
ら
付
託
を
不
受
理
、
と
し
た
場
人
門
に
も
、
計
果
的
に
台
憲
判
決
が
卜
さ
れ
た
の
と
川
じ
こ
と
と
な
る
〔
た
だ
し
不
受
理

の
場
行
に
は
、
法
律
の
内
容
の
同
町
叫
に
す
ち
入
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
い
こ
と
と
ナ
る
υ

jt法問(2・18)5時
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四
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プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

(
門
出
)
ト
と
り
わ
け
初
期
の
判
決
で
は
、
こ
の
よ
う
な
育
法
の
な
い
も
の
が
多
い

い
る
。

(
制
)
呂
田
の
『
巳
己
の
〈

--zqω

巴
月

toHHE月
己
の

E

2「
の

E
Z
E
E
t
oロロ
o-(山
D
己
)
一
司

R
F
〉
同

ZKJ山
口
円
〔
)
仁
川

-N()()印
匂

NHhp

(
的
)
近
年
ー
で
は
、
過
半
数
の
判
決
に
お
い
て
肘
い
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る

(
日
)
〉

-
2
2ロハ
H
2
d
r
~
E
E匂
「
何
回
目

π的
問
問
〈
何
出
口
一

-IHHhzEhπ
、
』
〉
、
己

C
Z
E〉
Z
山
「
〉
」
己
目

-
2ぷ
ん
戸
戸
〉
片
山

z
h
H柏
戸
)
己
円

C
I巴
π-「
円

C
E
m
-
-
H亡
、
己

C
Z

Z
何
円
一
(
]
戸

A
V
A
V
A
Z
-
-
c
ロ

』

(
日
)
も
ち
ろ
ん
、
何
々
の
判
決
に
お
い
て
、
そ
こ
で
不
さ
れ
た
判
断
、
あ
る
い
は
付
さ
れ
た
切
保
か
ら
叫
か
れ
る
結
果
の
宏
当
性
が
論
じ
ら
れ
る

こ
と
は
あ
る
。

(
辺
)
古
い
昧
T
Y
円
は
、
ム
ロ
窓
限
定
解
釈
に
つ
い
て
、
「
法
令
の
意
味
が
過
不
足
な
く
憲
法
適
合
的
で
あ
る
場
人
門
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
法
令
は
ん
ロ

耳閉山川出疋も

L
く
は
ん
n
憲
弘
張
解
釈
を
す
る
余
地
が
あ
る
」
け
れ
ど
も
、
一
合
志
限
定
解
釈
は
法
止
を
変
え
ず
、
所
釈
に
よ
っ
て
権
利
制
限
の
仰

を
字
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
法
的
安
定
性
を
符
す
る
こ
と
、
子
見
限
能
を
宥
す
る
」
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
、
そ
れ
を
全
部
百
{
止
す
る
こ
と
も
、
全
部
山
定
す
る
こ
と
も
山
来
な
い
と
し
、
ノ
ぐ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
現
行
憲
法
の
解
釈
論
と
し
て
、

い
か
な
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
合
憲
限
定
解
釈
が
許
容
さ
れ
る
の
か
を
間
制
に
す
べ
き
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
「
許
さ
れ
る
合
憲
限
i

足

解
釈
」
と
「
許
き
れ
な
い
什
-
守
限
疋
解
釈
」
を
同
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
本
稿
と
問
也
ゼ
訟
を
比
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
晋
れ

塚
は
、
そ
れ
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
惟
利
の
分
野
を
中
心
に
議
論
を
す
る
点
で
聞
な
る
)
芯
塚
、
前
掲
論
正
五

O
頁
=

(
お
)
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
付
随
的
審
査
制
を
と
る
以
上
、
個
別
の
権
利
紋
符
が
問
題
と
な
る
小
で
愈
法
問
題
が
争
わ
れ
る
た
め
、
あ
る
意
味
当
然

の
傾
向
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

(
込
)
ぐ

E
-
P
E
x
-
-
)

。

(
日
)
ト
九
七
民
は
、
合
念
解
釈
の
「
原
則
は
、
ド
イ
ヅ
川
正
の
憲
法
裁
判
制
度
で
も
採
附
さ
れ
て
い
る
荒
本
的
な
法
伴
解
釈
方
法
で
も
あ
っ
て
、
と
く

に
司
法
市
脊
制
に
特
有
の
帰
結
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
逆
の
側
か
ら
、
合
芯
限
定
解
釈
的
な
手
法
は
、
愈
法
裁
判
一
般
に
共
通
す

る
手
法
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
ハ
ト
人
白
同
一

回憲
法
講
義
I
ド
(
有
斐
閥
、
一
つ
つ
凶
年
)
一
一
負
。

(
日
)
法
律
写
の
憲
法
適
人
門
性
に
関
す
る
判
決
の
総
称
=

最
近
で
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
に
、
ヱ
丈
で
言
及
さ
れ
て

北法58(2-19日開
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第
ー
一
立
早

H
本
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
従
米
の
議
論

ーふ
i師

第
一
節

日
本
に
お
け
る
従
米
の
議
論

第

3宵

日
円
本
に
お
け
る
憲
法
院
研
究

「
は
じ
め
に
」

の
ー
と
こ
ろ
で
、
憲
法
院
の
解
釈
伺
保
付
き
判
決
に
け
一
汗
リ
し
た
研
究
は
、
日
本
で
は
ま
だ
数
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
憲
法
院
に
関
す
る
研
究
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
視
野
を
広
げ
る
と
、
か
な
り
の
景
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
と
い
え
よ
う
c

そ
し

て
そ
れ
ら
の
祁
研
究
は
、
大
き
く
分
け
て
一
つ
の
目
的
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
第
一
の
も
の
は
、
憲

法
院
の
制
度
紹
介
、
あ
る
い
は
憲
法
院
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
の
違
憲
審
ん
は
に
同
有
の
耐
究
で
あ
る
ロ
そ
の
よ
う
な
研
究
の
例
と
し
て
、
初
期
の

日

必

)

(

刊

一

憲
法
院
州
究
で
あ
る
、
深
瀬
忠
一
「
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
否
脊
札
閉
そ
の
性
格
ー
と
実
績
」
、
田
巾
館
問
、
橘
「
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
者
先
院
(
上
)
(
下
)
」

な
ど
の
ほ
か
、
滝
沢
正
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
憲
法
の
最
高
法
規
性
に
闘
す
る
考
祭
」
、
人
藤
(
原
岡
)
紀
L
J

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
批

日
)

(
一
)
」
、
大
河
原
良
夫
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
と
条
約
」
、
植
野
妙
実
了
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る呼c
法前
のの

条
般約
!阜、 r の
WIJ明合
」憲

な収t
と 言語
の査
民河 に
正つ
がし通
ネザ

tし

丈三
る
と

え

ょ
っ。

( 

) 

次
に
、
違
憲
帝
京
Y

に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
検
討
す
る
素
材
と
し
て
、
憲
法
院
お
よ
び
そ
の
判
例
を
と
り
あ
げ
た
研
究
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

f
H
一

「
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
院
と
違
憲
審
杏
を
行
、
つ
裁
判
官
の
正
当
件
」
、
山
一
冗

「
〈
山
山
年
代
コ
ア
ピ
タ
シ
オ
ソ
〆
現
象
〉
以
降
の
ブ
ラ

6
-

ン
ス
憲
法
論
の
一
一
附
而

『法
に
よ
っ
て
捕
捉
さ
れ
る
政
治
』
と
い
う
定
式
を
め
ぐ
っ
て
」
、
武
居
正
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
性
格
」
、

へ灯〉

今
川
浩
之
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
件
俗
説
の
性
格
」
、
今
川
浩
之
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
と

守共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
り
示
認
き
れ
た
基
本
的

飯
野
M
E

jt法問 (2・20)SlO



一
樹
)

諸
原
理

L
、
今
関
源
成
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

η

注
憲
審
査
制
“

戸印

の
問
題
点
/
政
梓
父
代
と
憲
法
院
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
人
権
、
あ
る
い
は
統
治
機
構
を
考
察
す
る
際
の
手
が
か
り
と
し
て
、
憲
法
院
、
特
に
そ
の
判
決
を
と
り
あ
げ
た
附
究
が

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

あ
る
。
た
と
え
ば
、
小
原
治
信
「
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
}
条
約
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
憲
法
改
正
の
問
題
と
憲
法
院
判
決
一
九
九
一
年
の
一
つ
の
憲

法
院
判
決
を
素
材
と
し
て
」
、
小
原
清
信
「
フ
ラ
ン
ス
公
法
判
例
研
究
い
わ
ゆ
る
ト
ゥ

i
ヴ
オ
ン
法
進
憲
判
決
の
研
究
(
フ
ラ
ン
ス
語

n」

使
用
説
務
法
の
一
部
を
透
憲
と
し
た
事
例
)
」
、
伊
H

勝
雅
康
「
オ
ル

l
法
の
な
か
の
企
業
特
理
参
加
権
憲
法
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
、

野
村
敬
造
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
評
議
院
の
最
近
に
お
け
る
一
つ
の
判
決
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
解
釈
留
保
付
き
判
決
ー
と
の
闘
係
で
粘
に
注
は
す
べ
き
は
、
最
後
に
と
り
あ
げ
た
、
主
に
憲
法
院
判
例
を
予
が
か
り
と
し

た
苅
研
究
で
あ
る
じ
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
俳
究
は
、
碓
か
に
憲
法
院
の
判
例
を
予
が
か
り
に
検
討
さ
れ
て
い
る
c

し
か
し
↓
丁
に
問
題
に
さ
れ

て
い
る
の
は
、
憲
法
院
の
結
論
、

つ
ま
り
あ
る
人
格
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
解
釈
山
間
保
の
千
法
が
採
用
さ
れ

た
か
と
い
う
よ
う
な
、
判
断
手
法
の
問
題
に
は
あ
ま
り
注

U
が
集
ま
っ
て
い
な
い
ロ
こ
う
い
っ
た
判
例
研
究
を
す
る
場
合
、
そ
も
そ
も
研
先

者
の

H
を
引
く
の
は
進
害
山
判
決
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
ぞ
れ
ゆ
え
、
解
釈
留
保
が
付
さ
れ
た
判
決
(
主
然
に
、
結
八
一
冊
は
ム
ロ
憲
と
な
る
)
に
集

ま
る
け
円
は
お
の
ず
と
低
い
も
の
に
な
り
や
す
く
、
結
果
的
に
あ
ま
り
扱
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
c

し
か
し
な
が
ら
、
解
釈

留
保
の
千
法
が
存
杭
す
る
こ
と
f

口
休
は
、
あ
る
科
度
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
失
什
俊
昭
は
、
「
憲
法
院
の
一
議

院
胤
別
に
対
す
る
違
憲
審
缶
」
の
巾
の
、
憲
法
院
判
決
の
効
力
を
論
じ
た
部
分
で
、
「
憲
法
院
判
決
の
J

な
か
に
、
可

e

の
留
保
の
卜
で
』

(
3
2
5
b
Z
2
2
恒
三
合
憲
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
か
か
る
手
法
の
判
決
で
は
、
議
院
胤
則
に
対

L
一
定
の
肝
釈
が
理
山
の
巾
で
提
示
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
議
会
の
審
議
川
尻
則
な
ら
び
に
止
法
手
続
な
ど
で
一
定
の
連
川
が
議
院
な
い
し
政
府
に
諌
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
、
へ
、

北法58(2-21日II

議
院
規
則
の
統
制
に
お
い
て
解
釈
留
保
付
き
判
決
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
例
と
し
て
九
五
九
十
ー
ハ
灯

〔

rm

〕

戸

伊

川

一

へ

問

、

一

内

」

七

H
判
決
や
一
九
六
一
年
七
月
一
心
円
判
決
、
一
九
ハ
九
年
一
一
月
二

O
日
判
決
、
一
九
七
一
年
六
月
一
八
円
判
決
を
あ
げ
る
と
と
も
に
、



"見

「
か
か
る
判
決
方
法
は
ほ
か
に
も
み
ら
れ
る
が
、
憲
法
院
が
ボ
し
た
解
釈
運
用
が
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
主
張
を
今
日
ま
で
全
然
き

戸

Mm
一

か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
の
判
決
も
各
議
院
に
よ
っ
て
遊
{
J
き
れ
て
い
る
と
い
以
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
υ

ま
た
、
判
決
小
刀
法
の

特
徴
を
述
べ
て
い
る
部
分
の
記
述
に
お
い
て
、
「
憲
法
的
模
範
と
議
院
規
則
の
聞
の
叶
能
な
限
り
の
完
全
な
額
似
」
を
求
め
る
と
い
う
意
味

で
厳
格
な
ム
門
憲
性
観
念
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
注
べ
、
そ
の
な
か
で
、
「
こ
の
厳
格
牲
の
一
つ
の
現
れ
と
い
え
る

『
・
の
留
保
の
下
で
L

jt法問(2・22)512

ーふ
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合
意
と
い
う
判
決
が
若
干
み
ら
れ
る
。
そ
の
長
初
の
例
は

1
9
3
9
年
の
判
決
に
既
に
あ
る
つ
」
と
し
、
先
に
あ
げ
た
一
九
五
九
年
ハ
月
一

ヒ
円
判
決
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
「
か
か
る
判
決
方
法
は
、
議
会
に
対
し
て
不
適
用
と
い
う
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
退
官
思
間
決
を
避
け
る

と
い
う
意
味
を
、
憲
法
院
が
意
識
し
て
い
る
か
い
な
い
か
に
拘
ら
ず
、
も
っ
て
い
る
こ
と
は
碓
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
か
か
る
判
決

七
刀
法
が
採
川
さ
れ
る
の
は

あ
る
つ
』
」
と
い
う
7
ァ
ヴ
ォ
ル

l
の
言
葉
を
桁
介
し
て
い
る
υ

矢
口
俊
昭
は
議
院
規
則
に
対
す
る
留
保
を
扱
っ
た
こ
の
論
文
の
ほ
か
に
も
、

へ位、

「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
判
決
の
進
展
新
聞
辛
業
の
集
中
排
除
に
関
す
る
一
判
決
を
巾
心
に
」
の
な
か
で
、
憲
法
院
の
九
八
凶
年
一
。

出

円
判
決
中
で
述
べ
ら
れ
た
法
律
に
対
す
る
解
釈
留
保
に
つ
い
て
も
記
述
し
て
い
る
c

事
件
を
紹
介
す
る
と
、
本
件
で
問
題

J

憲
法
裁
判
守
が
憲
法
条
t
止
と
規
則
の
諸
見
定
の
問
に
単
な
る
両
立
性
で
な
く
、
山
一
の
ム
門
致
を
要
請
す
る
か
ら
で

月

。
と
な
っ
た
法
律
の
第
一

0
1
一
一
条
の
条
項
は

人
の
人
聞
が
所
有
叫
能
な
新
聞
の
流
通
景
の
比
率
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
、
第
一
一
一

条
は
そ
れ
を
受
け
て
、
そ
の
比
率
の
計
算
は
、
そ
の
人
が
新
聞
を
獲
得
(
忠
告

5-coロ
)
あ
る
い
は
支
配
(
古
コ
月
号

g
E
3一三

し
た
の
に

先
行
す
る
一
一
か
月
で
評
悩
き
れ
、
木
法
公
布
時
に
存
在
し
て
い
る
状
川
に
つ
い
て
は
、
本
法
公
布
に
先
行
す
る
一
一
か
月
に
つ
い
て
許
制

ヘ弘一

さ
れ
る
と
定
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
害
山
法
院
は
第
川
二
理
由
付
け
で
、
「
本
法
第
一
心
、

一
二
条
は
、
こ
れ
ら
の
条
項
に
お
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
た
基
準
の
適
用
を
一
つ
の
場
合
の
み
に
限
っ
て
い
る
、
先
に
見
た
本
法
第
一
二
条
の
『
止
一
百
を
考
慮
し
た
形
で
し
か
読
ま
れ

え
な
い
。
す
な
わ
ち
一
ん
で
、
本
法
律
公
布
時
に
お
い
て
超
過
し
て
い
た
場
合
と
、
そ
し
て
他
ん
で
、
将
来
的
に
は
、
排
他
的
に
獲
得
あ
る

い
は
支
配
権
取
得
に
山
米
す
る
起
過
の
場
合
で
あ
る
。
法
律
そ
の
も
の
は
、
新
し
い
円
刊
紙
を
創
刊
す
る
場
合
や
、
あ
る
い
は
買
収
ゃ
支
配



権
取
得
以
外
の
瑚
由
に
よ
る
流
通
景
の
発
展
の
場
台
、
こ
の
卜
限
の
作
用
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
創
刊
の
白
白
と
い
口
刊
紙
の
口

然
な
発
展
と
は
、
涜
み
予
の
白
白
な
選
択
を
ま
っ
た
く
侵
芹
し
な
い
」
と
判
断
し
、
第
川
川
理
由
付
け
で
、
「
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

に
法
律
の
準
備
作
業
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
優
位
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
略
ご
と
判
断
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
矢
川
俊
町
は
、
憲
法

院
が
「
い
わ
ゆ
る
留
保
っ
き
台
曹
の
手
法
を
使
い
、
迎
用
領
域
を
限
定
し
た
」
と
評
何
し
、
「
そ
れ
に
従
、
っ
と
、
将
来
に
わ
た
っ
て
も
、
本

上
限
の
適
川
は
新
た
に
党
利
さ
れ
た
新
聞
あ
る
い
は
所
ム
引
枠
ま
た
は
文
配
位
の
取
得
以
外
の
即
由
に
よ
る
頒
布
部
数
の
発
展
の
場
合
に
は
排

除
き
れ
る
。
こ
れ
は
本
法
適
用
の
デ
ィ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
え
よ
う
L
O

「
な
お
、
本
判
決
に
は
、
こ
の
他
に
も
多
く
の
デ
ィ
レ
ケ
テ
ィ
ブ
が
兄

ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
と
り
あ
げ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
き
重
要
な
日
中
新
で
あ
る
一
円
4

だ
け
は
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ

れ
は
本
判
決
で
は
じ
め
て
デ
ィ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
そ
の
本
t
止
で
明
ー
小
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
c

す
な
わ
ち
、
判
決
本
文
の
一
は
、

『上
で
述
べ
た

解
釈
と
い
う
厳
防
相
な
留
保
の
い
t

で
、
木
法
の
ほ
か
の
諸
条
度
は
憲
法
に
以
し
な
い
』
と
し
た
。
ハ
仇
米
、

デ
ィ
レ
ク
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
は
そ
の

既
判
力
に
つ
き
議
論
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
同
院
は
明
確
な
制
絡
を
拠
出
し
た
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
、
つ
し
て
矢
口
俊
昭
は
、
「
解

釈
留
保
つ
き
合
意
」
川
決
は
「
適
用
デ
ィ
レ
ク
テ
ィ
ブ
」
を
山
川
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
本
判
決
で
は
じ
め
て
、
「
デ
ィ
レ
ク
テ
ィ
ブ
」

が
判
決
本
文
で
明

T
dれ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
仁
矢
円
俊
昭
は
さ
ら
に
、
コ
ア
ィ
レ
ク
テ
ィ
ブ
」
に
は
、
通
用
「
ア
ィ
レ
ク
テ
ィ
ブ

問
)

の
ほ
か
に
、
解
釈
一
γ
ィ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
指
導
一
γ
ィ
レ
ク
テ
ィ
ブ
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
何
介
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
論
老
は
、
ま
き
に
憲
法
院
研
究
の
第
一
の
も
の
、
憲
法
院
判
決
を
通
じ
て
人
権
等
の
問
題
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
に
主
眼

そ
れ
に
必
要
な
限
り
で
付
随
的
に
扱
わ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
白
体
に
つ
い
て
深
く
検
討
し

た
も
の
で
は
な
い
じ
こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
、
比
較
的
早
い
時
期
に
解
釈
留
保
に
言
及
し
た
論
『
止
と
し
て
、
大
河
原
良
土
へ
の
「
フ
ラ
ン
ス

8
-

憲
法
院
と
法
律
事
瓜
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
瓜
で
は
、
こ
の
論
ょ
に
お
い
て
解
釈
留
保
が
と
の
よ
う
に
抜
わ
れ
て
い
た
か
を
見
る
こ
と
に

が
あ
る
c

刈
決
手
法
ー
と
し
て
の
解
釈
併
保
は
、

す
る
ロ

デミ
」

レ〉

北法S8(2.~山口1:1



"見

第

項

大
河
原
良
夫
に
よ
る
議
論

ーふ
i師

大
川
川
原
良
夫
は
、
こ
の
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
と
法
律
事
項
」
と
題
し
た
論
?
ん
に
お
い
て
、
憲
法
院
の
権
限
配
分
機
能
を
通
じ
て
、

フ
-
フ
ン

ス
一
九
有
八
年
憲
法
に
お
け
る
I

止
法
府
と
執
行
ー
肘
の
聞
の
I

止
法
機
能
の
配
分
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
c

こ
れ
は
、
先
に
見

た
憲
法
院
研
究
の
巾
で
は
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
υ

大
河
原
良
夫
は
そ
の
中
で
、
憲
法
院
が
ほ
か
の
川
家
機
関
と

の
関
係
で
と
の
よ
う
に
伏
情
付
け
ら
れ
る
か
を
釦
る
た
め
の
一
つ
の
前
促
と
し
て
、
憲
法
院
の
ド
す
間
決
の
効
力
は
と
の
よ
う
な
も
の
で
あ

山
川

る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
た
め
に
、
ひ
と
つ
の
刈
決
子
法
で
あ
る
解
釈
留
保
の
効
力
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
憲
法
院
と
裁
判
部
門
、
政
治
部
門
、
立
法
部
門
と
の
関
係
が
、
順
次
検
討
さ
れ
て
い
る
c

ま
ず
憲
法
院
と
川
批
判
部
門
と
の

関
係
で
あ
る
が

般
論
と
し
て
、
憲
法
院
判
決
の
拘
束
力
に
つ
い
て
、
か
な
り
耐
の
あ
る
即
解
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
憲
法
院
自
身
は
明

一
不
的
に
「
既
判
力
」

の
文
一
言
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
判
決
を
見
る
と
、

I
U
州
八
的
な
既
判
力
概
念
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
涜
み
取
れ

りる

し、と

志を
味 J旨
で仰
のし
判っ
決っ
ぴ〕 ι
J旬 、
「同「

芳去
のみ
ぷ R
重、
要 γ

lこ 7
tf し

ろ た
て本

28E 
」叶

ム 判

;1i力
fミ~

てり
し、 8

2 
九留
っ保
まげ
りさ

半リ
法iJ!.:
律の
なすミ
ど想J
の性
単等
なと
るの
台関
憲連
遣で
憲阿
の題
干Ijと
断な
やる
、よ

あ
る
い
は
権
限
組
域
を
確
定
す
る
判
決
な
ど
で
は
、
そ
の
拘
束
の
程
度
の
瑚
解
に
主
が
あ
る
と
し
て
も
、
判
決
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
結
論
は

あ
る
意
味
で
非
常
に
別
保
な
も
の
で
あ
っ
た
υ

ま
た
、
初
期
の
憲
法
院
判
決
は
権
限
配
分
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
そ
れ
ゆ
え
審
暑
が
で
き

る
、
で
き
な
い
と
か
、
法
律
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
、

で
き
な
い
と
い
う
、
形
式
レ
ベ
ル
の
ポ
柄
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
c

し
か
し
憲
法

院
が
人
権
に
つ
い
て
も
判
断
を
下
す
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
憲
法
院
が
判
決
手
法
と
し
て
の
解
釈
留
保
を
多
く
用
い
、
ま
た
そ
れ
が
、
法
律

の
実
体
的
な
内
容
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
も
凡
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
法
律
の
よ
百
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
の
に
、

そ
れ
が

合
憲
的
に
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
憲
法
院
の
留
保
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
ロ
こ
う
し
て
料
保
に
従
っ
た
適
川
が
な
さ
れ

jt法問(2・24)514 



る
か
と
う
か
が
法
律
の
台
憲
性
に
影
響
す
る
こ
と
と
な
り
、

そ
れ
ゆ
え
留
保
の
実
効
件
を
合
も
広
い
意
味
で
の
拘
束
力
が
重
要
な
問
題
と
し

て
現
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
記
述
か
ら
、
解
釈
料
保
の
拘
点
力
の
問
題
が
、
憲
法
院
の
判
決
木
体
の
拘
点
力
と
は
別
な
も
の

と
意
訟
附
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

次
に
、
通
日
裁
判
所
が
憲
法
院
判
決
に
ど
う
対
応
し
て
い
る
か
を
、
行
政
裁
判
所
系
列
と
司
法
裁
判
所
系
列
に
分
け
て
検
討
し
て
い
る
c

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

こ
の
う
ち
、
一
山
裁
判
所
に
共
通
す
る
指
摘
と
し
て
、
憲
法
院
が
川
動
を
開
始
し
た
初
期
の
こ
ろ
は
、
憲
法
院
判
決
白
休
の
数
が
少
な
く
、

の
卜
権
限
配
分
に
関
す
る
判
決
が
多
か
っ
た
こ
と
、

そ
う
い
っ
た
憲
法
院
判
決
に
対
し
て
、
通
常
裁
問
所
は
比
…
視
な
い
し
矛
盾
す
る
よ
う
な

山
一
坊
を
と
っ
た
こ
と
も
あ
る
こ
と
、
し
か
し
今
日
で
は
、
憲
法
院
の
刈
決
、
そ
し
て
判
例
原
則
に
従
っ
て
通
常
妓
刈
一
昨
も
判
断
を
下
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
c

解
釈
留
保
に
関
し
て
指
摘
す
る
べ
き
こ
と
は
、
大
河
原
艮
夫
が
、

九
七
四
干
の
従
訴
権
拡
大
、
人
権
条
項
の

憲
法
ブ
ロ
ッ
ク
へ
の
取
り
込
み
と
い
っ
た
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、
「
法
律
の
実
体
的
側
面
で
の
判
決
判
例
の
不
一
致
が
起
き
る
可
能
性
」

が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
一
九
八

O
年
以
降
、
憲
法
院
が
解
釈
留
保
の
判
決
手
法
を
多
く
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
通
常
裁
判
所
は
そ
の
留

保
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
と
い
う
新
し
い
問
題
が
生
ま
れ
た
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
大
河
原
良
夫
は
さ
ら
に
、
特
に
問
題
と
な
る
の
は
と
り

戸川一

わ
け
「
法
律
の
迎
用
機
関
と
し
て
の
通
市
裁
判
所
に
対
し
て
行
動
ラ
イ
ン
を
小
す
指
守
的
な
留
保
付
き
判
決
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
吋
白
で
す
で
に
、
解
釈
留
保
に
は
指
示
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
-
小
す
も
の
で
、
指
摘
し
て
お
く
に
他
す
る
。

そ
し
て
こ
の
、
留
保
に
刻
す
る
対
出
が
見
ら
れ
た
事
案
と
し
て
、
行
政
系
列
の
最
高
裁
判
所
た
る
コ
ン
セ
イ
ユ
テ
タ
の
一
九
八
六
年
川

「
川
出

J

月

ハ

H
判
決
を
あ
げ
て
い
る
c

こ
の
判
決
で
は
、
憲
法
院
の
い
わ
ゆ
る
凶
有
化
U
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
法
律
の
辿
川
に
お
け
る
補
償

算
定
の
方
法
に
関
し
て
、
憲
法
院
の
制
保
を
尊
重
す
る
形
で
判
断
を
い
t
L
、
こ
れ
に
よ
り
、
判
決
理
由
巾
の
指
示
的
勧
告
的
留
保
に
つ
い
て

既
判
力
を
認
め
た
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
υ

そ
し
て
憲
法
院
は
、
解
釈
留
保
が
通

dm裁
判
所
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
さ
ら
に
碓
同
た z c 

北法58(2-25日目



"見

る
も
の
に
す
る
た
め
、
解
釈
留
保
の
部
分
を
判
決
↓
丁
丈
に
組
み
込
む
こ
と
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
つ
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
憲
法
院
判
決
の

拘
点
力
と
、
解
釈
留
保
の
拘
束
力
の
問
題
と
が
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
、
?
え
で
大
河
原
良
夫
は
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

ーふ
i師

タ
が
、
憲
法
院
の
判
決
で
f
J

人
の
み
な
ら
ず
、
解
釈
印
同
保
の
部
分
を
合
む
憲
法
院
判
決
全
体
に
既
判
力
を
認
め
、
そ
れ
に
従
っ
た
と
一
計
仙
し
て

い
る
じ

(弘一

般
投
院
と
の
関
係
で
は
、
憲
法
院
に
よ
っ
て
、
安
全
と
白
山
に
関
す
る
法
律
に
対
す
る
九
八
一
汗
判
決
で
、
身
五
確
認
の
濫
川
の
恐

れ
に
つ
い
て
、
立
法
府
は
そ
れ
を
予
防
す
る
た
め
に
「
多
く
の
下
防
的
桁
置
を
施
し
て
い
る
コ
そ
の
手
続
き
を
収
り
巻
く
そ
う
し
た
条
件
の

ふ
王
山
的
な
肯
J

重
を
監
視
す
る
の
は
、
司
法
裁
判
所
お
よ
び
行
政
裁
判
所
の
権
限
に
属
す
る
。
ま
た
必
安
が
あ
れ
ば
、
違
法
行
為
を
有
罫
と
し

て
処
剖

L
、
そ
の
い
相
官
い
の
諸
結
果
の
賠
償
を
供
す
る
の
は
、
権
限
あ
る
裁
判
所
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
憲
法
院
は
、

法
律
の
適
川
の
も
た
ら
す
結
果
に
対
し
て
、
そ
の
濫
用

(
H
適
川
進
志
の
川
能
性
)
の
審
査
を
通
高
裁
判
所
に
期
待
す
る
た
め
に
留
保
を
付

へ

Mm〉

し
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
受
け
た
彼
段
院
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
か
の
検
討
は
し
て
い
な
い
。

悌
一

第
二
に
、
憲
法
院
判
決
と
政
治
部
門
ー
と
の
関
係
で
あ
る
。
大
河
原
良
夫
は
、
こ
こ
で
改
め
て
、
憲
法
院
判
決
の
効
ん
の
問
題
は
、
留
保

付
き
判
決
の
手
法
の
本
格
的
採
用
と
と
も
に
散
在
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
c

憲
法
院
の
通
常
の
判
決
の
場
合
、
そ
れ

は
法
律
の
審
署
が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
し
か
な
く
、
憲
法
院
判
決
と
政
治
郎
門
の
同
の
関
係
に
限
定
す
れ
ば
、
そ
こ
に
拭
触
と
か
、

杓
点
関
係
と
か
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
る
余
地
は
な
い
。
だ
が
、

一
定
の
地
用
や
解
釈
を
要
求
す
る
留
保
が
付
さ
れ
た
と
き
、
政
治
部
門

が
そ
の
留
保
に
従
う
か
ど
う
か
が
問
題
ー
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

大
川
原
良
夫
は

コ
ソ
〆
セ
イ
ユ
・
テ
タ
に
つ
い
て
検
討
し
た
場
合
と
同
様
、

は
じ
め
に
権
限
配
分
に
悶
す
る
憲
法
院
判
決
を
検
討
し
、
次

に
M
M
梓
法
律
に
対
す
る
憲
法
院
判
決
を
検
討
し
て
い
る
つ
だ
が
そ
れ
に
先
立
ち
、
解
釈
留
保
に
関
す
る
般
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

戸畑
一

一
八
・
二
川
日
判
決
で
初
め
て
付
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
は
、
憲
法
院
が
サ

そ
の
中
で
、
解
釈
制
仰
の
子
法
は

一
九
五
九
年
六
月
一
七
・

jt法問(2・2G)SHi



そ
の
実
効
性
が
回収
大
に
な
る
議
院
川
崎
則
に
対
す
る
判
決
で
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
に
起
源
と
し
て
は
古
い
も
の
で
あ
っ
た
利
保
の
手
法
は
、
先
に
兄
た
一
九
一
八
年
の
安
全
と
白
白
判
決
に
お
い
て
、
「
法
律
の
規
定
は

ン
ケ
シ
ョ
ン
王
体
と
な
る
た
め
、

と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
{
疋
式
が
れ
ち
出
さ
れ
、
さ
ら
に
、
「
そ
れ
以
外
の
解
釈
は
・
違
憲
で
あ
る
」
ー
と
す
る
一
九
八
四
年
の
新

聞
法
制
改
草
判
決
が
山
る
に
主
り
、
洗
練
さ
れ
、
決
定
的
な
段
階
を
迎
、
λ
た
と
分
析
す
る
じ
こ
の
と
き
、
前
記
一
九
八
年
の
安
全
と
白

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

由
判
決
以
来
の
判
決
の
長
『
止
化
向
山
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
、
判
決
の
趣
旨
を
「
で
き
る
だ
け
明
碍
に
述
べ
る
こ
と
で
、
そ
の
趣
己
H
を
判
決
の

名
記
入
に

d
確
に
実
現
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
憲
法
院
の
胤
望
表
明
」
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
配
慮
の
一
環
と
し
て
、
違
憲
間
決
を
減

ら
す
方
で
留
保
付
き
判
決
を
増
や
し
た
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
記
述
で
は
、
解
釈
伺
保
の
手
法
の
起
源
に
つ
い
て

H
確
な
理
解

が
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
解
釈
留
保
付
き
判
決
が
、
進
憲
判
決
を
減
ら
す
か
わ
り
に
用
い
ら
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
占
、
が
注
回
に
値
す
る

f

九
人
口
十
代
以
降
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

解
釈
向
同
州
悼
の
子
法
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
回収
近
ま
で
、
あ
ま
り
正
確
に
把
握
さ
れ
ず
、

一刊」

な
っ
た
と
の
認
識
が
出
き
れ
た
り
す
る
場
合
も
あ
っ
た
な
か
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
正
確
な
理
解
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
後
者
の
、
解
釈
留
保
の
手
法
が
進
憲
判
決
の
減
少
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
今
け
で
は
お
お
よ
そ
否
定
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
権
限
配
分
に
闘
す
る
判
決
に
付
さ
れ
た
間
保
の
問
題
で
あ
る
が
、
大
川
原
山
北
え
は
、
脱
法
律
化
が
向
同
保
付
き
で
認
め
ら
れ
た

場
合
に
、
そ
の
結
果
作
成
さ
れ
る
デ
ク
レ
に
対
し
て
憲
法
院
は
統
制
し
え
な
い
の
で
、
留
保
は
政
府
に
対
し
て
間
按
的
な
効
思
し
か
持
た
な

い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
院
が
「
法
律
の
規
定
に
違
反
し
な
い
限
り
で
、
デ
ク
レ
に
よ
る
法
律
改
正
が
認
め
ら
れ

る
」
と
い
う
魁
旨
の
留
保
を
付
し
た
判
決
を
下
し
た
と
き
に
、
政
府
が
、
こ
の
留
保
違
反
を
瓜
由
ー
と
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
へ
の
法
権
訴

訟
と
い
う
事
態
を
遊
け
る
た
め
に
、
デ
ク
レ
に
よ
る
千
続
を
断
念
し
た
例
を
桁
介
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
脱
法
律
化
判
決
に
留
保
を
つ
け
る

こ
と
は
、
デ
ク
レ
の
制
去
に
影
響
を
及
ぼ
す
効
岡
本
を
持
ち
う
る
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
問
按
的
と
は
い
え
、
解
釈
留
保
に
従
う
傾

向
が
あ
る
こ
と
が
示
き
れ
て
い
る
。

北法58(2-27日17



"見

次
に
、
授
権
法
律
に
付
さ
れ
た
留
保
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
つ
授
権
法
律
に
付
さ
れ
る
山
間
保
は
、
長
持
法
律
の
適
川
に
つ
い
て
の
条

件
が
政
府
に
対
し
て
別
ボ
さ
れ
る
も
の
で
、
委
任
山
法
の
内
容
を
事
前
に
枠
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
、
川
い
る
E
u
m
が
大
き
い
と
指
摘

へ郎、

し
て
い
る
。
ま
た
長
権
法
律
は
、
山
同
保
を
付
す
る
の
に
適
切
な
領
域
で
あ
る
た
め
、
山
同
保
付
き
の
判
決
の
数
も
多
く
な
り
、
「
命
令
・
義
務

ーふ
i師

付
け
」
的
な
件
情
も
強
く
な
り
が
ち
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
c

解
釈
間
保
に
、
少
な
く
と
も
命
令
的
な
性
惜
の
も
の
と
そ
う
で
は
な
い

し
く
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
)
も
の
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
記
述
で
あ
り
、
ぺ
ん
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
注
目
す
る
に
備
す
る
も

の
で
あ
る
。

大
刈
原
良
夫
は
、
授
権
法
律
に
対
す
る
留
保
が
端
、
え
た
き
っ
か
け
と
し
て
、
コ
ア
ピ
タ
シ
オ
ン
の
ャ
で
、
政
ー
附
に
よ
る
憲
法
第
一
一
八
条
(
立

戸山」

法
の
委
任
)
の
滞
川
の
危
険
件
に
刻
す
る
竺
戒
感
が
、
大
統
領
と
議
会
野
克
側
に
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
c

コ
ア
ビ
タ
シ
オ
シ
(
あ

る
い
は
よ
り
広
く
政
権
交
代
)
を
械
に
解
釈
留
保
が
ば
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
↓
丁
張
は
、
政
格
交
代
の
転
轍

T
と
し
て
の
憲

一
八
口
年
代
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
憲
法
院
が
、
左
右
両
派
の
一
方
に
肩
入
れ
し
て
い

る
と
い
う
印
象
を
も
た
れ
る
こ
と
な
く
、
優
れ
た
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
よ
っ
て
、
留
保
の
手
段
も
川
い
つ
つ
判
決
を
し
て
い
る
と
の
一
計
仙
が
一

法
院
と
い
う
位
置
付
け
と
と
も
に
、

般
的
で
あ
っ
た
c

大
河
原
艮
犬
の
指
摘
は
、
憲
法
院
の
側
か
ら
で
は
な
く
、
大
統
領
や
議
会
野
党
の
側
か
ら
見
た
も
の
で
あ
る
点
で
独
自
の

も
の
で
あ
る
が
、
解
釈
制
保
の
発
展
状
川
を
指
摘
し
た
そ
の
内
容
は
、
当
時
の
一
般
的
な
議
論
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

仙

川

」

戸

川

〕

九
八
六
年
の
い
わ
ゆ
る
民
営
化
判
決
と
、
選
挙
区
制
り
間
決
を
あ
げ

M
M
権
法
律
に
対
す
る
料
保
が
刊
き
れ
た
具
、
休
的
な
例
と
し
て
、

て
い
る

c
R営
化
判
決
は
、

二
つ
の
点
で
注
リ
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
民
常
化
判
決
以
前
、
憲
法
院
は
、
反
権
リ
的
が
一
不
さ
れ
て
い
れ

ば
、
授
権
法
律
を
合
憲
と
し
て
き
た
が
、
民
営
化
判
決
で
は
、
オ
ル
ト
ナ
ン
ス
へ
の
授
権
範
回
が
則
椛
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
を
安
求
し
た
こ

と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、

オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
憲
法
に
追
反
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
判
示
し
た
こ
と
で
あ
る
つ
こ
れ
ら
の
原
則
に
よ
っ

て
、
憲
法
院
は
、
経
済
山
法
の
改
廃
を
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
認
め
る
と
の
規
定
に
つ
い
て
、
集
巾
規
制
等
の
一
正
の
胤
{
疋
の
み
を
対
象
と
す
る も

jt法問(2・28)518



も
の
で
あ
る
と
の
限
定
解
釈
を
示
し
た
ほ
か
、
企
業
の
譲
渡
仙
裕
算
定
に
つ
い
て
も
、
憲
法
上
そ
れ
ら
の
企
業
の
何
情
以
下
で
の
一
議
波
が
祭

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

じ
ら
れ
て
い
る
と
し
、
企
業
何
格
の
一
定
の
計

R
h法
を
命
じ
た
り
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
憲
法
院
は
、
「
え
さ
仕
立
法
に
よ
っ
て
合

憲
件
寄
脊
を
泣
け
よ
う
ー
と
す
る
政
府
に
対
し
て
、
合
憲
性
ブ
ロ

y
ク
の
制
を
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
ま
で
及
ぼ
そ
う
」
ー
と
し
、
「
ム
ロ
憲
限
定
解
釈

山
聞

を
最
大
限
に
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
憲
法
的
要
請
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
凶
が
表
れ
て
」
お
り
、
さ
ら
に
、
「
綬
権
法
律
に
対
L

の
な
か
に
統
合
し

て
留
保
つ
き
合
憲
判
決
の
子
法
を
使
、
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
憲
性
原
理
を
行
政
裁
判
所
の
審
斉
枠
組
み

rm〕

ょ
う
と
し
た
」
と
大
河
原
良
夫
は
評
何
し
て
い
る
コ
た
だ
、
政
府
の
オ
ル
ト
ナ
ン
ス
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
っ
て
、
こ
の
利
保
に
従
つ

(
適
法
件
原
理
)

て
審
査
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
オ
ル
ト
ナ
ン
ス
が
大
統
領
の
署
名
拒
再
に
あ
っ
た
た
め
、
結
局
、
こ
の
間
保
に
よ
っ
て
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
が
審
杏
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
じ

次
の
選
挙
区
割
り
に
関
す
る
で
も
憲
法
院
は
同
械
の
態
度
を
と
り
、
選
挙
区
割
り
が
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
委
仔
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

そ
れ
が
合
憲
と
な
る
た
め
の
多
く
の
条
件
を
留
保
で
示
し
た
。
だ
が
、
こ
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
も
大
統
鋭
か
ら
知
育
さ
れ
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

タ
に
よ
る
審
査
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
一
た
。

こ
れ
ら
か
ら
、
政
治
部
門
、
と
り
わ
け
授
権
法
律
(
に
よ
る
授
権
)
に
対
す
る
解
釈
留
保
は
、
「
判
決
主
文
に
組
み
込
み
規
範
牲
を
与
え
て
、

留
保
の
内
容
を
明
確
で
厳
格
な
も
の
に
し
て
お
け
ば
、
政
府
の
解
釈
権
に

74疋
の
枠
を
は
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
だ
け
オ
ル
ド
ナ
シ
ス
の

制
定
を
困
難
に
す
る
」
と
詐
悩
さ
れ
て
い
る
υ

た
だ
、
政
府
が
そ
れ
を
尊
重
せ
ず
、
さ
ら
に
行
政
裁
判
所
が
留
保
の
サ
ン
夕
、
ン
ョ
ン
を
拒

T
h

ー
し
た
場
合
、
憲
法
院
は
そ
れ
を
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
で
き
な
い
と
い
う
限
凶
作
が
あ
る
こ
と
も
、
あ
わ
せ
て
指
摘
し
て
い
る
。

最
後
に
、
憲
法
院
判
決
と
同
会
と
の
悶
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
c

大
川
原
良
夫
は
、
単
純
な
ム
門
憲
判
決
や
全
部
違
憲
判
決
の
場
合
、

ム
番
著
の
段
階
に
進
む
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
、
同
会
が
新
た
に
関
係
す
る
こ
と
は
な
く
、
憲
法
院
判
決
の
拘
束
力
が
特
に
問
題
に
な
る
こ

と
は
な
い
が
、
留
保
付
き
の
合
憲
判
決
と
一
部
違
憲
判
決
の
場
合
、
そ
の
留
保
が
付
さ
れ
、
あ
る
い
は
違
憲
と
き
れ
た
部
分
に
ど
う
対
応
す

北法58(2-29日19



"見

る
か
と
い
う
白
で
、
憲
法
院
判
決
の
拘
束
力
の
問
題
が
牛
じ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
制
保
が
立
法
府
に
対
す
る
解
釈
指
針
を
示
し

た
場
合
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
の
と
買
な
り
、
憲
法
院
は
、
役
続
の
立
法
が
提
訴
さ
れ
た
と
き
、
白
ら
の
料
保
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
か
ど

ーふ
i師

う
か
を
審
交
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
例
ー
と
し
て
、
先
に
見
た
選
挙
区
割
に
関
す
る
法
律
を
あ
げ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
前
の
判
決
で
示
し
た
留
保
(
本
米
は
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
制
定
権
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
)
に
よ
っ
て
、
旦
パ
体
的
な
同
訓
り
を
し

そ
の
料
果
、
合
憲
の
判
断
が
い
t

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
国
会
に
向
け
ら
れ
た
留
保
利
き
判
決
は
、
同
会

た
法
律
が
審
杏
さ
れ
、

に
よ
っ
て
考
感
き
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
し
て
い
る
コ

こ
の
よ
う
に
本
論
丈
は
、
解
釈
留
保
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
先
駆
的
な
研
究
で
あ
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
先
駆
的
な
検
討
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
今
日
の
リ
で
見
る
と
実
情
に
合
わ
な
い
評
仙
が
含
ま
れ
て
い
た
り
す
る
の
も
事
実
で
あ
る
c

た
と
、
λ
ば
、
解
釈
山
同
保
を
政
権
『
父
代

の
影
響
の
産
物
と
す
る
点
は
、
心
wl
時
多
く
見
ら
れ
た
、
政
梓
交
代
の
保
証
人
と
し
て
の
産
法
院
の
位
置
付
け
と
は
く
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
が
、
政
健
父
代
の
有
叫
に
か
か
わ
ら
ず
、
解
釈
利
保
山
川
き
判
決
が
時
ん
に
付
さ
れ
て
い
る
現
状
を
見
る
と
き
、
も
は
や

そ
の
よ
う
に
い
い
切
れ
ず
、
解
釈
留
保
は
一
つ
の
締
立
し
た
手
法
ー
と
し
て
憲
法
院
の
判
例
上
{
疋
看
し
た
と
い
っ
て
い
い
よ
う
に
巴
わ
れ
る
c

本
論
主
は
、
留
保
を
メ
イ
ン
に
扱
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
分
析
は
、
判
決
が
ど
の
よ
う
に
執
行
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
下
限
が
置
か

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
解
釈
山
間
保
に
は
指
令
的
な
も
の
や
そ
う
で
も
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
は
触
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
れ
で
は
利
保
が
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
か
、
'
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
る
の
か
、

と
か
い
う
検
討
は
あ
ま
り
な

さ
れ
て
い
な
い
。
解
釈
併
保
の
手
法
は

一
九
九

0
年
代
を
経
て
今
日
、
憲
法
院
判
決
の
手
法
ー
と
し
て
、
そ
の
刈
例
卜
に
恨
を
お
ろ
し
た

と
い
、
λ
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
解
釈
間
保
の
手
法
を
中
心
に
す
え
た
新
た
な
検
討
が
必
要
と
い
え
よ
う
仁

と
こ
ろ
で
近
す
、
憲
法
院
判
決
に
つ
い
て
料
力
的
に
検
討
し
て
い
る
の
が
、
蛇
原
健
介
で
あ
る
。
そ
の
研
究
の
↓
T
限
は
、
憲
法
院
の
判
決

が
い
か
に
し
て
実
現
き
れ
て
い
る
か
、
憲
法
院
と
そ
の
ほ
か
の
凶
家
機
関
と
の
聞
の
関
係
(
姥
原
は
「
協
働
関
係
」
を
築
く
必
支
が
あ
る
旨

jt法問(2・叩)S20



を
力
説
す
る
)

に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
速
の
研
究
の
中
の
い
く
つ
か
で
、
解
釈
留
保
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
瓜
で
は
、
蛇
原

健
介
に
よ
っ
て
解
釈
留
保
が
ど
の
よ
、
つ
に
抜
わ
れ
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

第

プ胃

蛇
原
健
介
に
よ
る
議
論

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

地
原
他
介
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
憲
法
院
判
決
を
題
材
と
し
た
諸
研
究
を
数
多
く
発
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
解
釈
留
保

以
J

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
c

た
と
え
ば
「
法
律
に
お
け
る
憲
法
の
具
体
化
と
合
憲
性
客
杏
」
と
題
し
た
論
?
止
に
お
い
て
、
害
山
法
院
の
判

決
に
は
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
か
を
説
明
す
る
中
で
、
岳
会
部
違
憲
判
決
、
必
)
一
部
違
憲
判
決
(
可
分
)
、
(
ぽ
珂
同
保
条
M
H
付
判
決
、
⑧
完

全
合
憲
判
決
の
四
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
留
保
条
件
付
台
憲
判
決
に
つ
い
て
、
「
産
法
院
は
あ
ま
り
に
も
多
く
の
達
志
判
決
を
下
す

こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
料
保
条
利
川
山
川
合
憲
判
決
定
。

H
E
E
Z
E
5
5
E主
コ
。
己
巳

R
E
E
P
2
2
)
を
お
こ
な
う
こ
と
が
あ
る
ロ
こ
の
技

術
は
、
憲
法
院
の
忠
告
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
を
条
什
ー
と
し
て
、
審
査
さ
れ
た
法
律
ま
た
は
条
項
を
合
憲
と
官
二
υす
る
も
の
で

あ
る
仁
し
か
し
、
憲
法
院
は
、
留
保
条
件
を
付
し
て
も
、
審
署
後
は
そ
の
法
律
を
あ
ら
た
め
で
直
接
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
山
間
保
条
件
の
遵
一
J
は
政
治
部
門
の
対
叫
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
に
と
述
、
へ
て
い
る
。
そ
し
て
留
保
が
付
さ
れ
た
判
決
に
対
し
ど

九
八
川
年
の
新
聞
法
判
決
、
一
九
八
六
年
の
民
営
化
法
判
決
、
そ
し
て
同
年
の

j皇の
挙よ
|メう

害Iな
り対
に応
闘が
すな
るえ
判l寸l
iJ( 1:"た
にカミ
つを
い検
宝討
レ" -， 
反ふ
し tc
てめ
し、?

るぺ

こ
の
論
文
は
、
憲
法
院
の
判
決
と
そ
れ
に
刻
す
る
そ
の
ほ
か
の
因
説
機
闘
の
対
応
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
c

留
保
付

き
判
決
は
そ
の
中
の
ひ
と
つ
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
留
保
付
き
判
決
に
凶
有
の
問
題
そ
の
他
に
つ
い
て
、
特
に
検
討

す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
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"見

そ
れ
に
対
し
、
解
釈
山
間
保
付
き
判
決
を
中
心
に
検
討
し
て
い
る
の
が
、
「
憲
法
院
判
例
に
お
け
る
合
憲
解
釈
と
政
治
部
門
の
対
ー
ん
憲
法

へ
川
以
一

院
と
政
治
部
門
の
相
互
作
用
の
視
点
か
ら
(
一
)
(
一
・
'
一
五
」
で
あ
る
υ

姥
原
健
介
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
範
に
収
り
つ
つ
、
憲
法
裁
判
所
(
憲

ーふ
i師

法
院
)
ー
と
、
白
一
法
機
関
、
執
行
・
行
政
機
関
、
あ
る
い
は
司
法
機
関
(
こ
れ
ら
一
つ
を
政
治
部
門
と
総
称
す
る
)

と
の
闘
係
に
つ
い
て
、
憲

法
院
の
返
書
判
決
に
対
す
る
直
接
的
な
対
応
と
、
違
憲
判
決
を
泣
け
る
た
め
に
政
治
部
門
に
よ
っ
て
取
ら
れ
る
対
応
を
軸
と
し
て
研
究
を
重

戸
川
)

ね
て
き
て
お
り
、
憲
法
の
よ
り
よ
い
実
現
が
な
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
闘
の
「
協
働
関
係
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
王
張
し
て
い
る
υ

本
論
丈
も
そ
の
述
の
研
究
の
中
に
佐
情
付
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
院
の
判
決
一
般
で
は
な
く
、
「
解
釈
留
保
」
が
付
さ
れ
た
判

一
方
で
、
憲
法
院
が
そ
の
間
保
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
に
政
治
部
門
を
統
制
し
て
い
る
か
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、

決
に
つ
い
て

政
治
部
門
が
そ
れ
に
と
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
c

そ
こ
で
、
解
釈
留
保
の
特
徴
と
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
学
説
を
検
討
し
、
そ
の
意
義
と
分
類
、
の
整
即
を
し
つ
つ
、

量
的
・
質
的
面
か
ら
の
統
計
的
分
析
を
し
、
ま
た
、

雫
例
の
検
討
も
行
っ
て
い
る
。

九
八
口
汗
代
、
山
同
保
付
き
判
決
の
増
加
を
、
川
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
研
究
の
蓄
積
が
進
ん
だ
と
し
、
ブ
ァ
ヴ
ォ
ル

l

m
一

rm
一

が
、
解
釈
山
同
保
を
一
今
種
類
、
に
分
類
し
て
論
じ
た
こ
と
を
桁
介
し
て
い
る
c
さ
ら
に
こ
の
論
主
に
続
き
、
フ
ラ
ン
ク
モ
デ
ル
ヌ
や
オ
リ
ピ
エ
・

ポ
l

/
オ
リ
ピ
エ
・
カ
イ
ラ
の
共
蓄
の
論
文
な
ど
が
続
き
、
解
釈
山
同
保
研
究
の
最
近
の
も
の
と
し
て
、
テ
f
エ
リ
l
・
デ
ィ
マ
ン
ノ
の

H
7

~出一

ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
憲
法
裁
判
(
円
と
解
釈
っ
き
間
決
の
子
法
」
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
デ
ィ
マ
ン
ノ
が
こ
の
論
丈

そ
の
な
か
で

に
お
い
て
、
従
米
と
ら
れ
て
き
た
前
釈
留
保
の
一
一
分
類
論
、
す
な
わ
ち
中
和
解
釈

(
E
E
H
E
z
t
cロ
ロ

2-Z戸
Z
E豆
、
建
設
的
解
釈

(
=
z
y
z
E
g
g
-
E
Z
E
Z
)
、
指
令
解
釈
(
一
三
三
℃
三
百
件

-
S
E
2
2
2
η
)
を
さ
ら
に
詳
細
化
し
た
分
類
諭
を
従
示
し
た
部
分
を
、
対

意
的
か
つ
詳
細
に
桁
介
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

デ
ィ
マ
ン
ノ
は
ま
ず
、
①
限
定
解
釈
(
百
戸
百
七

5
5
3
2
2
2き
と
、
⑨
建
設
的
解
釈
、
③
指
令
解
釈
の
大
分
績
を

jt法問(2・32)522 
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す
る

0
3は
、
法
律
の
規
範
的
効
力
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
程
度
に
よ
っ
て
、
蛙
効
化
解
釈
と
中
和
解
釈
に
さ
ら
に
分
領
さ
れ

る
。
前
者
は
、
法
律
を
明
白
に
違
憲
以
効
と
す
る
こ
と
な
し
に
法
律
の
規
範
内
存
を
栴
効
に
で
き
る
よ
う
な
訴
訟
技
術
と
さ
れ
、
そ
の
法
規

範
は
、
適
川
叶
能
で
あ
る
が
効
力
を
有
さ
な
い
、
法
的
幻
影
で
あ
る
と
さ
れ
る
c

後
苫
は
、
あ
る
規
定
の
胤
範
内
容
を
減
退
さ
せ
、
あ
る
い

は
減
衰
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
積
極
的
中
和
解
釈
と
川
械
的
中
和
解
釈
に
一
分
さ
れ
る
c

こ
の
刑
者
は
、
憲
法
に
適
台
す
る
規
範

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

内
容
を
法
律
の
山
崎
J

疋
か
ら
引
き
出
す
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
憲
法
に
以
す
る
規
範
内
容
を
削
除
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
つ
丸
山
い
は
、

ら
に
付
加
的
建
設
的
留
保
と
代
替
的
建
設
的
留
保
に
二
分
さ
れ
、
前
者
は
、
法
律
の
ー
長
一
μ
を
憲
法
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
解
釈
の
名
の
下
に
、

そ
こ
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
付
加
す
る
も
の
で
あ
り
、
刊
問
者
は
、
あ
る
規
定
が
当
初
含
ん
で
い
た
本
来
の
胤
範
内
容
を
、
別
の
規
範
内
科
に

置
き
換
え
る
も
の
で
、
違
憲
の
規
範
内
一
件
を
巾
I
該
規
定
か
ら
除
去
し
、
次
に
、
憲
法
適
合
的
な
内
科
を
そ
れ
に
挿
入
す
る
と
い
う
一
段
階
か

ら
な
る
も
の
と
さ
れ
る
。
③
も
、

さ
ら
に
抽
象
的
指
令
解
釈
と
只
体
的
指
令
解
釈
と
に
分
け
ら
れ
、
川
者
は
、
き
わ
め
て
般
的
、
抽
象
的

な
原
理
を
法
適
用
機
関
に
遵
守
さ
せ
る
こ
と
を
日
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、

よ
り
具
体
的
に
、
法
、
血
用
機
関
に
対
し
、
法
適
用
の

手
順
を
一
示
し
、
指
導
す
る
こ
と
を
問
題
ー
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

デ
ィ
マ
ン
ノ
は
さ
ら
に

一
九
九
ヒ
年
一
月
ま
で
、
益
法
院
が
通
常
法
律
お
よ
び
組
織
法
律
の
審
公
に
お
い
て
川
い
た
解
釈
間
保
を
統
計

的
に
分
析
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
通
常
法
律
に
つ
い
て
、

九
七
六
年
以
降
は
ほ
ぼ
毎
年
、
留
保
付
き
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

八
二
年
以
降
は
そ
の
比
率
が
卜
打
し

一
部
例
外
的
な
年
を
除
き
、

一
O
l
i
o
%程
度
の
比
率
を

h
め
て
い
る
こ
と
、
組
織
法
律
に
つ
い

て
、
初
め
て
留
保
付
き
判
決
が
下
さ
れ
た
の
は
一
九
八
七
年
と
遅
い
が
、
そ
の
悦
慨
は
通
常
法
律
と
同
紙
の
比
率
で
情
保
付
き
判
決
が
ャ
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
悩
介
さ
れ
て
い
る
c

ま
た
、
留
保
の
恨
拠
条
文
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
援
川
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
違
憲
判

決
の
場
合
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
を
検
討
し
、
結
論
と
し
て
、
台
市
型
解
釈
の
技
術
が
、
主
と
し
て
基
本
格
の
具
体
化
技
術

と
し
て
利
川
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
山
明
ら
か
で
あ
る
、

と
の
結
論
に
百
十
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
υ

そ三
」九

北法S8(2<sL"i2:-=J



"見

そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
、
に
対
応
す
る
事
例
を
と
り
あ
げ
て
料
介
し
て
い

蛇
原
他
介
は
、

デ
ィ
マ
ン
ノ
の
一
議
論
を
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
か
ら
、

る
。
貝
体
的
に
は

九
八
二
年
七
月
一
七
日

九
九
州
年
二
一
月
二

O
円

一
九
八
二
年
七
月
一
九
円

無
効
化
解
釈
に
つ
き

ーふ
i師

九
六
年
二
月
二
九
日
の
各
判
決
c

積
極
的
巾
和
化
解
釈
に
つ
き
、

一
九
九
四
年
月
二
日
、

一
九
九
石
年
一
月
一
八
け
の
芥
判
決
。
J

消

極
的
中
和
化
に
つ
き
、

九
八
四
作
八
月
二

O
日
判
決
c

付
加
的
建
設
的
留
保
に
つ
き

一
九
九
五
年
一
月

九
八
九
年
ヒ
円
一
一
石

H

八
日
の
各
判
決
。
代
柊
的
建
設
的
留
保
に
つ
き
、

一
九
九
二
年
八
月

日

九
九
五
咋
月
一
八
日
の
各

九
七
ハ
干
七
月
一
五
日
、

判
決
c

抽
象
的
指
令
的
解
釈
に
つ
き

一
九
八
一
年
一
月
有
日

具
体
的
指
令
的
解
釈
に
つ
き

円

h 
j¥ 

ノ、

年
/、

月

五

ノ、

H 
の
符
判IJ -h 

iJ~ノh
よlL
よ凶
?Zi年
匂 一 一

月
ま
たー

の 1
4各，tlJ 
E 決山。
同

一
九
八
六
年
六
月
二
五
・
一
六
日
、

一
九
八
一
年
一
月
一

保
を
付
す
る
べ
き
で
は
な
い
喝
合
と
し
て
、

デ
ィ
マ
ン
ノ
が
、
犯
罪
構
成
要
件
に
関
す
る
法
律
と
、
間
保
の
結
米
財
政
ー
ペ
出
の
増
加
を
招
く

法
律
の
場
ム
円
と
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
つ
そ
し
て
こ
れ
ら
の
桁
介
を
踏
ま
え
て
、
蛇
原
健
介
は
そ
の
研
究
の
、
半
題
で
あ
る
、

憲
法
院
の
解
釈
留
保
が
政
治
部
門
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
対
応
さ
れ
て
い
る
か

(
す
な
わ
ち
協
働
関
係
)

の
検
討
に
入
る
が
、
そ
こ
で
は

デ
ィ
マ
ン
ノ
で
は
な
く
T
ラ
ゴ
の
議
論
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

具
体
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
の
は
、
固
有
化
に
関
す
る
九
八
二
年
一
円

一
H
、
都
市
計
山
に
関
す
る
九
八
五
年
ヒ
月
一
じ
目
、
民

に
関
す
る
一
九
八
七
年
一
月
二

H
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
口
白
に
関
す
る
九
八
ハ
咋
九
月
一
八
日
、
社
会
保
障
折
田

い
ず
れ
も
指
令
的
解
釈
付
き
判
決
で
あ
る
。
先
に
大
河
原
良
夫
の
議
論
の
と
こ
ろ
で
見
た
民
常

営
化
に
関
す
る
一
九
八
ハ
年
六
月
二

4
・
一
ハ
目
、

化
に
関
す
る
一
九
八
六
年
判
決
に
つ
い
て
み
る
と
、
同
刈
決
で
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
留
保
に
対
応
す
る
形
で
法
律
が
定
め

一山一

ら
れ
た
こ
と
が
桁
介
さ
れ
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
「
す
法
レ
ベ
ル
で
は
、
指
令
解
釈
に
刻
し
て
適
切
な
対
応
が
な
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
」

と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
「
協
働
関
係
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
い
る
が
、
留
保
が
従
わ
れ
て
い
る
か
と
う
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
認
め
た
も

の
と
い
え
よ
、
っ
。

lL 
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蛇
原
他
介
は
最
後
に
、
授
権
法
律
に
関
す
る
合
憲
解
釈
に
つ
い
て
、
政
府
の
み
な
ら
ず
、

院
の
解
釈
を
考
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
し
、
特
に
大
続
税
に
つ
き
、
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
署
名
す
る
か
汗
か
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
や
共
和
同
大
統
領
も
憲
法

オ
ル

T
ナ
ン
ス
の
内
存
が
明
ら
か
に
憲
法
院
の
解
釈
に
一
致
し
な
い
と
の
判
附
に
い
た
っ
た
坊
合
に
は
、
署
名
を
知
育
す
る
こ
と
が
求
め
ら

広〉

れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
c

先
に
触
れ
た
オ
リ
ピ
エ
・
ボ
!
と
オ
リ
ピ
エ
・
カ
イ
ラ
の
共
著
の
論
文
は
、
憲
法
院
の
留
保
を
最
終
的
に
解
釈

プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

す
る
の
は
大
統
領
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
留
保
は
実
効
性
(
拘
束
ハ
バ
)

(
明
小
さ
れ
て
い

が
な
い
と
し
て
い
た
っ
脱
原
健
介
の
こ
の
指
折
は
、

な
い
け
れ
と
も
)

ボ
ー
ら
の
見
解
に
反
対
し
、
大
統
領
も
そ
れ
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
と
刑
判
師
附
し
て
い
い
だ
ろ
う
コ

蛇
原
位
介
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
憲
法
院
の
判
決
手
法
ー
と
し
て
の
解
釈
留
保
に
つ
い
て
、
師
附
釈
山
同
保
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
の
流

れ
を
簡
単
に
振
り
返
っ
た
上
で
、
デ
ィ
マ
ン
ノ
の
分
類
枠
組
み
と
設
八
一
明
乞
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

ド
ラ
ゴ
の
議
論
に
よ
っ
て
国
の
諸
機
関
が

留
保
に
対
し
と
う
対
応
し
て
い
る
か
を
説
明
し
た
と
い
え
る
。
先
に
見
た
大
河
原
良
夫
の
論
『
止
と
刷
凡
な
り
、
解
釈
山
間
保
の
問
包
を
、
正
面
か

ら
扱
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

ト
述
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
姥
原
健
介
の
研
究
と
本
州
究
ー
と
の
差
異
は
、
姥
原
健
介
は
、
憲
法
院
刈
決
の
執
行
、
憲
法
院
判
決
を
ヲ
つ
け
て

ほ
か
の
機
関
が
と
る
行
動
に
正
に
者
団
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
研
究
は
、
憲
法
院
の
解
釈
併
保
付
き
判
決
の
手
法
に
者
円

L
、
そ
れ
が

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
県
た
す
役
刑
の
特
殊
性
と
、
注
憲
審
査
を
行
う
裁
判
所
般
で
果
た
し
う
る
役
割
の
普
遍
件
と
を
、
そ
れ
ら
の
判
決
公

休
を
概
観
し
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
-

以
上
に
、
円
本
に
お
い
て
、
解
釈
併
保
に
関
す
る
議
論
が
ど
の
よ
う
に
抜
わ
れ
て
き
た
か
を
中
心
に
検
討
し
、
解
釈
留
保
に
焦
凸
J

を
絞
っ

二
ふ
犬
十
ー
す

J
J
μ
札
リ

=
μ
A
M

フ
ラ
ン
ス
害
Z

法
院
に
関
す
る
研
究
全
体
に
比
し
て
あ
ま
り
数
多
く
な
い
こ
と
が
則
ら
か
に
で
き
た
c

次
的
即
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
解
釈
留
保
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
概
制
す
る
こ
と
に
す
る
つ

北法S8(2<EjL"i2ri
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註

jt法問(2・36)526

(
一
む
こ
の
点
に
つ
い
て
た
と
え
ば
和
凶
英
夫
は
、
日
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
愈
法
院
及
び
そ
の
判
例
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
定
法
院

一
般
、
そ
の
地
位
ヤ
性
格
、
構
成
、
機
能
な
と
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
性
格
な
い
し
機
能
の
変
化
に
者
刊
し
た
も
の
、

憲
法
院
の
戸
と
り
わ
け
違
憲
)
判
決
を
検
討
し
た
も
の
の
一
一
つ
に
大
き
く
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
ま
と
め
て
い
る
。
相
叫
英
夫
「
フ
ラ
ン

ス
憲
法
院
と
貼
効
違
憲
判
決
の
分
析
フ
7
ヴ
ォ
ル
の
注
意
刊
決
貼
効
事
由
の
統
計
的
分
析
を
中
心
に
一

『法
律
必
殺
(
明
治
大
，
ぎ
h

ハ

一
巻
ハ
号
(
九
八
九
年
)
一
同
七
頁
以
十
こ
こ
で
は
そ
れ
を
参
与
と
し
つ
つ
、
時
の
経
過
を
断
ま
え
た
藍
埋
を
し
た
じ

(
認
)
深
瀬
忠
一
「
フ
ラ
ン
ス
の
皆
古
川
U
存
十
九
日
院
そ
の
川
口
竹
村
と
実
績
」

J
ン
ユ
リ
ス
ト
'
一
四
川
号
(
九
六
一
年
)
阿

R
。

(
同
)
問
中
館

mN橘
一
フ
ラ
ン
ス
の
愈
法
審
査
院
(
上
)
(
下
)
」

a
時
の
法

AV--
一
号
(
九
六
五
年
)
一
一
民
、
五
一
二
号
二
九
六
立
年
)

凶
九
白
川
。

(
削
)
滝
沢
止
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
憲
法
的
最
古
法
規
性
に
関
す
る
一
与
察
」
『
上
智
法
学
論
集
'
第
四
一
巻
一
一
号
二
九
九
八
引
)
一
一
一
員
。

(
引
)
卜
人
藤
(
原
凶
)
紀
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
批
准
前
の
条
約
の
合
窓
性
審
査
に
つ
い
て
(
)
(
一
)
」

『
一
橋
研
究
』
第
一
八
巻
一
口
(
一
九

九
一
汗
)
じ
頁
、
川
阿
号
二
九
九
州
刊
)
八
九
頁
。

(
M
M
)

大
河
原
以
夫
「
フ
ラ
ン
ス
世
法
院
と
条
約
」

E

都
i

止
法
学
雑
誌
-
第
一
同
一
盛
一
口
二
九
九
三
年
)
一
一
一
頁
。

(
川
町
)
植
野
妙
完
工
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
訟
の
一
般
原
則
」

『比
較
法
雑
恥

L
m二
ハ
巻
一
号
二
九
八
三
河
)
口
。

(
川
悦
)
飯
野
賢
一
一
ブ
ラ
シ
ス
の
出
法
院
と
違
憲
審
査
を
わ
う
裁
判
官
の
市
当
性
」

『早
稲
田
円
以
学
会
誌
-
第
四
九
巻
(
一
九
九
九
刊
)
良
。

(
市
)
山
一
川
「
〈
別
年
代
コ
ア
ピ
タ
シ
オ
ン
現
象
〉
以
降
の
ブ
ラ
シ
ス
憲
法
論
の
一
断
固

『法
に
よ
っ
て
捕
捉
さ
れ
る
政
治
し
と
い
う
定
式
を

め
ぐ
っ
て
」
清
水
川
宝
古
稀

『念
法
に
お
け
る
欧
米
的
組
内
の
展
開
』
(
成
文
立
、
一
九
九
五
年
)
ひ
九
頁

J

(
川
明
)
武
肘
一
正
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
仲
間
情
」
法
と
政
治
-
第
一
一
一
幸
一
回
勺
(
一
九
一
八
一
命
)
一
一
一
事
員
。

(
門
別
)
ん

f
U浩
之
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
件
格
論
の
性
格
一

『阪
K
法
学
μ

一
ム
ハ
一
号
(
一
九
九
一
年
」
四
一
五
頁
。

(
山
間
)
今
凶
浩
之
「
フ
ラ
/
ス
憲
法
院
と
共
和
国
の
諸
は
律
に
よ
り
ぷ
認
さ
れ
た
基
本
的
諸
原
即
「
」

E

阪
大
法
学
-

一
四
五
員
。

(
削
)
〈
f
関
源
成
一
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
よ
且
愈
審
査
制
μ

!
八
一
向
日

ο

一
七
心
号
二
九
九
四
年
)

の
問
題
占
/
政
権
交
代
と
愈
法
院
」

『法
律
時
報
』
第
計
七
巻
六
号

二
九
八
王
年
)



プランス芯法院によるi士j干の;古(法適合的解釈に関する 考討さ (1) 

(
刊
)
小
原
清
信
「

7
1
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
芯
法
改
正
の
問
題
と
芯
法
院
判
決

し
て
」

a
久
留
米
大
学
法
r
干
し
信
一
六
・
一
七
人
門
併
せ
二
九
九
三
河
)
立
三
負
。

(
九
)
小
原
清
信
一
フ
ラ
ン
ス
公
法
判
例
研
先
い
わ
ゆ
る
ト
ゥ

i
ヴ
オ
ン
法
違
憲
判
決
の
研
光
(
フ
ラ
ン
ス
語
使
用
義
務
法
の
部
を
違
憲
と
し

た
事
例
)
」

a
久
留
米
大
学
法
vj子
'
約
一
七
号
(
九
九
!
ハ
年
)
八
一
ー
ロ
ハ
υ

(
花
)
伊
藤
雅
康
「
オ
ル

l
法
の
な
か
の
企
業
色
珂
参
加
惟
窓
法
)
十
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」

『札
幌
学
院
法
学
』
第

巻

一

号

二

九

九

ハ

年

)

一
七
百
ο

(
ロ
)
野
村
敬
造
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
許
議
院
の
最
近
に
お
け
る
一
つ
の
判
決
一

回金
沢
法
学
L

第
一
つ
巻
一
一
号
戸
一
九

t
七
年
)
一

T

員。

(
九
)
欠
川
俊
昭
「
憲
法
院
の
議
院
児
則
に
対
す
る
違
世
審
査
」
存
川
大
学
経
済
論
議
-
第
冗
一
巻
三
号
二
九
八
一
年
)
一
七
五
頁

(
市
)
公
川
、
前
掲
論
文
、
二
八
立
頁
以
下
。

(
町
内
)
円
円
山
中
目
ロ
ロ
ド
中
い
中

G

H

叶

(η)
円
円
念
日
目
お
口
戸
H

C

念
日
寸

H
(
)

(町山

)
n
n岳山
ω
叶
[)ρ
戸中。中

H

H

N

C

(
刊
)
円
円
叶
凶
ー
や
お
口
戸
H
C
J
1

出
合
同
お

(
別
)
公
川
、
前
拘
論
文
、
二
人
ハ
頁
。

(
川
)
収
入
川
、
前
伺
論
文
、
二
九

O
頁
以
下
コ

(
川
出
)
公
川
俊
明
「
フ
ラ
ン
ス
愈
法
院
判
決
の
進
反
新
聞
事
業
の
集
中
州
除
に
関
す
る
一
判
決
を
中
心
に
」

『香
川
法
学
』
第
七
巻
一
・
凶
り
二

九
八
八
年
)
一
一
一
一
氏
、

(
出
)
円
円
お
品
目
お
日
ロ
円
-
H
C
m
命れい]戸()]{()

(
同
)
な
お
世
古
川
山
院
の
判
渋
に
お
い
て
、
こ
れ
を
定
め
た
第
一
項
は
述
窓
と
判
断
さ
れ
、
本
来
第
一
項
と
一
項
と
は
叫
分
の
も
の
と
さ
れ
た
。

(
r
m
)

欠
口
俊
附
は
、
こ
の
よ
う
な
分
類
八
酬
を
捷
一
ぶ
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

T
E
H
回
目
ザ
何
回
(
Y
〉
【
「
叶
(
)
己
目
口
開
F
K
〆
「
(
)
【
お
何
口
↓
同
日
円
何
叶

-
L
口一、見、一一円一食一ニ一可命日]]作-目。戸】♂
Z
Z
Z

巾々け
-AW-u
出命日]}》戸山初句「一々

η
ゴ《戸=-々
山口
a
u

い井口↓門戸江戸一-呼称山}戸二】己】
E
C
巾
C
H
1
0
】丹《戸戸一回ニコ】ザ山口三戸
Z
叫(-坦お
]
)
-
v
N
斗叶丸信」

あ
げ
て
い
る
〔

(
同
)
大
河
原
以
夫
「
フ
ラ
ン
ス
世
法
院
と
法
律
事
項
(
ご
!

九
九
一
年
の

つ
の
憲
法
院
判
決
を
素
材
と

(
凶
完
)
」

『都
斗
法
学
雑
誌
』
第
一
九
巻
一
口
(
一
九
一
八
八
千
)

北法S8(2-:-m:i27
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一
号
(
一
九
一
八
八
午
)
=
九
頁
、
第
三
口
巻
一
号
二
九
八
九
年
)
一
六
一
頁
、
第
三
巻
号
二
九
九
口
年
)
二
一
利
白
(
。

(
町
山
)
定
法
院
は
、
は
か
の
国
家
機
関
、
と
り
わ
け
裁
判
梓
の
聞
に
、
直
按
の
「
関
係
等
が
な
く
、
相
互
に
独
立
し
た
存
拘
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

憲
法
院
が

j

一
同
ら
の
判
決
を
自
ら
強
制
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
検

A
が
必
叫
と
な
る

(
出
)
大
河
原
、
前
掲
論
丈
三
主
一
ー
ハ
八
頁
。

(
山
間
)
大
河
原
、
前
掲
論
文
(
一
一
)
一
七
六
頁
c

(
似
)
大
河
原
、
前
掲
論
文
三
一
)
一
九
七
頁
。

(
引
)
円
一

f
-
匂

∞

酌

叶

U
4
〈
三
命
己
命
℃
吉

Z

(
川
山
)
円
円
X
N
I
H
山

C
口
戸
H

3

2

N

N

H

H

(
幻
)
卜
人
河
原
、
前
掲
論
文
(
一
一
)
一
七
八
頁
、

(

川

内

)

円

円

安

)

H

N

叶

ロ

ロ

ド

中

∞

H

H

H

U

N

。

(
同
)
卜
人
河
原
、
前
掲
論
丈
戸
凶
)
一
凶
カ
頁
。

(
M
m
)

ト
八
河
原
以
夫
は
、
政
治
部
門
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で
、
ヱ
と
し
て
行
政
部
門
の
対
応
を
検
北
し
て
い
る
。

(
灯
)
大
河
原
、
前
掲
論
文
(
凶
)
一
五
心
頁
。

(
m
m
)

円

円

山

中

日

{

)

円

]

甲

山

中

品

-

叶

-

∞

N
-

(
川
町
)
円
〔
い
∞
ゆ
H
M
W
H
【
〕
〔
い
戸
中
∞
ゆ
H
G
H
{
)

(
酬
)
卜
人
河
原
、
前
掲
論
文
(
凶
)
一
五
つ
頁
、

(
肌
)
た
と
え
ば
、

1
ミ
ニ
ク
ル
ソ
ー
に
よ
り
つ
ワ
「
儒
保
条
件
付
き
解
釈
は
、
窓
法
院
が
九
九
一
年
七
月
一
凶
円
判
決
に
お
い
て
は
じ
め
て

採
附
し
た
手
法
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
汀
仏
藤
口
火
樹
「
フ
ラ
ン
ス
の
達
也
審
存
制
を
め
ぐ
る
窓
法
規
範
ん
酬
の
門
検
芯
」

『法

律
論
叢
』
第
七
四
巻
一
・
一
一
号
(
一
心
。
一
年
)
六
ハ
頁
が
あ
る
。
も
っ
と
も
江
川
勝
は
、
こ
の
記
述
は
ル
ソ
ー
の
市
い
版
に
よ
る
も
の
で
、

最
私
版
で
は
下
位
述
が
異
な
る
た
め
、
あ
え
て
白
い
版
を
紺
介
し
た
こ
と
を
断
っ
て
い
る

(
剛
山
)
む
し
ろ
近
汗
で
は
、
解
釈
留
保
付
き
判
決
の
比
率
が
増
卜
人
す
る
以
に
、
遠
定
判
決
の
比
率
も
増
し
て
い
る
よ
う
な
状
川
で
あ
る
。
貝
体
的

に
は
、
本
論
文
の
第
一
章
を
参
問
の
こ
と
ご
た
だ
し
、
山
川
保
の
手
訟
を
刷
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
木
も
っ
下
と
あ
る
は
ず
の
違
世
判
決
が
減
っ

て
い
る
可
能
が
あ
る
こ
と
は
併
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
υ

jt法問(2・泊)528
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(
邸
)
大
河
原
、
前
掲
論
文
(
凶
)
一
五
一
頁
。
現
代
の
概
説
書
そ
の
他
に
も
、

H
稔
の
指
摘
を
す
る
も
の
が
多
い
。

(
胤
)
卜
人
河
原
、
前
掲
論
文
(
凶
)
一
五
一
頁
コ
例
と
し
て
、
八
六
年
の
い
民
営
化
、
選
学
区
制
に
関
す
る
判
伐
を
あ
げ
て
い
る
。

(
川
)
円
〔
い
∞
5
N
(
)
叶
ロ
ロ
4

H
中

∞

岱

品

目

白

目

。

(
附
)
円
円
∞
白
山
(
)
∞
口
円

-
H
C
M占
。

寸

同

凶

(
川
)
大
河
原
、
前
掲
論
文
(
凶
)
一
五
台
頁
c

(
瑚
)
大
河
原
、
阿
上
。

(
別
)
ん
河
原
、
同
上

(
川
)
ト
八
河
原
、
前
掲
論
文
(
凶
)
一
五
八
頁
。

(
山
)
卜
人
河
原
、
前
掲
論
文
(
凶
)
一

λ
ロ
頁
、
た
だ
し
、
憲
法
院
は
そ
の
よ
う
な
場
作
、
再
び
提
訴
さ
れ
た
法
律
を
実
際
に
違
憲
と
し
た
こ
と
は

な
い
、
と
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
ご

(
山
)
崎
原
健
介
「
法
律
に
お
け
る
窓
法
の
具
体
化
と
合
窓
仕
帯
責
」

h

ウ
ム
叩
鮪
法
rj
子
'
め
一
万
凶
口
(
一
九
九
七
)
五
三
人
民
り

(
山
)
姥
原
、
前
拘
論
文
、
計
五
(
U
頁
}

(
川
出
)
円
門
院
や
I
H
お
ド
ロ
戸
ド
ハ
主
ゆ

H
(
)
H
{
)

(
出
)
円
円
∞
品
目

C
斗
{
)
円
]
中
∞
品
酌
凶
日
凶
昂

(
川
出
)
円
〔
い
恥
5
N
(
)
恥

ロ

ロ

ド

吉

山

岳

叶

H

K

(
山
)
蛇
原
健
介
は
こ
の
ほ
か
、
「
フ
ラ
ン
ス
わ
政
裁
判
に
お
け
る
定
法
院
判
例
の
影
響

二
)
」

『立
命
館
法
F
J

了
』

一
六
三
号
(
一
九
九
九
午
)
の

一
ヒ
二
貝
に
て
間
保
付
き
刊
決
の
拘
束
力
を
、
「
合
憲
性
詐
ト
立
と
1

止
法
的
対
応
に
関
す
る
一
考
察
二
)
」

『
止
命
館
法
学
』
一
立
六
回
勺
(
一
九

九
八
千
)
の
五
六
七
白
れ
で
は
、
一
九
七
七

1
七
月

O
H判
決
に
つ
い
て
論
述
し
、
止
命
館
法
学
一
六
七
号
戸
九
九
九
年
)
一
一
ー
ハ
ロ
頁
で

は
、
口
三
二

E
ョ。一〉門戸
mc
一、
Z
2
C
2
0コ
己
命
的
号
三
切
}
C
Z
E
n
oコ詰
}-nc=
さ
さ
=
=
=
z
r
n
G
=
cヨ

-z-坦
三
と
、
テ
ィ
エ
リ
l
・
デ
ィ
マ
ン
ノ

の
論
正
が
収
録
さ
れ
て
い
る

cr右
E
E
E
野

E
E
2
4
2〔

-
B
R
E
E
5
2
-
2
5
E
E
E
E己一聞い
2
5口
E
P
5
3
3
が
料
介
さ
れ
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
留
保
付
き
判
決
に
固
有
の
問
題
を
検
討
し
た
も
の
で
は
な
い
、

(
国
)
蛇
原
健
介
一
小
恵
比
院
判
例
に
お
け
る
合
憲
解
釈
と
政
治
部
門
の
対
応
恋
法
院
と
政
治
部
門
の
相
互
作
崩
の
視
ト
門
か
ら

『
斗
命
館
法
り
7
L
二
五
九
号
二
九
九
八

1
」
四
一
民
、
二
!
ハ
ロ
号
(
九
九
八
年
」
五
八
五
四
。

「
一
)
(
一
・

4

完)」

北法58(2-391:i29
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(
国
)
そ
の
よ
う
な
論
文
と
し
て
、
蛇
原
健
介
「
法
律
に
よ
る
芯
法
の

R
体
化
と
ん
門
芯
性
市
脊
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
芯
法
院
ト
y

一
政
治
部
門
の
相
わ
け

作
肘
(
一
)
(
凶
目
完
)
」

a
リ
命
館
法
学
』

五
一
号
二
九
九
七
干
)
一
九
四
頁
、
一
五
一
号
(
一
九
九
七
午
)
力
一
一
一
頁
、
一
五
凶

号
(
九
九
七
年
)
七

h

H
、
一
立
石
号
(
一
九
九
八
年
)

O

八
三
頁
、
一
九
口
恋
性
審
青
と
立
法
的
対
応
に
関
す
る
考
4

祭
(
一

)
l
(
二

完)」

a
す
命
館
法
学
』
一
五
七
号
(
一
九
九
八
ザ
)
四
貝
、
一
カ
八
回
勺
(
九
九
八
年
)
一
六
二
頁
、
「
フ
ラ
ン
ス
ノ
山
政
裁
判
に
お
け
る
世
法
院

刊
例
の
影
響
(
ご
(
二
・

3
」
『立
命
館
法

F

了
』

一
六
一
五
勺
(
九
九
九
年
、
二
四
八
頁
、
六
同
号
二
九
九
九
引
)
一
一
一
氏
、
「
フ
ラ
ン
ス
憲

法
院
に
よ
る
審
署
絞
の
法
律
の

h

争
後
審
査
-

そ
の
り
能
仲
と
限
界

1」
『
え
叩
館
法
苧
-

一
六
主
口
(
一
九
九
九
年
)
一
一
一
一
民
な
ど
が
あ
る
ο

(m)
一、ccz
て
P
4
0
2
5
-
k
m
w
己
2
5
5
=
?
ゅ
の
G

コ
己
-
E竺
G
コ
コ
ロ
一
-
z
z
z
c巾

E
Z
「
=
2
2
c
=
巴
一
)
コ
ヨ
け
円
。
ヨ
七
戸
芯
(
元
-
一
〉
円
)
-
U
由
品
川
町
ω
ω
-
L
ぬ
き

c-丹

2
5
5
E
E
E
E
E
Eち
E
号
E
E
(】

E
2
5
5
自
己
目
H

也
氏
。
)
同
の
ぞ
己
の
口
5
F
E
E
ド
ロ
(
間
口
司
ブ
H

U

ま
な
お
、
こ
れ
ら
の
論
人
え
の
内
存
に

つ
い
て
特
に
詳
細
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
凶
)
司
2
5
k
z
o
号
門
戸
内
「
ロ
号
。
-
E
巳
目
。
ロ
己
め
の
。
ロ
h
c
E
E
0
2
5
2
切
の
円
2
E
「
の
の
。
ロ
古
田

-
gロ
戸
ド
E
E
O
E
H
巳
己
-
2
【
百
円
「
p
m
u
。
-
巳
Z
5
』
。
=
片
岡
戸
(
ば

ユ
う
E
与
の
ユ
コ
]
戸
山
ヨ
ロ
コ
ρ

戸市V
お
斗
ヲ
〉
叶
口
口
開
n
c
z
c
E
H
《
』
【

v-
〉
/
{
目
。
お
お

(盟
)
O
-
5
-
Z
E
2
E
己
¥
C
-
5
-
z
n
2
ι
υ
「
2
ロ
O
Zイ
命

=
2
宮
内
門
町
。
仏
2
。
z
の
O
ロ
Z
H
-
η
。
ロ
巳
』
門
E
5
ロ
ロ
巴
一
円
ん
[
)
で

H

恒岳斗

F
U
品吋吋

(邸
)

J

「

E
2
3
ロ
ド
7
-
P
E
H
P
F
(
ニ
ロ
警
の
0
5
E
己
広
三
百
三
三
-
P
F
2
E
E
2
号
〔
-3
号
2
2
0
ロ
ω
E
Z
2〕

Z
E
E
2
M
E
司
門
戸
口
月
三
E
T
巳
月
開
向
。
ロ
O
旨
月
my

τ
戸
一
》
才
一
-
匂
匂
叶

(
出
)
こ
れ
ら
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
デ
ィ
マ
ン
ノ
の
議
論
を
と
り
あ
げ
て
検
討
す
る
際
に
桁
介
す
る
ご
そ
の
た
め
こ
こ
で
各
判
決
に
つ
い

て
桐
別
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
し
な
い
の

(
出
)
指
令
的
性
惜
の
強
い
留
保
で
あ
る
ほ
と
、
々
で
の
対
応
関
係
は
検
討
し
や
す
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
指
令
的
解
釈
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に

h

コ
二
)
ご
一
コ
}

3

右
て

f
u
丈
F
一、て

(
邸
)
蛇
原
、
前
拘
論
文
(
合
憲
解
釈
と
政
治
部
門
の
対
応
)

(
国
)
姥
原
、
同
上
、
六
一
七
白
(
。

F
一
」
六
の
一
ハ
頁
。

本小1
1問 M己
は〕

北
海
道
ト
入
学
詐
存
博
|

立
法
学
)
学
位
九
州
主
(
一

O
C
!ハ
年
九
月
二
五
日
綬
与
)
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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