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フ
ラ
ン
ス
憲
法
輸
に
よ
る

法
津
の
憲
法
適
合
的
解
釈
に
関
す
る

は
J

め一一

第
二
明
日
本
と
プ
一
ノ
シ
ス
じ
お
け
る
わ
虻
λ

の
ぷ
論

お

白

川

本

h

お
け
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従
来
の
議
必

川
一
頃
日
本
に
お
口
る
憲
法
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究
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察
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口
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日見

M. ス，
lイ} i"j5 

ム頁 J頁

ト
八
河
原
氏
夫
に
よ
る
議
必

蛇
原
健
介
に
よ
る
議
論

4 

H附

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
従
山
よ
か
ら
の
議
論

i
解
釈
留
保
の
起
源
と
、
フ
ラ
/
ス
公
法
雑
誌

(
R
D
P
)

品
川
一
項
僻
釈
留
保
付
き
判
決
の
作
代
的
な
起
源

約
一
項

R

D

P
誌
上
で
の
定
法
院
判
沃
の
扱
い

第
一
石
川
一
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
解
釈
明
阿
保
の
吸
わ
れ
ん

約
一
項

R

D

P
誌
上
で
の
解
釈
留
保
の
扱
い

第
一
項
古
典
的
な
解
釈
何
保
の
分
類
論

第

凶

節

小

括

l
初
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
議
八
酬
と
、

に
お
け
る
育
法
院
判
決
の
抜
わ
れ
占

法
川
一
出
山

川
本
に
お
け
る
議
論
と
の
闇
係

第
一
平
愈
法
院
に
よ
る
解
釈
伺
保
付
き
諸
判
決

第
三
草
現
在
の
ぷ
論
J
情
保
の
今
一
分
類
論
と
、
単
位
質
ん
州

第
阿
草
フ
ラ
ン
ス
小
型
法
院
判
決
に
お
け
る
解
釈
留
保
の
自
主

第
有
辛
口
本
の
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
肘
い
ら
れ
た
ん
門
窓
限
定
解
釈
の
再
評
価

結
び
に
か
え
て

第
-
草

日
本
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
従
来
の
議
論

(以
1
1
八
巻
一
号
)

(
以
上
心
不
号
)
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州
市
二
問
削

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
従
来
か
ら
の
議
論

ー
解
釈
留
保
の
起
源
と

フ
ラ
ン
ス
一
公
渋
雑
誌

(
R
.
D
.
P
.
)
に
お
け
る
憲
法
院
判
決
の
扱
わ
れ
方

考察は)

本
節
で
は
、
憲
法
院
に
よ
っ
て
解
釈
留
保
の

T
法
が
川
い
ら
れ
だ
し
た
の
は
い
つ
な
の
か
を
、
憲
法
院
の
者
斉
対
象
と
な
ワ
た
テ
キ
ス
ト

の
分
野
ご
と
に
確
認
す
る
と
と
も
に
、
八
ム
法
分
野
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
雑
誌
で
あ
る
フ
ラ
〆
ス
公
法
雑
誌
(
以
卜
、

R
D
P
)

誌
L
L

に
お
い
て
憲
法
院
の
判
例
が
ど
の
よ
う
に
抜
わ
れ
て
き
た
の
か
を
概
制
す
る
こ
と
で
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
産
法
院
判
例

(
そ
し
て
解

釈
利
保
)

が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
山
め
て
き
た
の
か
を
年
代
を
追
っ
て
明
ら
か
に
し
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
流
れ
を
整

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

思
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
項

解
釈
併
保
引
き
判
決
の
年
代
的
な
起
源

rm一

は
じ
め
に
、
憲
法
院
が
初
め
て
解
釈
留
保
の
手
法
を
川
い
た
判
決
を
、
そ
の
分
野
こ
と
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
c

ま
ず
議
院

M
則
に

一
mJ

つ
い
て
、
解
釈
留
保
の
手
法
が
初
め
て
川
い
ら
れ
た
の
は
、
一
九

4
九
咋
六
月
一
七
・
一
八
・
二
川
口
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
院

の
D

C
判
決
の
巾
で
は
二
つ
円
の
判
決
で
あ
っ
た
コ
以
後
の
検
討
で
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
法
律
に
対
す
る
刊
決
を
中
心
に
扱
う
が
、

本
刈
決
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
や
や
詳
し
く
扱
う
こ
と
に
す
る
。
憲
法
院
が
、
す
べ
て
の
分
野
を
通
じ
て
始
め
て
解
釈
留
保
の
手
法
を
用
い

た
事
案
で
あ
り
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
体
裁
の
点
か
ら
も
、
創
刊
に
検
討
の
必
要
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
c

と
こ
ろ
で
、
現
杭
に
お
け
る
憲
法
院
に
よ
る
法
律
の
注
意
審
査
に
関
す
る
典
、
町
的
な
判
決
は
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て

い
る
ロ
ま
ず
誰
に
よ
っ
て

い
か
な
る
法
律
(
あ
る
い
は
議
院
規
則
)

が
山
川
託
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
、

J
~戸

2

と
い
う

北法58(3-12:>)1195



日見

形
で
、
審
査
の
参
照
条
t

止
を
示
す
。
そ
の
上
で

制

打。

=ω-云
Z
三
官
。
.
・

3

の
形
で
判
決
理
由
あ
る
い
は
考
慮
事
引
を
手
短
に
-
小
し
、
最

f造

k
[
)

何
Q
ロ
何
と
し
て
主
文
を
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
の
形
式
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
υ

し

4 

H附

か
し
な
が
ら
本
刊
は
、

一〈ロ

e

コ
か
ら
始
ま
る
と
こ
ろ
ま
で
は
同
じ
形
式
を
と
っ
て
い
る
の
だ
が
、
参
照
条
文
を
あ
げ
た
そ
の
あ
と
す
ぐ

に
z
ロ
2
5ぺ
と
な
っ
て
い
る
う
え
、

そ
の
干
文
の
巾
で
、
現
存
で
あ
れ
ば
己

2
2辛
=
E
2
2
・
ら
の
部
分
で
述
べ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
判

決
理
由
を
注
べ
る
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
白
'
で
、
非
常
に
特
徴
的
で
あ
る
。

本
判
決
で
は
、
判
決
王
I

止
第
一
条
で
、
「
以
下
に
一
円
及
さ
れ
る
国
民
議
会
議
院
規
則
の
諸
条
項
は
、
憲
法
に
適
令
し
な
い
」
と
述
べ
、
条

7

止
を
列
挙
し
た
後
、
十
土
文
第
一
条
で
、
「
以
下
に
言
及
さ
れ
る
国
民
議
会
議
院
規
則
の
諸
条
項
は
、
次
の
よ
う
に
付
加
き
れ
る
恵
比
の
留
保

一
四
川
条
の
三
か
条
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て

の
も
と
で
、
憲
法
に
適
台
す
る
一
と
述
べ
、
議
院
規
則
第
四
八
六
条
、

二

九

一

条

、

第
一
一
ふ
宋
で
、
「
本
判
決
の
第
一
条
と
第
一
一
条
で
一
三
門
及
き
れ
な
か
っ
た
国
民
議
会
議
院
規
則
の
諸
条
項
は
、
憲
法
に
、
叫
ム
門
す
る
」
と
判
断
し
て

い
る
つこ

れ
に
つ
い
て
、
憲
法
院
の
ギ
要
な
判
決
を
解
説
し
て
い
る

-
2
h
z
E
2
母
5
5
5
品
ニ
門
戸
E
2
-
2
5
5
5
2戸
己
(
以
卜
G

D

C

C

と
略
す
る
)

に
お
い
て
、
「
七
月
七
・

一
八
二
四
日
の
判
決
の
形

λ
は
人
川
妙
な
も
の
で
あ
る
c

と
い
、
つ
の
は
、
川
崎
由
と
で
丈
を
区
別

し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
に
も
似
て
い
な
い
c

(
川
内
出
と
な
る
)
論
理
は
示
さ
れ
た
が
、
し
か
し
県

川
)

山
付
け
の
形
式
で
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
合
憲
性
の
縫
訟
は
理
由
付
け
ら
れ
て
い
な
い
」
と
一
計
怖
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
ヴ
ィ
ア
ラ
は
、
こ

の
G

D

C

C

の
批
判
は
斗
た
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
確
か
に
形
ド
ん
の
卜
で
阿
者
は
分
離
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
理
尚
付
け
に

あ
た
る
部
分
で
は
、
「
i
を
理
由
と
し
て
二
「
ー
で
あ
る
限
り
一
「
i
の
間
保
の
も
と
で
一
と
い
う
表
現
を
川
い
て
お
り
、
「
憲
法
院
は
何
を

(
主
ム
文
)

区判
~Ij断
しし
てた
し、(ぴ〉

る些か
」

と
ν、
つ
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
と
、
憲
法
院
は
と
う
し
て
こ
の
よ
う
な
判
断
を
し
た
の
か

(
理
問
)
と
い
う
こ
と
の
聞
を
、
誠
実
に

ItiJと58(3・130)ll96 



そ
れ
で
は
な
ぜ
憲
法
院
は
こ
の
よ
う
な
形
式
の
判
決
を
下
し
た
の
か
c

ヴ
ィ
ア
ラ
は
、
「
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
埋
山
部
分
に
↓
丁
丈
と
岡
弘
J

(
出
~

の
他
伯
を
も
た
せ
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
一
昨
何
し
て
い
る
つ
ヴ
ィ
ア
ラ
に
よ
れ
ば
、
利
合
当
事
者
の
争
い
で
あ
っ
た
限
り
で
、

戸

m」

特
に
結
論
と
し
て
の
、
土
r止
が
重
要
で
あ
っ
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
な
ど
と
は
異
な
り
、
憲
法
院
が
行
、
つ
憲
法
訴
訟
は
糾
象
的
な
規
範
統
制

考察は)

で
あ
り
、
本
刊
河
決
に
直
接
の
利
市
辛
口
を
有
す
る
当
雫
者
は
有
在
し
な
い
た
め
、
そ
の
重
要
性
は
相
対
的
に
低
く
な
る
。
ま
た
特
に
解
釈
留
保

が
刊
さ
れ
た
場
台
に
は
、
結
八
一
叩
は
合
憲
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
条
件
付
き
で
あ
り
、
そ
の
条
件
が
パ
ー
ら
れ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
理
論

上
達
憲
と
な
る
は
ず
で
あ
る
つ
そ
の
よ
う
な
判
決
子
法
で
あ
る
の
に
理
南
部
一
公
に
引

H
が
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
、
解
釈
留
保
は
何
ら
玄

昧
を
も
た
な
い
も
の
に
な
る
。
そ
こ
で
従
米
あ
ま
り
省
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
即
白
部
分
に
権
威
を
与
え
る
た
め
に
、
主
文
の
中
に
即

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

山
を
統
合
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
ワ
た
と
い
、
つ
の
で
あ
る
。
換
一
討
す
れ
ば
、
解
釈
料
保
を
実
効
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う

な
ス
タ
イ
ル
を
と
る
必
要
性
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
c

憲
法
院
は
、
本
判
決
の
半
文
の
第
条
で
は
全
部
追
憲
の
判
附
を
が
し
、
そ
の
第
二
条
で
は
解
釈
併
保
引
き
合
憲
の
判
附
を
-
小

L
、
そ
の

第
一
条
で
は
合
憲
の
判
断
を
が
し
て
い
た

(
第
四
条
は
、
木
判
決
が
官
報
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
)
。
憲
法
院
が
そ
の
日
助
の
ご
く

初
期
か
ら
、
違
憲
、
解
釈
留
保
付

5
4門
憲
、
合
志
と
い
う
以
後
の
判
決
に
お
い
て
川
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
す
べ
て
の
判
決
子
法
を
附
い
て

い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
の
先
に
見
た
判
決
瑚
由
の
書
き

h
と
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
通
憲
審
斉
と
い
う
、

フ
ラ
ン
ス
公
法

の
伝
統
か
ら
す
る
と
か
な
り
判
明
ハ
な
任
務
を
行
う
に
際
し
て
、
憲
法
院
が
、
単
純
な
ん
u
を
と
違
憲
と
い
う
二
分
論
の
枠
組
み
で
は
判
断
し
き

れ
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
、
第
一
一
の
判
決
行
為
、
す
な
わ
ち
解
釈
留
保
に
頼
る
必
山
且
女
性
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
忠

わ
れ
る
じ
な
ぜ
な
ら
先
に
見
た
よ
う
に
、
ふ
下
?
え
と
判
決
川
崎
由
を
統
台
し
た
ス
タ
イ
ル
を
と
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
ム
円
高
山
一
判
決
と

「
留
保

付
き
ん
ハ
ム
患
」
判
決
と
を
明
確
に
分
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
〈
も
し
「
制
保
利
き
判
決
」

の
重
要
性
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
同
じ

「
合
憲
」
判
決
の
巾
で
、
県
白
の
ひ
と
つ
と
し
て
示
せ
ば
足
り
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
、
異
な
る
一
二
つ
の
反
じ
か
ら
な
る
そ
の
最
初
の
王
『
止

北法S8(3.131)1l9i



日見

の
世
田
き
方
は
、
益
法
院
が
、
向
間
保
の
も
と
で
の
ム
ロ
帯
主
旦
百
を
判
決
の
添
え
物
の
ラ
ン
ク
に
格
卜
げ
す
る
こ
と
な
く
、
実
際
、
完
全
な
判
決
と

し
て
、
重
要
件
を
も
つ
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

4 

H附

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
院
の
ご
く
初
期
の
判
決
か
ら
解
釈
留
保
付
き
判
決
は
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
院
が
二
者
択
一
的
対

応
に
よ
っ
て
法
律
(
な
い
し
議
院
胤
則
)
を
違
憲
無
効
と
す
る
こ
と
に
、
大
き
な
心
瓜
的
負
担
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
す
な

わ
ち
、
も
し
憲
法
院
が
法
律
や
一
議
院
規
則
と
い
っ
た
も
の
の
注
管
耐
'
効
を
宣
言
し
た
な
ら
、

フ
ラ
〆
ス
公
法
の
伝
統
に
従
っ
て
、
「
裁
判
官

統
治
」

で
あ
る
と
い
う
強
烈
な
批
判
を
受
け
る
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
憲
法
院
裁
判
行
は
利
保
に
頼
る

必
安
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
最
初
の
留
保
の
際
に
と
ら
れ
た
形
よ
は
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
が
、

戸
川
-

に
お
け
る
併
保
が
も
っ
意
義
を
強
岡
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
以
わ
れ
る
。

そ
れ
は
解
釈
留
保
付
き
判
決

戸部

門
ニ

O
U口
判
決
で
あ
る
c

次
に
、
通
常
法
律
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
解
釈
山
間
保
の
手
法
が
初
め
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、

(町一

本
件
は
、
通
常
法
律
に
対
す
る
川
件

U
の
付
託
で
あ
り
、
首
相
に
よ
り
憲
法
院
に
付
託
さ
れ
た
事
案
で
あ
っ
た
ロ
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
、

地
方
直
按
税
の
課
税
の
恭
礎
に
な
る
許
仙
に
関
す
る
法
律
の
第
一
一
条
は
、
「
命
令
の
次
正
の
い
か
な
る
措
置
も
、
地
方
公
共
同
体
の
財
源

の
減
少
を
導
主
え
な
い
一
と
定
め
て
い
た
仁
他
小
刀
、
憲
法
一
今
凶
条
二
項
は
「
あ
ら
ゆ
る
性
格
の
利
税
の
基
礎
、
税
率
お
よ
び
徴
収
の
態
様
。

九
l

ハ
八
年

通
貨
発
行
制
度
」
は
法
律
事
項
で
あ
る
と
火
め
て
い
た
。
さ
ら
に
憲
法
第
二
七
条

反
で
は
「
法
律
の
領
域
に
属
す
る
も
の
以
外
は
、
命
令

の
性
格
を
も
っ
」
と
{
疋
め
ら
れ
て
い
た
。
木
法
第
=
一
条
は
、
こ
れ
ら
の
を
法
の
条
項
に
照
ら
す
と
、
議
み
方
に
よ
っ
て
は
、
命
令
事
項
を

制
限
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る

υ

憲
法
院
は
こ
れ
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
っ
す
な
わ
ち
、
第
一
理
由
付
け
で
、
「
憲
法
第
一
一
川

条
が
、
あ
ら
ゆ
る
性
格
の
祖
税
の
某
礎
、
税
半
お
よ
び
徴
収
の
態
桜
に
関
係
す
る
規
範
を
定
め
る
こ
と
を
法
律
の
分
野
の
中
に
欣
情
付
け
て

い
る
と
し
て
も
、
こ
の
権
限
の
適
用
は
、
命
令
権
に
よ
る
憲
法
第
三
七
条
一
項
に
由
来
す
る
権
限
の
行
使
を
妨
げ
え
な
い
」
と
し
、
第
一
用

山
付
け
で
、
「
談
会
に
よ
っ
て
ほ
択
さ
れ
、

そ
の
テ
キ
ス
ト
が
、
審
宮
の
前
に
憲
法
院
の
審
査
に
服
し
て
い
る
木
法
律
案
の
第
一
一
条
は
、

ItiJと58(3・132)II悦3



い
か
な
る
命
令
拾
聞
も
、
地

h
団
体
の
税
減
の
削
減
を
導
き
え
な
い
と
定
め
て
い
た
c

そ
の
地
上
刀
団
体
の
税
源
の
削
減
が
、
法
律
の
形
式
を

と
る
桁
置
を
適
川
す
る
た
め
に
、
憲
渋
第
二
四
条
に
よ
っ
て
法
律
の
分
野
に
属
す
る
分
野
の
中
に
介
入
し
う
る
命
令
的
性
格
の
条
項
を
対
象J

と
す
る
恨
り
で
、
こ
の
記
述
は
!
止
法
者
の
権
限
に
属
す
る

J

し
か
し
反
対
に
、

こ
の
記
述
が
、

憲
法
第
一
七
条
一
項
に
よ
っ
て
命
令
惟
に
留

考察は)

保
さ
れ
た
分
野
に
お
け
る
、
通
υ
刊
は
命
令
権
に
属
す
る
権
力
の
行
使
を
妨
げ
る
余
地
が
あ
る
限
り
で
、
そ
れ
は
、
法
律
と
命
令
の
そ
れ
ぞ
れ

の
領
域
に
関
す
る
憲
法
卜
の
条
項
を
誤
解
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
一
般
論
を
遇
、
へ
た
上
で
、
第
一
今
坪
山
山
川
け
で
、
「
本
法
第

条
カず

定
め
て
い
る
、
非
怖
に
般
的
な
文
一
汗
を
理
府
と
し
て
、
そ
の
条
取
は
、
産
法
院
に
と
っ
て
、
そ
の
射
程
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
促
し
て

い
る
」
と
述
べ
、
第
四
理
由
付
け
で
、
「
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
対
象
と
さ
れ
た
命
令
の
次
元
の
桁
世
は
、
議
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

法
律
の
中
で
予
定
さ
れ

一
定
の
直
接
地

h
税
の
基
慌
に
役
す
っ
評
価
に
関
す
る
命
令
に
も
っ
ぱ
ら
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
c

こ
の
限
界
を
考
屈
す
る
と

上
述
の
第

一
条
は
憲
法
に
適
ム
門
す
る
と
宣
百
さ
れ
る
」
と
判
小
し
た
υ

憲
法
院
は
こ
の

よ
う
に
刑
判
白
付
け
た
う
え
で
、
判
決
五
丈
に
お
い
て
、
本
法
律
は
ム
口
市
青山
と
'
日
一
言
さ
れ
る
が
、
「
た
だ
し
、

い
か
な
る
命
令
的
次
元
の
措
置
も
、

地

h
公
共
同
体
の
財
源
の
減
少
を
符
き
え
な
い
と
す
る
木
法
第
二
一
条
は
、
本
法
律
に
{
止
め
ら
れ
た
措
情
の
み
に
限
定
的
に
適
川
さ
れ
る
」

と
判
断
し
た
c

こ
う
し
て
、
本
法
の
対
象
と
な
る
命
令
行
為
の
内
容
を
限
定
し
た
の
で
あ
る
c

ヴ

f
ア
一
フ
に
よ
れ
ば
、
本
件
は
、
全
体
を
通
じ
て
も
一
件
目
の
留
保
付
き
判
決
と
計
価
さ
れ
て
い
る
c

本
件
で
判
徴
的
と
い
、
え
る
の
は
、

判
決
の
川
県
白
付
け
に
お
い
て
、
本
条
項
が
合
憲
と
な
る
条
件
を
述
べ
る
の
み
な
ら
ず
、
干
に
止
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
述
べ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
っ
先
に
見
た
議
院
規
則
に
対
す
る
刈
決
ー
と
川
様
に
、
則
自
付
け
の
部
分
に
影
響
力
を
持
た
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
と
想
像

さ
れ
る
c

し
か
し
な
が
ら
以
後
の
留
保
付
き
判
決
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
ふ
丁
え
に
お
け
る
言
及
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
同
時
に
指
摘
せ

ね
ば
な
ら
な
い
【
憲
法
院
が

一
度
主
丈
に
お
い
て
留
保
に
一
円
及
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
た
後
、
そ
れ
を
後
の
判
決
で
直
ち
に
反
復
継
続
し

な
い
と
い
う
持
え
め
な
態
度
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
、
必
判
(H統
治
の
批
判
を
立
け
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
ロ
ほ
と
ん
ど

北法58(3-13:;)1199



日見

の
向
間
保
山
川
き
判
決
に
つ
い
て
↓
丁
丈
に
お
い
て
言
及
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
憲
法
院
の
出
動
が
す
っ
か
り
定
J
h
し
た
一
九
九

0
年
代

に
人
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

四」

一
九
八
ヒ
年
六
月
二
六
円
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
解
釈
留

4 

H附

第
三
に
、
組
織
法
律
に
つ
い
て
、
初
め
て
解
釈
留
保
が
付
さ
れ
た
の
は
、

保
付
き
判
決
八
十
体
を
通
じ
て
み
る
と
、

一
に
ハ
存
月
の
判
決
で
あ
る
。
弟
一
級
の
職
に
任
命
さ
れ
た
司
法
(H
の
状
況
に
関
す
る
本
件
組
織
法
律

の
第
一
条
第
項
は
、
「
本
組
織
法
律
施
行
以
前
に
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、

そ
し
て
そ
の
日
ま
で
に
証
効
判
決
の
対
象
に
な
っ
て
い
な

い
第
一
級
の
職
の
司
法
行
の
指
名
は
、
有
効
化
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
指
名
は
、

そ
れ
が
、
関
係
す
る
可
法
官
を
昇
進
一
覧
表
に
一
J

山
戟
す
る
こ

と
に
伴
、
つ
限
界
に
関
連
し
な
い
、
又
は
そ
れ
ら
の
司
法
一
口
を
昇
叫
二

覧
表
に
記
載
す
る
小
刀
法
が
、
適
川
し
う
る
合
法
的
な
諸
条
項
に
適
合
し

な
い
限
り
で
、
有
効
化
さ
れ
る
一
と
定
め
て
い
た
。
ま
た
、
司
法
官
の
地
欣
に
闘
す
る
五
八
二
ヒ

O
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
適
川
す
る
ム
八

一
二
じ
じ
デ
ク
レ
の
第
二
口
条
は
、
「
昇
進
を
え
る
に
値
す
る
と
判
断
さ
れ
た
可
法
J

口
は
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ァ
ト
順
に
登
録
さ
れ
る
c

委
員

会
は
、
訓
書
(
記
録
)
に
百
及
さ
れ
た
判
断
に
よ
っ
て
、
そ
の
笠
録
の
効
果
を
第
一
級
の
一
な
い
し
複
数
の
職
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
決
定
は
公
衣
さ
れ
な
い
。
そ
の
決
定
は
、
階
級
的
な
方
法
に
よ
っ
て
、
山
町
I
事
者
に
伝
達
き
れ
る
」
と
定
め
て
い
た
。
本
法
律
は
、
こ
の

一
ア
ク
レ
に
ど
め
ら
れ
た
伝
達
を
受
け
る
こ
と
な
く
な
さ
れ
た
指
名
を
無
効
と
判
断
し
た
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
に
対
応
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
っ
た
の

憲
法
院
は
本
判
決
の
第
六
理
山
引
け
で
、
「
適
川
し
う
る
法
律
の
条
項
に
、
組
合
し
な
い
昇
近
一
覧
表
へ
の
同
法
令
の
登
録
1

刀
法
を
有
効
に

す
る
こ
と
で
、
寸
法
者
は
、
先
に
見
た
一
九
五
八
年
二
月
一
一
日
の
デ
ク
レ
の
、
第
一

O
条
第
二
項
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
登
録
の
み
を
適

用
対
象
と
す
る
こ
と
を
欲
し
た
一
と
判
断
し
て
、
法
?
リ
人
の
刻
象
範
凶
を
限
定
し
た
の
だ
っ
た
c

綿
織
法
律
に
刻
す
る
留
保
は
、
そ
の
登
場
に

お
い
て
遅
れ
た
も
の
の
、
本
判
決
以
後
は
、
そ
れ
な
り
の
ベ

l
ス
で
制
保
が
付
さ
れ
続
け
て
い
る
c

以
上
に
、
解
釈
留
保
付
き
判
決
の
年
代
的
な
起
源
を
、
各
分
野
別
に
凡
て
き
た
ロ

一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
川
な
り
、
憲
法
院
が
そ
の
活

ItiJと58(3・134)12以)



動
の
初
期
の
段
隅
か
ら
、
解
釈
留
保
の
手
法
を
川
用
い
て
き
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

そ
れ
で
は
次
に
、

R
.
D
.
P
.誌
上
で
、
憲
法
院
判
例
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
を
検
討
す
る
υ

フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
公
渋
系
の
渋
律

雑
誌
上
で
、
憲
法
院
判
例
、
そ
し
て
解
釈
料
保
刊
き
判
決
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
か
を
知
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
円
的
と
な
る
つ

考察は)

第

ユ買

R

D

P
誌
上
で
の
憲
法
院
判
決
の
扱
い

R

D

P
誌
卜
で
は
も
と
も
と

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
刈
決
の
刈
例
分
析
戸
〕
L
h
J

「
ベ
回
目
的
ロ
ロ
コ
一
口
宅
問
{
己
h
Z
門
戸
い
)
を
掲
載
し
て

一四」

九
ハ
心
干
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ

一
九
六

O
年
川
月
七
日
口
の
二
判
決
、

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

で
抜
わ
れ
た
の
は

つ
ま
り

R

D

P
誌
上
に
は
じ
め
て
憲
法
院
判
決
が
登
場
し
た
の
は
、

一
九

4
九
年
一
一
月
二
七
日
の
一
判
決
、
一
九
六

O
年
一
月
二
九
日
の
一
判
決
、

H
の
一
判
決
の
、
合
計
八
件
の
判
決
で
あ
る
υ

だ
が
こ
れ
は
単
発
的
な
も
の
で
、
こ
れ
以
後
も
、
こ
の
欄

い
た
。
そ
の
コ
ー
ナ
ー
に

そ

し

て

九

六

O
年
八
月

に
憲
法
院
判
決
が
掲
載
さ
れ
る
の
は
非
常
に
ま
れ
な
ま
ま
で
あ
り
、
と
り
あ
げ
ら
れ
る
事
件
の
大
半
は
相
変
わ
ら
ず
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の

凶
~

判
決
で
あ
っ
た
c

一
)
ミ

そ
F
Hイ

九
七

4
年
に
な
っ
て
、
判
例
分
析
欄
と
は
別
の
、

フ
ラ
、
〆
ス
の
憲
法
と
議
会
に
関
す
る
欄
(
円
E
4
0
4
0
d円
円
C
7
1
m
↓
コ
円
、
コ
0
1
Z
E
H
同

胃、↑，
t
k
k
同「何日戸片山
Z
、円〉

-zh
町
同
〉

z
n〉
-mh)

へ
作
)

る
こ
と
に
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
か
ら
、
憲
法
院
判
決
が
ま
さ
に
定
期
的
に
侶
載
さ
れ
、
批
計
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
υ

ム
J

初
の
評
釈
担

に
お
い
て
、
「
本
誌
は
以
後
、
定
期
的
に
、
憲
法
院
刊
決
に
割
り
当
て
ら
れ
た
評
論
を
掲
載
す

当
者
は
、

ル
イ
・

7
ァ
ヴ
ォ
ル
!
と
ロ
イ
ク
・
フ
ィ
リ
y
ブ
で
あ
る
r

な
お
こ
の
九
七
五
汗
の
自
釈
で
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、
基
本
的
に

一
九
七
例
年
の
怠
法
院
判
決
で

一
九
七

4
年
一
月
一

4
円
ま
で
の
判
決
も
含
ま
れ
て
い
る
そ
れ
以
前
の
諸
判
決
に
つ
い
て
は
、
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。
こ
の
一
九
七
凶
年
と
い
う
年
は
、
憲
法
院
へ
の
付
託
梓
苫
を
、
従
米
の
共
和
同
大
統
館
、
首
相
、
川
民
議
会
な
ら
び
に
元
老

北法58(3 -13;)) 1201 



日見

院
の
議
長
の
川
者
に
加
え
て
、
『
ハ

O
人
以
上
の
川
民
一
議
会
議
員
川
な
ら
び
に
『
ハ

O
人
以
卜
の
一
パ
老
院
議
員
団
に
ま
で
拡
大
す
る
憲
法
改
正
が

な
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
憲
法
改
正
に
よ
り
、
憲
法
院
に
利
託
さ
れ
る
法
律
が
増
加
し
、

そ
れ
に
よ
り
憲
渋
院
の
活
動
が
さ
ら
に
活
発
化

4 

H附

し
て
い
っ
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
り
、

そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
、
憲
法
院
判
例
の
倹
討
が

R

D

P
誌
卜
に
定
期
的
に
掲
載
き

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
憲
法
改

H
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
c

こ
の
一
九
七
凶
年
の
判
決
の
川
顧
で
は
、
憲
法
院
の
判
決
の
ほ
か
、

メ
ン
バ
ー
の
更
新
の
問
題
、
共
和
同
大
統
領
の
空
出
認
定
の
問
題
な

ど
に
も
ペ
!
日
ン
が
割
か
れ
て
い
る
。
扱
わ
れ
た
判
決
は
、
付
託
権
拡
大
に
よ
っ
て
付
託
さ
れ
た
一
一
刊
で
あ
り
、
判
決
の
内
一
行
の
ほ
か
、
こ
の

刺
し
い
刊
託
方
法
の
特
色
干
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
手
続
き
上
の
問
題
な
ど
も
重
点
的
に
記
さ
れ
、
制
度
が
動
き
始
め
た
ば
か
り
で
、
手
探
り

の
状
態
で
あ
ワ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
c

判
決
内
科
の
評
釈
も
、
参
照
条
文
の
問
題
や
、
憲
法
院
が
白
ら
の
権
限
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
許

悩
し
た
か
と
い
っ
た
こ
と
が
中
心
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
判
断
手
法
を
用
い
た
か
と
い
う
よ
う
な
占
は
、
佐
川
白
'
が
当
て
ら
れ
て
い
な
い
υ

一
九
七

4
年
の

R

D

P
で
は
、
そ
の
後
凶
丘
一
頁
と
一
二
心
七
頁
に
も
憲
法
院
判
決
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
つ
川

4
一
一
円
以
下
で
は
、

元
老
院
議
員
選
挙
に
関
す
る
諮
問
決
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

ヘ
川
崎

日
の
司
法
J

日
の
例
外
的
採
用
を
延
長
す
る
こ
と
に
関
す
る
組
織
法
作
に
対
す
る
判
決
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
c

こ
れ
ら
の
紹
介
で
も
、
私
付
託

川」

制
度
の
紹
介
や
音
官
義
付
け
に
闘
す
る
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
こ
れ
は
野
党
の
権
利
と
い
う
よ
り
は
少
数
派
の
権
利
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
〔

そ
の
な
か
で
、
憲
法
院
に
よ
る
法
律
と
条
約
の
附
の
適
合
性
審
査
拒
百
判
決
を
う
け
た
、
破
致
院
判
決
に
関
す
る
解
説
が
注
円
さ
れ
る
。

一
九
七
有
年
二
月
五
日
の
、

二
O
七
円
ハ
以
卜
で
は

一
ー
ん
ヒ
芥
年
七
月

こ
の
時
点
か
ら
、
憲
法
院
と
そ
の
ほ
か
の
裁
判
所
と
の
聞
の
関
係
に
つ
い
て
意
識
が
山
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
「
憲
法
院
判
決
は
、
公
権
h
A
及
び
す
べ
て
の
行
政
・
司
法
機
関
を
拘
束
す
る
一
と
定
め
る
憲
法
第
『
ハ
一
条
の
{
止
め
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
老
法
院
判
決
を
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
す
る
す
べ
が
な
い
こ
と
か
ら
、
今
で
も
、
と
り
わ
け
解
釈
留
保
の
拘
束
性
に
つ
い
て
考
え
る

際
に
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
コ

ItiJと58(3・136)1202 



翌
一
九
七
六
年
に
も
、
同
様
に
一
九
七
五
年
の
憲
法
院
判
決
の
解
説
が
さ
れ
た
。
こ
の
後
、

ほ
ぼ
句
作
の
よ
う
に
、
憲
法
院
判
決
の
同

顧
が
、

R
.
D
p
.誌
上
で
掲
載
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
つ
こ
れ
ら
の
判
闘
は
当
初
、
]
}
思
注
院
判
決
を
ひ
と
つ
ず
っ
と
り
あ
げ
、

そ
の
判
決

の
問
題
占
に
つ
い
て
許
釈
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
す
べ
て
の
憲
法
院
判
決
が
検
討
対
象
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
っ
そ
の
後
、

九
八
一
今
年
か
ら
、
判
決
こ
と
に
検
討
す
る
こ
と
を
や
め
、

考察は)

ア

l
マ
ご
と
に
検
討
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
九
八
一
一
年
の
域
台
は
、
判
例

憲
法
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
し
た
う
え
で
、
基
本
的
憲
法
、
制
度
的
憲
法
、
派
生
的
憲
法
の
三
つ
に
さ
ら
に
分
け
て
検
討
し
て
い
た
円
こ
の

テ
ー
マ
の
と
り
ん
は
、
各
作
に
よ
っ
て
多
少
の
変
助
が
あ
る
が
、
大
枠
と
し
て
は
川
様
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
方
式
で
の
判
例
回
顧
が
、
現

m一

在
ま
で
続
い
て
い
る
つ
こ
う
し
て
今
日
で
は
、

R

D

P
誌
上
で
も
、
憲
法
院
の
判
決
は
非
常
に
重
要
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

え
る
。そ

こ
で
次
の
問
題
は
、

そ
の
中
で
、
解
釈
留
保
付
き
判
決
が
と
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
c

そ
れ
に
つ
い
て
、
次

人
口
ご
ん
央

l
y
r
z
bコ

ノ

p
v
f
3
1
A

む市一一片山

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
解
釈
留
保
の
扱
わ
れ
十
月

R

D

P
誌
上
で
憲
法
院
判
決
の
分
析
が
都
続
的
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、

先
に
、

一
九
七
有
年
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
見

た
。
本
節
で
は
、
そ
の
な
か
で
解
釈
留
保
付
き
刈
決
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
を
み
る
と
と
も
に
、
解
釈
留
保
が
そ
れ
肉
体
独
立

し
た
検
討
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
た
文
献
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い

f

こ
の
よ
う
な
丈
献
が
問
て
く
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
留
保
付

き
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
と
、
そ
し
て
注

H
す
る
に
値
す
る
重
要
性
を
帯
び
始
め
た
こ
と
を
立
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
【

北法58(3 -137) 1203 



日見

R

D

P
誌
上
で
の
解
釈
留
保

第

ユ頁

4 

H附

R

D

F
誌
卜
で
初
め
て
解
釈
留
保
に
関
す
る
一
口
及
が
向
て
く
る
の
は
、

九
仁
七
汗
で
あ
り
、

そ
こ
で
問
題
に
き
れ
た
の
は
、
欧
州
共

同
体
理
事
会
決
定
及
び
付
属
議
定
書
の
合
憲
性
、
日
八
体
的
に
は
欧
州
議
会
の
構
成
只
の
普
通
直
接
選
挙
の
合
憲
性
に
関
す
る
一
九
七
六
年
一

一
九
・
一
今

O
H判
決
で
あ
っ
た
c

こ
の
事
件
は
、

月

一
九
七
六
年
九
月
一
口
日
の
欧
州
理
事
会
決
定
と
そ
の
付
属
議
定
書
が
、

)L 
七

九
年
以
降
、
欧
州
議
会
議
員
の
任
命
は
各
凶
の
川
民
の
直
門
枚
岩
通
選
挙
に
よ
る
こ
と
を
定
め
た
九
七
五
十
二
月
一

一
日
の
理
事
会
決

{
疋
を
適
用
す
る
と
定
め
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
批
准
に
際
し
て
そ
れ
が
同
氏
、
土
権
の
原
則
に
反
し
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
憲
法

第
五
四
条
に
基
づ
き
大
統
領
が
憲
法
院
に
付
託
し
た
も
の
で
あ
る
。
憲
法
院
は
こ
れ
に
対
し
て
台
憲
の
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

際
、
第
五
理
山
刊
け
で
、

(
本
件
)
協
約
は
、
そ
の
原
理
が
憲
法
第
一
一
条
で
確
認
さ
れ
て
い
る
共
和
問
の
不
可
分
牲
を
問

一
九
七
六
年
の

涯
と
す
る
よ
う
な
性
質
の
方
法
を
定
め
る
い
か
な
る
条
項
も
含
ん
で
お
ら
ず
、
憲
法
院
に
付
託
さ
れ
た
議
定
書
七
条
に
言
及
さ
れ
て
い
る
「
統

一
選
挙
手
続
」
と
い
う
ー
壬
一
μ
は
、
こ
の
原
理
に
対
し
て
H
H
宝
門
を
及
ぼ
す
こ
と
を
認
め
う
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、

般
的
に
、
こ
の
議
定
書
の
適
川
に
闘
す
る
法
?
止
は
、
憲
法
的
伺
伯
を
有
す
る
他
の
あ
ら
ゆ
る
品
原
瓜
と
同
桜
に
、

卜
述
の
諸
原
理
を
尊
重
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
っ
た
〔

こ
れ
に
け
し
て
、

R

D

P
の
解
説
で
は
、
憲
法
院
が
「
こ
の
文
一
百
は
、
に
け
し
て
侵
合
を
及
ぼ
す
こ
と
を
認
め
う
る
も
の
と
解
釈
さ

「
適
川
テ
キ
ス
ト
」

の
内
容
に
つ
い
て
醤
戒
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
一
般
的

れ
え
な
い
」
ー
と
刈
示
し
た
こ
と
と
、
本
刊
凶
際
協
約
の

に
、
こ
の
議
定
書
の
適
用
に
閲
す
る
法
?
止
は
、
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
他
の
あ
ら
ゆ
る
諸
原
川
崎
と
同
桜
に
、
上
述
の
諸
原
理
を
尊
重
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
-
小
し
た
こ
と
と
を
指
抗
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
患
法
院
は
、
「
判
際
協
約
の
条
項
の
潜
社
的
な
展
開
の
ム
円
高
五
件
に
つ

戸川〕

い
て
判
決
し
た
」
と
評
怖
し
て
い
る
コ
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
、
条
項
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
潜
杭
的
な
展
附
叫
能
性
に
つ
い
て
判
断

ItiJと58(3・138)1204 



す
る
手
法
を
解
釈
留
保
の
手
法
で
あ
る
と
し
、
「
こ
の

J

印
間
保
の
下
で
の
合
憲
』

の
筏
術
は
、
憲
法
院
と
、
そ
し
て
同
様
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
の
判
決
に
お
い
て
、
川
比
例
の
も
の
で
は
な
い
υ

憲
注
院
は
既
に
υ
川
か
ら
、
法
律
形
式
の
テ
キ
ス
ト
の
審
査
、
法
律
、
そ
し
て
と
り
わ
け

議
院
規
則
の
合
憲
性
の
統
制
の
分
野
で
、
こ
の
千
法
を
川
い
て
い
た
。
議
院
規
則
の
審
去
の
場
合
に
お
い
て
、
留
保
の
卜
で
の
合
憲
は
、
修

正
さ
れ
た
新
し
い
条
頃
が
憲
法
院
に
従
う
と
い
う
義
務
に
よ
っ
て
、
強
凶
に
さ
れ
る
一
と
述
べ
て
い
る
。
山
同
保
は
特
別
な
手
法
で
は
な
い

考察は)

こ
と
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
議
院
規
則
の
分
野
で
は
、
当
該
条
項
が
将
米
に
お
い
て
改
正
さ
れ
る
場
合
に
再
度
の
審
査
が
義
務
付
け
ら

れ
る
が
ゆ
え
に
、
留
保
の
卜
で
の
合
憲
判
断
が
、
青
山
昧
の
あ
る
も
の
と
し
て
尻
れ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
υ

こ
の
内
川
か
ら
、
解
釈
留

保
の
拘
点
力
、
そ
し
て
執
行
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
円
i
く
か
ら
考
慮
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
内

つ
ま
り
最
初
か
ら
、

た
ん
な
る
科
白
付

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

け
、
あ
る
い
は
憲
法
院
の
肉
己
満
足
の
た
め
の
一
首
及
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
審
査
対
象
と
な
ヲ
た
テ
キ
ス
ト
の
台
憲
牲
を
条
件
付

け
る
判
決
で
あ
り
、
単
純
な
台
憲
判
決
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
c

そ
の
こ
と
を

さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
「
政
府
が
採
用

L
、
政
治
的
法
的
次
正
で
、
一
九
七
七
年
の
秋
に
設
会
の
賛
成
に
従
っ
た
の
は
、
そ
れ

一
に

ν

ゆ
え
憲
法
院
の
意
思
に
適
合
し
た
厳
格
な
解
釈
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
本
件
利
保
に
対
応
す
る
よ
う
な
形
で
選
挙
制
度
が
定
め
ら
れ
た
こ

と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
凸
'
で
あ
る
c

本
一
計
釈
は
、
解
釈
留
保
に
つ
い
て
初
め
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
「
こ
れ
以
前
に
も
、
解
釈
留
保
付
き
と
さ
れ
る
判
決
は
い
く
つ
か
存
す
し

て
い
た
の
だ
が
、
個
別
の
判
決
の
許
釈
と
し
て

R

D

P
誌
上
で
特
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
年
度
ご
と
の
回
顧
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
付
さ
れ
た
最
初
の
料
保
で
あ
る
本
件
が
、
初
め
て
の
登
均
と
い
う
こ
と
に
な
る
υ

こ
の
前
釈
で
は
、
テ
キ
ス
ト
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
そ
の
展
開
可
能
性
、
換
一
丙
す
れ
ば
あ
り
う
る
解
釈
に
刻
し
て
判
断
す
る
手
法
を
も
っ
て
解
釈
留
保
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
は

川
口
ハ
例
の
千
段
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
c

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
に
も
留
保
付
き
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

で
は
な
ぜ
本
件
が
解
釈
留
保
付
き
判
決
を
解
説
す
る
最
初
の
例
と
な
っ

北法58(3-13:>)1205



日見

た
の
だ
ろ
う
か
r

そ
れ
は
単
純
に
、

R

D

P
誌
上
で
判
決
を
綱
界
的
に
検
討
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
卜
さ
れ
た
留
保
刊
き
判

決
で
あ
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
偶
然
、
そ
の
事
案
が
、

ヨ
l
口
ソ
パ
統
令
と
フ
ラ
ン
ス
の
下
椎
と
の
係
わ
り
合
い
と
い
う
、

フ
ラ
ン
ス
に
と
っ

4 

H附

て
刷
刊
に
重
姿
な
問
題
と
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
王
題
と
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
と
り
あ
げ
て
検
討
さ
れ
る
に
主
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
て
、
解
釈
留
保
の
手
法
に
と
く
に
い
け
リ
を
し
た
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
一
ボ
す
か
の
よ
う
に
、
翌
年
以
降
の
日
顧
で
は
、

解
釈
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
判
決
を
と
り
あ
げ
て
評
釈
し
て
い
る
の
に
、
解
釈
留
保
に
つ
い
て
な
ん
ら
の
一
百
及
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、

誤
っ
た
記
述
を
し
た
り
し
て
い
る
例
も
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
九
七
八
年
の
回
顧
で
は
、
公
務
員
の
身
上
調
書
に
関

戸
門
川
-

す
る
一
九
七
六
年
仁
月
一
有
円
判
決
を
と
り
あ
げ
、
通
常
法
律
に
対
し
て
初
め
て
料
保
が
刊
き
れ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ

戸山一

rm一

は
通
JH法
律
に
関
す
る
一
件
月
の
留
保
付
き
判
決
で
あ
る
し
、
教
育
の
白
由
に
闘
す
る
一
九
七
ヒ
年
月
一
一
一
日
判
決
は
、
解
釈
留
保

九
七
八
汗
一
月
一
八
日
判
決
で
も
同
械
に
、
留
保

付
き
判
決
で
あ
る
が
、

そ
の
い
い
、
に
つ
い
て
な
ん
ら
百
及
が
な
い
し
、
医
療
に
閃
す
る

に
つ
い
て
な
ん
ら
の
一
百
及
も
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
解
釈
留
保
と
い
う
判
決
子
法
が
、

憲
法
院
の
新
た
な
手
法
と
し
て
{
ヰ
有
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
日
が
向
い
て
い
な
い
わ
け

で
は
な
い
じ
こ
の
年
の

R

D

P
で
は
、

卜
で
見
た
よ
う
に
各
判
決
を
検
討
し
た
後
に
、
「
判
決
の
貢
献
一
と
題
さ
れ
た
節
が
設
け
ら
れ
て

ヨ
j
、

ル
イ
b
l
j

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
判
決
の
粘
県
人
権
の
分
野
で
と
の
よ
う
な
発
展
が
み
ら
れ
た
か
を
検
討
す
る
ほ
か
、
憲
法
見
範
の
指
令
的
性
格

の
解
釈
と
題
し
た
検
討
を
し
て
い
る
υ

そ
れ
に
よ
る
と
、
憲
法
院
は
次
第
に
煩
黙
に
、
公
椎
力
と
通
常
裁
判
行
、
可
法
行
政
裁
判
官
の
行

動
を
述
べ
る
ー
と
こ
ろ
に
実
際
卜
至
る
、
非
常
に
瑚
由
付
け
ら
れ
た
憲
法
規
範
の
解
釈
に
頼
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、

た
と
え
付
託
者
が
実
体

上
の
満
足
を
獲
得
し
な
く
て
も
、
彼
ら
は
、
非
常
に
厳
格
な
ん
訟
で
解
釈
さ
れ
た
憲
法
の
条
引
を
見
る
こ
と
で
満
足
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
仁

こ
れ
は
、
ま
さ
に
解
釈
留
保
に
閃
す
る
記
述
で
あ
る
c

そ
し
て
、
憲
法
院
は
次
第
に
こ
の
手
法
に
よ
っ
て
判
決
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お

り
、
付
託
者
ら
は
、
形
式
上
は
そ
の
主
張
を
退
け
ら
れ
る
が
、
満
足
を
作
る
と
評
何
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

「
留
保
の
下
で
の
合
憲

ItiJと58(3・140)1206
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の
手
法
は
、
す
で
に
憲
法
院
に
よ
っ
て
、
議
院
ほ
則
と
、
憲
法
第
一
七
条
一
一
頃
に
よ
る
脱
法
律
化
の
統
制

の
分
野
で
川
い
ら
れ
て
い
た
が
、
]
}
思
渋
院
は
そ
の
介
入
の
大
部
分
の
領
域
に
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
先
に
指
抗
し
た
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
ま
で
に
、
法
律
の
合
憲
性
議
脊
に
お
い
て
も
料
保
刊
さ
判
決
が
川
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
認
識
き
れ
て
い
な
い
よ
う

で
ふ
め
る
。

考察は)

」
の
よ
、
つ
に

一
九
七
八
年
の
論
『
止
で
、
「
山
間
保
の
下
で
の
合
憲

F
S
E
E
-けの
2
5
z
m
E
Z
)
」
な
る
記
述
の
も
と
で
議
論
を
し
て
い

る
こ
と
が
引
円
さ
れ
る
υ

留
保
の
千
法
が
広
く
川
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
九
八

O
年
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ

う
で
あ
る
が
、
こ
の
一
九
七
八
年
の
凶
顧
に
お
い
て
、
す
で
に
こ
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
、
り
し
て
も
、
留
保
の
子
法
が

R
止
ち

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

始
め
た
時
期
は
も
う
少
し
円
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
「
留
保
の
卜
で
の
台
憲
一
に
よ
り
、
提
訴
者
は
実
体
的
な
満
足
を
得
る
こ
と
は
な
い
が
、

憲
法
の
厳
格
な
解
釈
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
点
も
山
同
さ
れ
る
υ

こ
れ
は
、
留
保
の
部
分
は
効
力
が
な
い
、
耐
枇
ん
で
あ
る
と
い
っ

た
理
解
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
つ
こ
の
よ
う
な
初
期
の
段
階
か
ら
、
し
か
も
、
、
土
文
の
中
で
再
び
そ
れ
を
繰
り
返
す
と
い
う
千

法
が
一
般
的
に
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
か
ら
、
留
保
の
拘
束
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

J

そ
れ
ゆ
え
解
釈
留
保
は
、
例
え
ば

日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
な
お
書
き

ゃ
、
あ
る
い
は
念
の
た
め
に
す
る
「
付
一
百

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
裁
判
所
の
所
見
と
は
異
な

る
と
い
え
る
c

こ
の
時
点
で
は
、
留
保
が
利
さ
れ
た
判
決
の
絶
対
数
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
印
何
保
引
き
判
決
を
、
そ
の
性
質
に

F
R
Rし
て
分
析
す
る
こ

と
は
行
わ
れ
て
い
な
い
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
け
留
保
付
き
判
決
と
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
解
乳
、
あ
る
い
は

判
決
の
意
義
を
説
明
す
る
中
で
、
留
保
付
き
判
決
で
あ
る
旨
を
明
示
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
仁
た
だ
、
徐
々
に
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
の

T
法
に
つ
い
て
、
次
第
に
注
目
が
集
ま
っ
て
き
て
い
た
と
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う

F

そ
し
て
こ
の
後
、

一
九
七
九
作
以
降
の
凶
顧

で
も
、
留
保
が
利
さ
れ
た
判
決
を
検
討
す
る
と
き
に
、
州
開
保
引
き
で
あ
る
こ
と
に
百
及
さ
れ
な
い
も
の
と
、
留
保
引
き
で
あ
る
こ
と
に
言
及

北法S8(3.141)120i



日見

L
検
討
を
加
え
る
も
の
と
が
並
有
L
続
け
る
こ
と
に
な
る
c

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
解
釈
留
保
の
い
わ
ゆ
る
I
U
典
的
三
分
短
論
の
雛
形
と

な
る
よ
う
な
許
釈
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
は
じ
め
と
な
る
の
が
、

九
七
九
年
の

R
.
D
.
P
.
で
あ
る
。

4 

H附

こ
の
汗
、
「
法
律
と
命
令
の
領
域
に
関
す
る
判
例
。
組
織
法
律
と
議
院
規
則
の
統
制
。
九
仁
八
ヒ
九
年
の
議
員
団
付
託
」
と
思
し
、
フ
ア

川
則
J

が
検
討
さ
れ
た
り
こ
の
問
、
複
数
の
解
釈
併
保
付
き
判
決
が
い
ー
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

ヴ
ォ
ル
ー
に
よ
っ
て
多
く
の
判
決
(
一
パ
ハ
件
)

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
引
両
的
な
労
働
停
4
1
の
場
合
に
お
け
る
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ン
オ
公
役
務
の
継
続
牲
に
関
す
る
条
項
を
修
比
す
る

九
七
九
十
七
月
一
丘
円
判
決
た
だ
ひ
と
つ
で
あ
り
、
七
ひ
五
円
以
下
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
件
で
問
題
に
な
っ

法
律
に
関
す
る

:
〉

t

f
o
じ

九
仁
四
年
の
、

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
公
役
務
の
ス
ト
ラ
イ
キ
権
に
関
す
る
法
律
を
修
d
す
る
た
め
の
法
律
で
あ
り
、

元
老
院
議
員

団
と
代
議
士
川
に
よ
っ
て
付
託
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
い
ん
老
院
議
只
川
は
、
「
通
常
の
役
務
一
を
確
保
す
る
た
め
の
義
務
が
、

ス
ト
権
を
削
除

す
る
傾
向
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ー
止
法
者
は
、
徴
用
権
の
打
使
を
民
間
会
社
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
王
張
L
、
代
議
ム
L

団
は
、
「
通

そ
れ
は
止
中
化

き
れ
え
な
い
こ
と
、
「
厳
格
に
不
付
欠
な
役
務
あ
る
い
は
人
」
の
範
囲
を
定
め
る
こ
と
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
委
ね
る
の
は
、
立
法
者
の

権
限
を
誤
解
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
土
張
し
た
じ
こ
の
う
ち
、
解
釈
留
保
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
、

需
の
役
務
の
確
保
」
は
、

ス
ト
権
を
削
除
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

た
と
え
公
役
務
の
継
続
性
の
原
則
を
も
っ
て
し
て
も
、

元
老
院
議
員
団
に
よ
る
一
一
帯
月
の
、
土

張
で
あ
り
、
憲
法
院
は
、
「
徴
川
す
る
( ， 
の
〔

』

{ 

戸。， 
オ
) 

と
い
う
一
口
業
は
、
徴
用
権
に
関
す
る
一
九
ム
九
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
、
あ
る
い
は
そ

の
ほ
か
の
テ
キ
ス
ト
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
微
発
す
る
と
い
う
こ
と
を
リ
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
υ

解
説
は
、
「
中
?
げ
化
に
よ
る
」
憲
法
院
の

「
指
令
的
性
格
の
解
釈
技
術
」
は
、
以
下
の
方
法
で
再
び
現
れ
た
と
題

L
、
こ
の
留
保
を
検
討

し
て
い
る
仁
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
法
律
の
世
田
き
f
J
は
、
こ
の
権
利
を
会
社
の
社
長
に
割
り
行
て
る
と
い
う
意
思
を
有
し
て
い
た
が
、
憲
法
防

は
、
指
令
的
解
釈
に
よ
っ
て

い
か
な
る
疑
い
を
も
そ
の
権
利
か
ら
彼
き
刑
し
た
と
判
断
し
て
い
る
c

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
か
く
し
て
、
「
そ

の
ヰ
」
を
失
っ
た
の
で
あ
る
コ
さ
ら
に
、
川
様
の
技
術
は

一
九
七
ハ
年
の
、
公
務
員
の
身
卜
調
書
に
関
す
る
事
件
で
も
用
い
ら
れ
、
そ
こ

ItiJと58(3・142)12併3



で
宇
，，!!:.、

法
院
は

は
上

と嗣
軒1喜
1r を
さ参
れ照
です
い r る
る些口j

otE 
↑牛
アル
ど了

ひ
と
つ
で
も
嗣
世
田
を
参
照
し
た
な
ら
、
す
べ
て
の
調
書
を
参
照
す
る
義
務
に
な
る
も
の

と
し
て
解
釈
し
た
、

B
 

一
九
七
六
午
七
月
立
け
の
判
決
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
こ

解
釈
留
保
に
関
す
る
一
品
述
は
以
上
で
あ
る
。
本
判
決
の
よ
う
な
手
法
が
、

考察は)

と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
「
中
?
げ
化
一
に
よ
る
「
指
令
的
性
格
一

解
釈
留
保
を
「
建
設
的
」
「
指
令
的
」
「
中
立
化
」
の
三
つ
に
分
け
る
の
が
通
例
で
あ
る
の
と
こ
ろ
が
本
評
釈
を
担
巾
ー
し
た
フ
ァ
ヴ
ォ
ル

i
は、

の
留
保
と
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
古
典
的
三
分
類
論
は

本
件
留
保
を
「
中
立
化
」
に
よ
る
「
指
令
的
な
」
解
釈
科
保
と
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、

そ
の
力
点
は
、
解
釈
利
保
に
よ
り
定
の
解
釈

が
〈
叩
ぜ
ら
れ
た
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
指
令
的
」

で
あ
る
点
に
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
つ
こ
の
判
決
は
後
に
、
中
止
化
解
釈

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

の
典
型
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
料
保
が
指
令
的
で
あ
る
と
強
調
し
た
の
は
、
解
釈
留
保
が
拘
束
力

を
ム
刊
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
す
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
の

こ
こ
で
は
じ
め
て
、
留
保
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い
る
か
を
形
容
す
る
文
一
戸
が
出
て
き
た
コ
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
の
同
闘
の
中
で
は
、
「
山
町
守
化
」
と
か
「
指
令
的
」
で
あ
る
こ
と
の
定
義
は
、
な
い
。
た
だ
、
の
ち
の
二
分
類
論
の
う
ち
二

つ
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
と
同
じ
言
葉
が
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、

n
H
2し
て
お
い
て
い
い
だ
ろ
う
じ
そ
し
て
こ
れ
以
後
の
数
年
間

で
、
解
釈
山
間
保
の
今
二
分
頒
論
に
山
川
て
く
る
「
中
リ
化
」
「
指
令
的
」
「
建
設
的
」
な
解
釈
留
保
と
い
う
評
価
が
、

R

D

P
誌
卜
で
兄
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
以
下
に
、

そ
れ
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
つ

一
九
八
口
干
の

R

D

P

の
一
六
一
七
頁
以
ぃ
ー
で
は

一
九
八

O
咋
一
月
円
か
ら
川
年
一
心
月
五
円
ま
で
に
下
さ
れ
た
諸
判
決
を

フ
ァ
ヴ
ォ
ル
ー
が
分
析
し
て
い
る
c

そ
れ
ら
は
さ
ら
に
、
議
会
に
よ
る
付
託
に
茶
づ
く
判
決
、
義

F

日
間
的
付
託
に
よ
る
判
決
、
憲
法
第
二
七
条

一
一
つ
の
解
釈
留
保
付
き
判
決
が
含
ま
れ
て
い
る
c

二
項
に
よ
る
諸
判
決
の
一
つ
に
区
切
ら
れ
て
説
明
さ
れ
て
お
り
、
第

の
も
の
の
中
に
、

な
お
こ
の
期
間
に
お
い
て
、
解
釈
留
保
付
き
判
決
は
こ
れ
以
外
に
も
十
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
判
決
白
休
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
υ

と

北法58(3 -14:;) 1209 



日見

り
あ
げ
ら
れ
た
一
一
つ
の
留
保
付
き
判
決
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
、
農
業
指
針
法
律
に
対
す
る
一
九
八

O
年
七
月

日
円
判
決
で
あ
る
の

し
か
し

4 

H附

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
解
釈
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
実
体
問
題
の
枚
討
が
行
わ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
υ

そ

協」

し
て
も
う
ひ
と
つ
の
留
保
付
き
判
決
が
、
核
物
質
の
保
護
に
関
す
る
九
一
八

O
年
七
月
二
一
円
判
決
で
あ
る
。
木
法
第
六
条
は
、
次
の
よ

う
に
定
め
て
い
た
。

第
六
条

①
本
法
の
規
定
に
定
め
る
核
燃
料
物
質
を
不
当
に
領
得
す
る
者
、
前
可
を
得
ず
に
第
二
条
に
定
め
る
活
動
を
な
し
た
者
、
ま
た

は
許
り
を
得
る
た
め
に
小
d
確
と
認
め
る
資
料
を
促
出
し
た
者
は
、

一
年
以
卜

O
年
の
拘
禁
及
び
五

T
フ
ラ
ン
以
卜
五
了
万
フ
ラ
ン
の

罰
金
、
ま
た
は
何
れ
か
の
一
の
刑
を
科
さ
れ
る
。

一
化
一
裁
判
所
は
、
そ
の
他
に
、
核
燃
料
物
質
の
没
収
、
及
び
右
物
質
の
精
鋭
、
使
川
ま
た
は
運
搬
に
川
い
ら
れ
る
機
出
の
没
収
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
コ

品
市

)4条
第
一
項
に
定
め
る
牧
燃
判
物
質
が
保
有
さ
れ
る
施
設
に
お
い
て
地
位
の
如
何
を
問
わ
ず
関
与
す
る

H
然
人
又
は
法
人
に
よ
る
法
令

そ
れ
が
施
設
の
核
の
保
設
又
は
身

体
及
び
財
産
の
安
全
を
危
険
に
陥
れ
る
恐
れ
の
あ
る
と
き
、
自
然
人
に
闘
し
で
は
、
こ
れ
に
、
旭
用
さ
れ
う
る
刑
事
上
の
制
設
を
利
す
こ
と

に
対
す
る
故
意
の
違
反
、
及
び
精
錬
事
業
者
ま
た
は
そ
の
受
任
者
の
指
令
に
対
す
る
故
意
の
違
反
は
、

を
妨
げ
ず
、

川H
つ
適
用
さ
れ
る
法
令
又
は
協
約
の
別
段
の
胤
定
に
杓
ら
ず
、
非
違
は
懲
戒
権
者
に
通
持
さ
れ
、
懲
戒
権
者
は
説
明
喜
を
舵

小
し
た
徒
、
下
生
川
を
必
要
と
せ
ず
且
つ
賠
償
を
伴
な
う
こ
と
な
く
、
右
非
違
行
為
者
と
の
協
約
又
は
法
胤
に
慕
つ
く
関
係
の
停

U
え
は
附

絶
を
直
ち
に
牛
じ
る
じ
法
人
に
闘
し
で
は
、
協
約
の
別
段
の
規
定
に
拘
ら
ず
、
行
政
け
の
前
可
の
倣
川
、
十
什
法
人
が
そ
れ
に
基
づ
き
活
動

す
る
協
約
に
つ
き
予
肯
を
必
要
と
せ
ず
川
つ
賠
償
を
伴
な
う
こ
と
な
く
、
協
約
に
慕
づ
く
関
係
の
停

t
又
は
断
絶
を
直
ち
に
ヰ
ず
る
】

ItiJと58(3・144)12lO 



こ
れ
に
対
し
憲
法
院
は
第
六
理
山
付
け
で
、
「
判
託
の
書
き
手
が
主
張
し
て
い
る
の
と
反
対
に
、
こ
れ
ら
の
条
丈
は
政
ー
附
あ
る
い
は
打
政

機
関
と
出
発
者
と
に
対
し
て
、
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
人
を
犠
牲
に
す
る
、
契
約
上
あ
る
い
は
注
律
卜
の
関
係
の
中
断
あ
る
い
は
破
棄
を
引

き
起
こ
し
う
る
よ
う
な
宅
夫
を
定
め
る
こ
と
と
、
そ
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
行
伎
を
限
定
す
る
こ
と
を
委
ね
る
円
的
も
効
果
も
持
た
な
い
の

考察は)

般
的
に
レ
グ
ル
マ
ン
、
あ
る
い
は
開
発
者
な
い
し
そ
の
代
表
者
の
指
示
へ
の
侵
害
が
不
叶
欠
な
条
件
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
よ
う
な
侵
害
は
十
分
な
安
件
で
は
な
い
c

そ
れ
は
、
そ
の
侵
合
行
為
が
意
凶
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
っ
、
各
施
設
の
安
全
、
核
物
質
の

で
あ
る
。
実
際
、

保
護
ま
た
は
人
ま
た
は
財
産
の
安
全
を
危
険
に
す
る
余
地
が
あ
る
ぬ
令
に
し
か
、
契
約
L
に
あ
る
い
は
法
律
L
L

の
関
係
の
中
断
あ
る
い
は
侵
合

を
J

川
当
化
し
な
い

か
く
し
て
、
惟
限
あ
る
裁
刈
所
が
、

ア
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
対
象
と
さ
れ
た
レ
グ
ル
マ
ン
あ
る
い
は
命
令
の
適
法
性
に
対

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

し
て
行
使
し
う
る
統
制
か
ら
独
立
し
て
、
先
に
見
た
条
項
は
、

レ
グ
ル
マ
ン
あ
る
い
は
開
発
者
の
命
令
へ
の
意
図
的
な
侵
害
が
、
そ
の
レ
グ

ル
マ
ン
あ
る
い
は
命
令
が
各
施
設
の
安
全
と
閃
係
し
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
校
物
質
の
保
識
あ
る
い
は
人
と
財
産
の
安
全
と
閥
係
L

な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
第
ハ
条
一
項
の
条
文
の
迫
川
を
許
す
も
の
で
あ
る
」
と
判
断
し
た
。
続
く
第
七
理
由
付
け
で
は
、
「
従
っ
て
、

が
対
象
と
す
る
一
般
利
益
の
目
的
を
守
る
た
め
に
必
要
な
拘
束
し
か
ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
行
使
に
も
た
ら
さ
ず
、
政
府
、
行
政
あ
る
い
は
開
発

者
の
た
め
に
、

ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
行
使
を
規
律
す
る
処
世
を
す
る
い
か
な
る
委
任
も
合
ん
で
い
な
い
こ
の
第
『
ハ
条
二
頃
は
、
憲
法
に
適
台
す

る
」
と
判
断
し
た
c

こ
う
し
て
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
法
律
の
第
ハ
条
二
項
が
、

ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
規
律
を
政
府
等
に
委
ね
て
い
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
合
憲
で
あ
る
と
刊
附
し
た
っ
こ
の
判
小
に
対
し
て
、

ブ
ア
ヴ
ォ
ル
!
の
干
に
な
る
一
九
八

O
年
の

R

D

P
解

況
は
、
憲
法
院
は
ス
ト
権
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
正
当
化
し
た
上
で
、
行
政
権
に
よ
る
命
令
権
の
行
使
の
一
連
の
条
件
と
限
界
を
、
立
法
芦

に
よ
っ
て
下
定
さ
れ
た
も
の
に
付
加
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
明
ら
か
に
強
化
さ
れ
た
も
の
に
す
る
中
立
化
解
釈
を
す
る
こ
と
で
、

町
J

一

そ
れ
ら
の
有
害
な
効
果
を
な
く
し
た
と
述
べ
て
い
る
〔

こ
こ
で
、
ま
た
中
立
化
解
釈
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
4
m
句
の

説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
ロ
憲
法
院
は
さ
ら
に
、
第
八
刑
判
由
付
け
に
お
い
て
、
「
た
と
え
本
条
に
よ
っ
て
対
象
と
さ
れ
た
法
人
が
、

そ
れ
ら

そ
オL

北法58(3-14;))1211



日見

の
協
約
と
矛
盾
す
る
す
べ
て
の
条
引
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
，
T
告
涌
一
知
や
賠
償
な
し
に
、
「
れ
政
的
非
同
の
撤
回
、
中
断
あ
る
い
は
破
棄
を
助
長

す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
条
項
は
、
間
備
作
業
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
問
題
の
法
人
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
法
律
、

4 

H附

レ
グ
ル
マ
ン
、
あ
る
い
は
法
の
一
般
原
則
に
よ
っ
て
彼
ら
に
認
め
ら
れ
て
い
る
防
禦
権
を
利
用
し
う
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
」
と
判
断
し
、
法

人
が
防
禦
権
を
享
受
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

7

7
ヴ
ォ
ル
ー
は
こ
の
判
示
に
対
し
て
、

憲
法
院
は
、
(
意
図
的
な
も
の
で
あ
れ
過
失

に
よ
る
も
の
で
あ
れ
)

そ
の
遺
漏
を
埋
め
る
も
の
で
あ
る
「
建
設
的
」
解
釈
に
よ
っ
て
、
不
十
分
な
テ
キ
ス
ト
を
修
正
し
た
と
桁
介
し
て
い

る
っ
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
律
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
の
占
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い
の
に
、
憲
法
院
は
、
「
法
人
は
、
一
般
原
則
の
通
用
に
よ
っ

て
、
自
然
人
と
同
等
の
保
障
を
有
す
る
」
と
立
法
者
に
述
べ
さ
せ
、
先
に
川
い
ら
れ
た
「
巾
立
化
」
解
釈
に
加
え
て
、
卜
で
記
し
た
よ
う
な

タ
イ
プ
の
、
無
効
を
回
避
し
う
る
も
の
で
あ
る
「
建
設
的
一
解
釈
に
没
頭
し
た
と
い
、
つ
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
建
設
的
解
釈
一
と
い
う

子
法
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
建
設
的
解
釈
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
定
義
は
ま
っ
た
く
な
く
、
た
だ
、
上
で
見
た
よ

う
な
解
釈
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
法
人
に
刈
し
て
、
自
然
人
と
同
じ
条
件
の
卜
で
防
禦
権
と
平
等
原
則
を
援
用
し
う
る
よ
う
に
し
た
の
は
、

基
本
権
刑
判
論
に
対
す
る
明
ら
か
な
脊
守
で
あ
る
こ
と
な
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
利
保
の
内
容
が
決
し
て
憲
法
院
の
い
い
っ
ぱ

な
し
の
も
の
で
は
な
く
、
法
的
に
窓
味
を
有
し
て
い
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
い
、
え
る
c

こ
苧
つ
し
て
、

一
九
七
九
午
の
川
政
で
山
て
き
た
「
指
令
的
な
」
解
釈
と
あ
わ
せ
る
と
、
古
典
的
な
二
分
頒
論
の
す
べ
て
の
要
素
が
、
こ
の

時
点
ま
で
に
山
揃
っ
た
こ
と
に
な
る
υ

こ
の
時
点
で
は
、
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
か
、
相
す
に
と
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
か
、
と
か
い
う
こ
と
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
時
点
ま
で
に
、

最
初
は
申
に
解
釈
明
保
付
き
判
決
ー
と
総
称
さ

い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と

ぶ

九
八
一
今
年
の
囚
臓
で
も
、
ブ
ァ
ヴ
ォ
ル
ー
が
、
解
釈
留
保
付
き
判
決
の
分
析
を
行
っ
て
い
る

u

そ
れ
に

戸
山
一

よ
る
と
、
指
令
的
解
釈
に
つ
い
て
、
既
に
同
有
化
に
関
す
る
一
つ
円
の
判
決
で
例
が
小
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
、

れ
て
い
た
も
の
が
、
ま
っ
た
く
同
貨
の
も
の
で
は
な
く
、

み
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
後

一
九
一
八
一
年
の
補
正

ItiJと58(3・146)1212



子
賞
法
律
に
閃
す
る
一
九
八
一
作
一
一
一
月
三

O
日
判
決
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
υ

そ
こ
で
は
、
「
本
法
の
泊
用
を
担

う
機
関
に
」
明
示
的
な
要
求
が
定
め
ら
れ
、
判
決
は
そ
れ
ら
の
機
関
に
対
し
て
、
「
い
か
な
る
罰
金
も
宣
言
さ
れ
な
い
こ
と
を
肱
悦
す
る
」

一口〕

よ
う
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た

J

同
様
に
、

E
X
A
へ
の
第
二
の
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
一
九
一
八
三
午
一
月
四
け
川
決
も
、
指
令
的
解
釈
の

例
と
し
て
有
益
に
援
用
さ
れ
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
そ
の
法
律
は
そ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
な
し
に
解
釈
さ
れ
え
な
い
一

考察は)

か
ら
で
あ
る
c

市

つ
ぎ
に
、
計
向
化
法
律
の
修
了
肌
に
関
す
る
法
律
に
対
す
る
一
九
八
二
年
七
月
一
一
一
回
判
決
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
は
、
と
り
わ
け
中
立

化
解
釈
の
技
術
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
憲
法
院
は
、
法
律
の
有
効
性
を
維
持
す
る
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
法

的
な
力
あ
る
い
は
効
果
を
そ
こ
か
ら
抜
き
去
り
、
か
く
し
て
政
府
が
、
計
剛
化
法
律
誕
を
提
示
し
、
計
画
化
法
律
は
一
汗
問
修
H
さ
れ
え
な

い
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
条
項
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
条
項
は
「
す
べ
て
の
法
的
効
果
を
祥
わ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
あ
と
で
、
「
し
た
が
っ

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

て
、
そ
れ
ら
の
虹
効
力
的
件
格
そ
の
も
の
を
理
由
と
し
て
、
憲
法
正
中
、
凪
ん
u
の
竹
一
百
を
す
る
理
山
が
な
い
」
と
穴
一
戸
し
た
の
で
あ
る
つ

こ
れ
ら
の
同
顧
に
お
い
て
も
、
そ
の
期
間
内
に
卜
さ
れ
た
す
べ
て
の
利
保
刊
き
判
決
が
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、

こ
の
凶
顧
に
お
い
て
、
建
設
的
、
指
令
的
、
中
立
化
に
よ
る
解
釈
と
い
う
枠
組
み
を
用
い
て
、
憲
法
院
の
留
保
付
き
判
決
を
分
析
す
る
こ
と

が
定
唱
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
c

こ
の
よ
う
な
流
れ
を
、
つ
け
て
、
憲
法
院
に
よ
る
解
釈
併
保
利
き
判
決
が
さ
ら
に
蓄
積
さ
れ
て

き
た
一
九
八
六
年
に

ブ

ア

ヴ

4
ル
ー
や
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
、
解
釈
留
保
そ
の
も
の
に
君
目
し
た
議
論
を
民
同
し
、
か
く
し
て
、
解
釈
留
保
の

一
一
分
類
論
の
雛
形
が
山
刊
米
上
が
つ
一
て
い
く
の
で
あ
る
つ
次
頃
で
は
、
こ
れ
ら
の
論
文
に
よ
る
分
類
論
の
岐
川
聞
を
見
る
こ
と
に
す
る
υ

第

」買

古
典
的
な
解
釈
留
保
の
分
類
、
論

北法58(3-147)1213



日見

R

D

P
誌
卜
で
解
釈
留
保
付
き
判
決
に
関
す
る
評
釈
が
は
じ
め
て
な
さ
れ
て
か
ら
、
憲
法
院
が
留
保
付
き
判
決
を

先
に
見
た
よ
う
に
、

山

L
続
け
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
途
絶
え
る
こ
と
な
し
に
、
留
保
付
き
判
決
は
紹
介
さ
れ
続
け
て
き
た
υ

4 

H附

そ
し
て
そ
れ
ら
の
留
保
付
き
同
決
の
持
つ
性
格
に
つ
い
て
、
分
析
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
巾
で
、

R

D

P
の
憲
法
院
判
決
の
解
説
を
担
心
し
て
き
た
7
7
ヴ
ォ
ル
ー
に
よ
っ
て
、

一
九
八
六
年
に

相
次
い
で
解
釈
留
保
の
分
類
、
論
に
触
れ
た
論

ー
止
が
公
表
さ
れ
た
c

こ
こ
で
は

九
八
六
干
の

R

D

P
に
お
い
て

」
、
同

U
目
。
『
、
「
円

G
Z山
↓
「
↓
円
↓
、
「
『

C
Z
/
1伺
戸
』
同
↓
月
-
印
可
百
円
「
コ
同

Z
↓
-
同
『

(ロ

5
2
5
∞ω

同

E
E
H
U
E
-
と
題
し
、
同
期
間
に
お
け
る
憲
法
院
判
決
を
ま
と
め
て
判
顕
し
た
論
『
止
を
ま
ず
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
υ

こ
の
期
間
内
に
下
き
れ
た
解
釈
留
保
付
き
判
決
は
令
部
で
一
口
件
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
こ
の
回
顧
の
巾
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

な
お

フ
ァ
ヴ
ォ
ル
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
期
間
内
に
下
さ
れ
た
判
決
は
全
部
で
六
ハ
刊
、
、
っ
ち
一
二
八
件
が
議
員
団
の
付
託
に
よ
る
も
の
、

。
件
が
義
務
的
判
託
、

一
件
で
あ
っ
た
コ
解
釈
留
保
引
き
判
決
に
つ
い
て
は
、
「
D

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
憲
法
院
が
、
問
題
に
な
っ
た
法
律
を
、

憲
法
に
適
合
す
る
よ
う
に
す
る
方
法
で
解
釈
す
る
こ
と
か
ら
な
る
技
術
を

一
十
九
件
が
憲
法
一
一
今
じ
条
二
項
に
よ
る
も
の
、
そ
の
ほ
か
憲
法
石
山
条
に
よ
る
も
の
と
憲
法
五
九
条
に
よ
る
も
の
が
各

干
続
き
と
技
術
」

の
、
「
一

解
釈
の
技
術
」
と
題
さ
れ
た
部
分
で
論
じ
ら
れ

発
展
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
ぞ
れ
は
、
非
情
に
頻
繁
に
証
効
を
宣
言
し
、
与
党
と
政
府
を
困
難
に
泣
い
込
む
こ
と
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
と
き

「
内

一

れ
て
い
る
c

解
釈
留
保
が
、
ト
八
H

旦
の
違
憲
判
決
に
よ
る
政
府
与
党
と
の
摩
擦
を
回
避
す
る
た
め
の
手
法
と
し
て
位
聞
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
よ
く
わ
か
る
コ
そ
し
て
解
釈
科
保
が
、
「
豊
富
で
、
し
だ
い
に
多
様
化
」
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
一
つ
の
タ
イ
プ
の
解
釈
の
聞
で
、

分
け
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
ー
と
し
て
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
、

ブ
ァ
ヴ
ィ
ル
ー
に
よ
る
山
内
保
の
士
門
典
的
一
一
分
類
論
が
登
均
す
る
の
で
あ
る
内

川
公
ド
l

、

l
 

そ
れ
を
検
討
す
る
c

ブ
ア
ヴ
ォ
ル
ー
に
よ
っ
て
こ
こ
で
検
討
さ
れ
る
一
つ
の
タ
イ
プ
と
は
、
建
設
的
解
釈
制
保
の
↑
で
の
合
憲
判
決
、
巾
立
化
解
釈
留
保
の
下

で
の
ん
什
憲
判
決
、
そ
し
て
指
令
的
解
釈
留
保
の
卜
で
の
合
憲
判
決
の
二
つ
で
あ
る
ロ
順
に
み
て
い
く
コ

ItiJと58(3・148)1214



ま
ず
、
建
設
的
解
釈
留
保
の
下
で
の
合
憲
判
決
で
あ
る
c

こ
こ
で
フ
ァ
ヴ
ォ
ル

l
は
、
そ
れ
を
定
義
す
る
こ
と
な
く
、
本
州
開
聞
が
対
象
と

し
て
い
る
期
間
に
下
さ
れ
た
判
決
の
巾
に
、
建
設
的
解
釈
留
保
付
き
の
判
決
が
見
ら
れ
る
と
し
て
、
実
例
を
あ
げ
て
い
る
υ

例
と
し
て
と
り

あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
余
融
機
関
の
活
動
と
統
制
に
関
す
る
法
律
に
対
す
る
九
八
川
午
一
月
九
け
同
決
で
あ
る
。
本
判
決
で
は
、
複
数

の
解
釈
留
保
が
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

7

7
ヴ
ォ
ル
ー
は
そ
の
う
ち
一
つ
を
と
り
あ
げ
て
、
建
設
的
解
釈
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
第

考察は)

一
の
留
保
は
、
次
の
判
示
で
あ
る
れ
本
法
第
八
条
は
、
次
の
よ
う
に
ハ
止
め
て
い
た
。

第
八
条

①
以
下
の
も
の
に
は
本
法
の
適
用
が
な
い
。
国
庫
、

フ
ラ
ン
ス
銀
行
、
郵
便
金
融
局
、
海
外
県
の
発
券
機
関
、
海
外
の
発
引
が
機

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

関
そ
し
て
預
託
供
託
金
庫
。

必
一
こ
れ
ら
の
機
閃
は
、
銀
行
を
規
律
す
る
法
律
と
レ
グ
ル
マ
、
〆
の
条
項
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
て
い
る
銀
打
の
活
動
を
打
、
つ
こ
と
が
で
き
る
の

市
銀
行
規
制
委
員
会
の
命
令
は
、
必
要
な
適
合
化
の
科
保
と
、

コ
ン
セ

f
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
諸
条
件
の
卜
で
、

部
促
金
融
け
岡
、
預
託
供
託
金
庫
と
、
特
別
の
恭
余
の
預
託
役
務
を
保
証
し
て
い
る
国
庫
収
入
役
に
も
拡
大
さ
れ
う
る
。

」
れ
に
刈
し
憲
法
院
は
第

一
九
理
山
利
け
で
、
「
本
法
第
八
条
一
今
頃
に
よ
り
、
預
託
供
託
金
庫
、
郵
便
金
融
局
、
特
別
の
基
金
の
預
託
役

務
を
保
証
し
て
い
る
同
庫
収
入
役
は
、
必
要
な
適
合
化
の
併
保
と
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
諸
条
件
の
下
で
、

金
融
機
関
と
同
じ
条
件
に
お
い
て
銀
行
の
れ
動
を
行
、
っ
と
き
に
、
銀
行
規
制
委
員
会
に
よ
っ
て
ハ
ぶ
め
ら
れ
た
規
範
に
従
い
う
る
。

い
か
な
る

特
別
の
附
害
物
も
刻
医
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
に
は
、
銀
行
の
活
動
一
般
を
統
的
規
制
に
従
わ
せ
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
本
法

の
こ
の
条
項
は
、
銀
訂
規
制
委
員
会
が
、

上
で
述
べ
ら
れ
た
金
融
機
関
に
対
し
て
山
止
め
る
規
範
に
つ
い
て
、
そ
の
好
み
で
、
規
範
を
拡
大
し

て
述
べ
た
り
述
、
へ
な
か
っ
た
り
す
る
権
限
を
そ
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
は
な
く
、
単
に
、
そ
の
よ
う
な
拡
大
に
必
要
な
条
件
の
存
存
を
催
認
す

北法58(3-14:>)1215



日見

ブ
ア
ヴ
ォ
ル

l
は
、
「
こ
の

明
権
化
は
、
法
律
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
の
渋
律
は
以
後
、
こ
の
留
保
を
考
慮
に
入
れ
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

る
た
め
の
配
慮
を
委
ね
た
だ
け
で
あ
る
」
と
判
断
し
、
委
員
会
の
権
限
を
限
定
し
た
の
こ
の
判
示
に
対
し
て
、

4 

H附

の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

第
一
の
例
は
、
本
法
第
一
八
条
二
項
に
対
す
る
判
示
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。

第
一
八
条

一
司
令
融
会
社
と
特
別
の
金
融
機
関
と
は
、
銀
行
規
制
委
員
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
で
、
付
随
的
な
資
格
で
許
き

れ
た
場
合
を
除
き
、

覧
払
い
あ
る
い
は
一
年
以
下
の
期
間
で
、
基
人
市
を
受
け
る
権
力
を
長
月

J

き
れ
え
な
い
っ

こ
れ
に
つ
い
て
憲
法
院
は
第
一
一
瑚
山
刊
け
で
、
「
本
法
第
一
八
条
二
項
は
、
金
融
会
社
と
特
別
の
金
融
機
関
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
機

関
が
、
銀
行
規
制
委
員
会
に
よ
っ
て
疋
め
ら
れ
た
条
刊
の
下
で
、
山
川
随
的
な
資
防
相
で
こ
の
よ
う
な
活
動
を
行
う
こ
と
が
引
さ
れ
う
る
と
'
疋
め

る
こ
と
で
、
覧
払
い
あ
る
い
は
一
汗
以
下
の
期
間
で
大
衆
か
ら
の
募
金
を
受
け
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
こ
の
よ
う
な
禁
什
を
が
す
こ
と
で
、

そ
し
て
閥
係
す
る
活
動
が
付
随
的
性
格
を
ぶ
す
と
い
う
条
件
に
そ
の
例
外
を
従
わ
せ
る
こ
と
で
、
本
法
は
そ
の
適
川
領
域
を
定
め
て
お
り
、

そ
し
て
こ
れ
ら
の
規
範
の
適
川
を
保
障
す
る
桁
置
し
か
、
銀
行
規
制
委
員
会
に
任
せ
て
い
な
い
」
と
判
断
し
た
c

こ
れ
に
よ
り
、
銀
行
規
制

委
員
会
の
梓
限
を
限
定
し
た
コ
フ
ア
ヴ
ォ
ル
ー
は
こ
の
判
ー
小
に
つ
い
て
も
、
上
で
見
た
第
一
の
も
の
と
同
憾
で
あ
る
と
だ
け
指
摘
し
て
い
る
-

建
設
的
解
釈
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
明
確
な
定
義
と
し
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
結
局
、
「
こ
の

則
締
化
は
、
法
律
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
の
法
律
は
以
後
、
こ
の
留
保
を
考
慮
に
入
れ
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
一

と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

n

何
で
あ
れ
、
法
律
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
存
在
し
て
い
な
い
『
止
二
口
な
り
条
件
な
り
を
、
新
た
に
追

加
し
て
明
確
化
す
る
も
の
が
、
建
設
的
解
釈
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
ロ

ItiJと58(3・I日))1216 



次
に
、
中
立
化
解
釈
留
保
の
下
で
の
合
憲
判
決
で
あ
る
c

こ
れ
も
、
特
に
定
義
を
示
す
こ
と
な
く
、
例
と
な
る
判
決
と
し
て
、
ま
ず
八
ム
部

戸
山
~

門
の
民
主
化
に
関
す
る
一
九
八
一
年
七
月
一
九
・
一

O
日
判
決
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
木
判
決
も
、
禄
数
の
留
保
が
付
さ
れ
た
判
決
で
あ

る

が

フ
ァ
ヴ
ォ
ル
ー
は
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
本
法
第
二
一
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た

J

考察は)

第

条

①
賃
労
働
者
の
代
表
の
お
こ
な
う
、
取
締
役
会
あ
る
い
は
肢
査
役
会
の
峨
は
、
そ
の
峨
の
行
使
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
費
用

を
企
業
に
よ
っ
て
償
還
さ
れ
る
均
台
を
別
と
し
て
、
知
給
で
あ
る
。

③
一
彼
ら
の
取
締
役
と
し
て
の
ふ
貝
任
が
問
題
と
き
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
、
彼
ら
の
臓
の
拡
償
性
を
考
慮
す
る
こ
と
で
一
計
仙
さ
れ
る

υ

、、
A

ご

し
3

カルムー

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

る
場
合
に
お
い
て
も
、
賃
労
働
者
代
表
の
取
締
役
ら
は
、
株
主
を
代
表
す
る
取
締
役
と
連
帯
し
て
責
任
が
あ
る
と
立
言
さ
れ
、
え
な
い
。

勿
一
彼
ら
の
常
資
役
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
責
任
が
問
題
と
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
彼
ら
の
職
の
無
給
牲
を
考
慮
し
て
許
何
さ
れ
る
c

刊
託
者
で
あ
る
代
議
十
団
ら
は
、
本
条
に
同
来
す
る
、
す
べ
て
の
責
任
の
抑
制
と
同
等
で
あ
る
こ
の
ふ
貝
任
の
緩
和
は
、
こ
れ
ら
の
労
働
者

代
表
取
締
役
に
対
し
て
、

そ
の
ほ
か
の
取
締
役
に
対
す
る
特
権
的
免
除
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、

き
れ
な
い
形
で
、
干
等
原
則
、
責
任
の
原
則
、
償
い
の
原
則
に
以
す
る
と
主
張
し
た
れ
憲
法
院
は
判
決
の
第
七
一
理
由
付
け
で
、
「
付
託
者

い
か
な
る

般
利
益
の
理
山
で
も
止
中
化

ら
の
不
満
に
反
し
て
、
本
法
第
二
一
条
は
、
賃
労
働
者
の
代
去
の
民
ポ
声
、
停
に
し
か
関
係
な
く
、
犯
罪
構
成
要
判
あ
る
い
は
刑
制
の
段
階
の

適
川
に
つ
い
て
、
別
示
的
な
卜
力
法
で
、
責
任
の
免
除
の
効
果
を
定
め
て
い
る
特
別
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
し
か
一
般
刑
法
か
ら
逃
れ
え
な
い

も
の
で
あ
る
、
彼
ら
の
刑
事
責
任
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
み
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
一
と
判
断
し
、
さ
ら
に
第
七
今
二
理
山
付
け
で
、
「
本

法
第
一
二
一
条
の
丈
言
に
由
来
す
る
免
責
は
、
明
ら
か
に
民
事
法
典
第

九
九

一
条
一
一
反
に
着
想
を
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
法
的
に
も
、
雫
実

の
卜
で
も
、
す
べ
て
の
直
停
を
廃
止
す
る
に
等
し
い
も
の
で
は
な
い
」
と
判
断
し
た
己
免
除
さ
れ
る
「
取
締
役
と
し
て
の
責
任
」
の
内
零
を
、

北法58(3 -151) 121 i 



日見

法
律
の
文
↓
一
門
か
ら
す
れ
ば
す
べ
て
の
免
責
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
事
責
任
に
限
定
し
た
も
の
と
し
て
、
中

立
化
解
釈
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

4 

H附

於

フ
ア
ヴ
」
フ
4

ル
ー
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
先
に
建
設
的
解
釈
の
と
こ
ろ
で
見
た
九
八
川
午
一
月
九
日
判
決
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
本
判

決
で
問
題
と
な
っ
た
法
律
の
第
二
三
条
は
次
の
よ
う
に
ど
め
て
い
た
。

第
一
一
一
一
条

①
銀
行
規
制
委
員
会
は
、
と
り
わ
け
以
「
の
こ
と
に
関
係
す
る
レ
ゲ
ル
マ
ン
を
山
止
め
る
。

1

金
融
機
関
の
資
本
領
と
、

そ
れ
ら
の
令
融
機
関
に
お
い
て
資
木
が
ひ
き
う
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
拡
大
さ
れ
う
る
条
件
内

こ
れ
に
対
し
て
、
銀
行
規
制
委
員
会
に
こ
の
よ
う
な
権
限
を
委
ね
る
こ
と
で
、
公
部
門
に
出
し
て
い
る
金
融
償
問
の
偶
発
的
な
民
例
化
を

決
定
す
る
梓
力
を
委
ね
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
立
法
者
は
公
部
門
か
ら
私
部
門
へ
の
財
産
椎
の
移
転
に
関
係
す
る
諸
規
範
を
定
め
る
た
め
の

排
他
的
権
限
を
法
律
に
守
え
て
い
る
憲
法
第
一
川
条
を
誤
解
し
た
、
と
、
土
張
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
憲
法
院
は
第
一
五
刑
判
由
付
け
で
、
「
銀

行

M
制
委
只
会
を
設
立
す
る
こ
と
で
、
立
法
者
は
、
そ
の
任
務
の
行
使
に
お
い
て
、
生
法
的
価
値
の
規
範
や
原
則
の
岨
J

重
か
ら
(
委
員
会
を
)

解
放
す
る
こ
と
を
欲
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
法
第
一
一
一
一
条
一
項
が
そ
の
委
員
会
に
対
し
て
、
山
川
資
が
金
融
機
関
に
お
い
て
な
さ

れ
、
拡
大
さ
れ
う
る
条
件
を
定
め
る
こ
と
を
授
権
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
公
部
門
か
ら
私
部
門
へ
の
企
業
財
産
の
移
転
を
支
配
す
る
法
的

枠
組
の
外
で
、
こ
の
よ
う
な
移
転
が
、
山
資
へ
の
参
加
の
規
制
に
よ
っ
て
許
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
え
な
い

は
、
付
託
者
ら
が
こ
の
条
文
に
割
り
当
て
た
よ
う
な
射
程
を
持
た
な
い
一
と
判
断
し
、
委
員
会
の
権
限
範
阿
を
限
f
疋
し
た
の
で
あ
ワ
た
c
ブ
ァ

ヘ川」

ヴ
ォ
ル
ー
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
一
九
八

4
年
予
算
法
律
に
関
す
る
一
九
八
四
年
二
一
月
二
九
日
判
決
と
、
ニ
ュ

l
カ
レ
ド
ニ
ア
の
充
展
に

川
明

関
す
る
法
律
に
対
す
る
一
九
八
五
年
八
月
八

H
判
決
を
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
υ

こ
の
中
立
化
解
釈
に
つ
い
て
も
、
定
義
ら
し
き
も
の
は

か
く
し
て
こ
の
条
r
止

ItiJと58(3・152)1218



ま
っ
た
く
注
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
判
決
か
、
り
す
る
に
、
法
律
の
あ
り
う
る
意
味
の
う
ち
、
違
憲
と

な
る
も
の
を
出
加
除
す
る
こ
と
で
そ
の
合
憲
性
を
確
保
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

最
後
に
、
指
令
的
解
釈
留
保
の
卜
で
の
合
憲
同
決
で
あ
る
。
こ
れ
も
特
に
ー
定
義
を
示
す
こ
と
な
く
、
こ
の
凶
顧
の
期
間
内
に
卜
さ
れ
た
指

ムμ
的
解
釈
刷
同
保
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
時
徴
的
な
の
は
、
指
令
的
解
釈
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
一
他
人
こ
と
の
整
剥
が
さ
れ
て
い
る
こ

考察は)

と
で
あ
り
、
技
刊
所
、
止
法
府
、
行
政
府
が
、
そ
の
名
宛
人
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
第
一
に
、
裁
判
所
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
先
に

ぽ
佃

一O
H判
決
で
付
さ
れ
た
留
保
の
ひ
と
つ
を
あ
げ
て
い
る
。

見
た
公
部
門
の
氏
王
化
に
関
す
る
法
律
に
対
す
る

九
八
一
十
七
月
一
九

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
法
律
の
第
一
一
一
条
は
、
労
働
法
典
第
条
に
言
及
さ
れ
た
公
施
設
と
企
業
に
適
用
し
う
る
新
た
な
条
項
を
、
労
働

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

社
広
典
第
川
二
二
二
条
と
し
て
追
加
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
新
四
一
一
一
三
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。

第

四

二

二

条

①
雇
用
者
は
、
企
業
内
の
代
表
的
組
合
組
織
と
の
、
労
働
組
合
格
の
行
伎
の
補
足
的
な
小
刀
法
の
父
渉
に
参
加
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ー
父
沙
は
、

U
下
の
諸
点
に
つ
い
て
も
た
ら
き
れ
る
。

5
組
ム
門
費
の
徴
収
を
存
易
に
し
、
つ
る
よ
う
な
諸
条
件
c

こ
れ
に
け
し
て
、
労
働
組
合
に
加
入
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
、
企
業
内
の
賃
労
働
者
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
を
組
合
組

織
に
許
し
た
も
の
で

九
凶
?
ハ
咋
憲
法

F

川
正
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
労
働
組
合
の
向
白
の
原
則
に
反
す
る
と
、
γ

工
張
さ
れ
た
っ
憲
法
院
は
第

八
石
川
崎
由
付
け
で
、
「
法
律
の
条
以
の
あ
る
、
地
用
に
お
い
て
、
憲
法
に
矛
府
す
る
常
用
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
、
法
律
の

進
患
を
理
か
な
い
〈
本
件
で
批
判
さ
れ
て
い
る
条
『
止
は
、
法
的
に
も
事
実
の
上
で
も
、
直
長
に
で
あ
れ
問
按
に
で
あ
れ
、
企
業
内
の
賃
労
働

者
に
対
し
て
ひ
と
つ
の
組
合
に
加
入
し
、
ま
た
は
そ
の
加
入
を
維
持
す
る
こ
と
が
課
さ
れ
る
こ
と
を
許
し
え
な
い
コ
こ
の
よ
う
な
結
呆
を
導

北法58(3-15:;)1219



日見

く
傾
向
に
あ
る
す
べ
て
の
条
項
に
署
名
す
る
こ
と
を
花
百
す
る
こ
と
は
、
関
係
す
る
企
業
の
絞
営
陣
に
、

そ
し
て
万
一
の
場
合
に
、
そ
の
証

4 

H附

効
を
述
べ
、
あ
る
い
は
適
川
を
禁
じ
る
こ
と
は
、
権
限
あ
る
裁
判
権
に
属
す
る
」
と
判
断

L
、
さ
ら
に
八
六
理
由
付
け
で
、
「
こ
れ
ら
の
所

見
を
享
受
す
る
卜
で
、
こ
の
ギ
張
は
支
持
さ
れ
え
な
い
」
と
同
附
し
た

J

フ
ア
ヴ
ォ
ル

I
は
、
こ
の
第
八
有
理
山
刊
け
に
お
い
て
、
憲
法
院

あイ曲が
げし裁
らて判
れい権
てるに
い C 対

るこし
。ので

ほ
か賃

ムソ

百|働
画苫
的 lこ
閉);.)
乏ふ じ

りて
原伊
~Ij定

Z議
{へ
疋三
じの
j示加

市与
一

品空
すよ
る

条
法 γ刊

号Z
L 証

型効
q 、

るあ

九る
し、

んは
そム 適
子同
L の
灯然

予告
日宵
判で三
決 11<';じ
もて
例い
とる
しと
て言「

次
に
、
山
法
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
指
令
的
解
釈
の
例
と
し
て
、

必
¥

一
九
一
八
一
一
年
一
一
月
一
九
日
判
決
を
あ
げ
、

そ
の
第
一
九
型
山
刊

け
に
お
い
て
、
批
判
さ
れ
た
法
律
を
憲
法
に
適
合
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

そ
れ
を
補
完
せ
ね
ば
な
ら
な
い
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
と
許

悩
し
て
い
る
c

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
通
怖
い
う
志
味
で
の
解
釈
山
間
保
で
は
な
く
、

一
部
違
憲
判
決
に
お
い
て
、
山
荘
恵
理
山
を
詳
細
に
述

べ
る
こ
と
で
、
当
該
部
分
を
修
正
す
る
法
律
の
内
行
を
ポ
実
卜
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
コ
法
律
に
対
す
る
違
憲
判
断
を
回
避
し
、
政
府
・
与

7
ァ
ヴ
J
Z

ル
!
の
解
釈
利
保
の
ど
義
か
、
り
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
一
部
違
憲

党
の
試
み
を
阻
止
し
す
ぎ
な
い
こ
と
を
付
能
に
す
る
と
い
う
、

判
決
を
こ
こ
で
倣
う
の
は
適
当
で
は
な
い
仁
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
こ
の
判
決
に
つ
い
て
特
に
検
討
す
る
こ
と
は
せ
ず
、

た
だ
、
こ
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
〔

最
後
に
、
法
律
の
適
用
を
担
う
行
政
権
に
対
し
て
む
け
ら
れ
た
指
令
的
解
釈
と
し
て
、
プ
レ
ス
企
業
の
集
巾
化
を
制
限
し
、
そ
の
財
政
の

一
山
内
)

九
八
川
年
一
(
り
月

O
H
刈
決
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
υ

フ
ァ

透
明
性
と
多
元
干
義
を
碓
保
す
る
こ
と
を
同
的
ー
と
す
る
法
律
に
対
す
る
、

ヴ
ォ
ル
ー
は
そ
こ
で
、
憲
法
院
に
よ
っ
て
守
え
ら
れ
た
指
令
に
従
っ
て
、
プ
レ
ス
の
所
有
あ
る
い
は
主
配
の
領
域
で
の
特
f
疋
の

「
上
限
一
を

計
符
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
た
、

と
述
べ
て
い
る
】
本
判
決
は
、
多
く
の
山
間
保
が
付
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
が
、
具
、
体
的
に
ど
の
山
間
保
を
さ
し

て
い
る
の
か
、
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
な
記
述
は
な
い
コ

ItiJと58(3・154)1220



こ
の
ほ
か
、
先
に
見
た
引
面
的
開
発
の
原
則
の
決
定
と
、
叫
川
に
関
す
る
法
律
に
対
す
る
、

-m一

九
八

4
年
七
月
一
七
日
の
判
決
を
あ
げ
て

い
る
。
木
刊
で
問
題
と
な
っ
た
法
律
の
第
二
二
条
は
、
都
市
計
山
法
興
に
、
以
ド
t

の
よ
う
に
定
め
る

一
烹
二
条
を
折
入
し
て
い
た
υ

一

五

一

条

①
岡
市
会
は
、
貸
成
さ
れ
た
土
地
占
有
社
両
を
与
え
ら
れ
た
コ
ミ
ユ

l
ン
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
県
に
お
け
る
国
家

考察は)

の
代
表
者
は
、
県
会
の
要
請
に
応
じ
、
あ
る
い
は
そ
の
助
言
の
あ
と
で
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
、
決
議
あ
る
い
は
理
山
付
け
ら
れ
た

決
定
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
確
定
し
た
地
域
内
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
意
凶
的
な
分
剖
を
、
事
前
の
'
目
白
に
し
た
が
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
υ

③
一
前
川
引
の
条
項
は
、
風
景
、
止
態
系
と
景
観
の
資
格
付
け
を
理
山
と
し
て
、
特
別
な
保
一
謎
を
必
要
と
し
て
い
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

コ
ミ
ュ

l
ン
の
一
部
に
適
川
さ
れ
、
つ
る
。

③
第
一
項
で
予
定
さ
れ
た
宣
言
は
、
山
町
村
役
場
に
伝
え
ら
れ
る
。
場
ム
門
に
よ
り
、
市
長
あ
る
い
は
県
に
お
け
る
国
家
の
代
表
苫
は
、
役

所
が
そ
の
宣
一
円
を
受
領
し
た
円
か
ら
二
ヶ
月
以
内
に
、
も
し
そ
れ
が
そ
の
重
要
性
の
ゆ
え
に
、

そ
の
自
然
の
件
格
に
涼
刻
な
れ
撃
を
守
え

る
余
地
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
分
割
に
以
対
す
る
こ
と
が
で
き
る

J

憲
法
院
は
判
決
の
第
一
心
理
同
付
け
で
、
「
都
山
計
州
法
山
〈

一
五
一
条
は
、

そ
の
風
氏
、
生
態
系
、
そ
し
て
景
観
の
質
を
坪
山

一
定
の
一
分
割
宣
言
を
規
制
す
る
と
い
う

と
し
て
特
別
の
保
設
が
必
要
な
コ
ミ
ユ

1
ン
の
部
一
分
の
み
に
そ
の
制
度
枠
組
を
制
限
す
る
こ
と
で
、

行
政
権
に
守
え
ら
れ
た
権
力
を
別
ら
か
に
し
て
い
る
つ
さ
ら
に
、
行
政
権
は
、
そ
の
重
要
性
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
導
く
1
地
分
別
や
作
業
が
、

景
観
の
川
口
や
生
態
系
の
維
持
に
彫
響
す
る
場
合
に
し
か
、
分
割
に
反
対
し
え
な
い
仁
か
く
し
て
、
保
護
地
域
を
定
め
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の

地
域
内
に
伶
回
向
す
る
財
産
の
分
別
に
反
対
す
る
た
め
の
裁
量
的
権
限
を
白
出
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
遠
く
、
訂
政
は
、
権
限
除
越
の
裁
判
円
の

統
制
の
卜
で
、
法
律
に
よ
っ
て

l
分
な
明
確
さ
を
も
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
般
利
益
の

U
的
を
参
問
さ
せ
て
い
る
理
山
付
け
に
そ
れ
ら
の

北法58(3-15;))1221



日見

決
定
を
立
脚
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
判
断
し
、
行
政
の
権
限
を
制
限
し
た
υ

こ
う
し
て
、
本
条
第
二
頃
に
お
け
る
以
対
の
場
ム
門
を
、
そ
こ

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
官
に
よ
る
統
制
を
明
ら
か
に
し
た
留
保
が
付
さ
れ
た
。
ブ
ァ
ヴ
ォ
ル
ー
は
こ
れ
も
、

4 

H附

行
政
に
対
す
る
指
令
的
な
留
保
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る

J

フ
ァ
ヴ
ォ
ル
ー
が
唱
え
た
、
解
釈
留
保
の
古
典
的
な
二
分
類
論
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
特
定
の
期
間
の
憲
法
院

判
決
の
回
顧
と
い
う
論
『
止
の
性
格
も
あ
っ
て
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
留
保
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
定
義
す
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
、

そ
の
期
間
内
に
卜
さ
れ
た
判
決
の
中
か
ら
、
そ
れ
に
該
ψ
ー
す
る
も
の
を
列
ば
で
し
た
と
い
う
観
が
丘
め
な
い
。
そ
の
一
八
を
埋
め
る
の
が
、
同
じ

く
フ
ァ
ヴ
ォ
ル
ー
に
よ
っ
て
こ
の
す
ぐ
後
に
発
表
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
υ

次
に
、
そ
れ
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
内

先
に
見
て
き
た

R

D

?
の
論
文
と
同
じ
一
九
八
六
年
の
川
際
比
較
法
雑
誌

(
R
I
D
C
)
で、

(
附

号

2
5
2
z
gロ
E
一-taa
と
越
し
、
憲
法
院
判
決
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
l

ハ
一
九
頁
以
下
の
、
「

E

憲
法
院
の
判
決
の
型
」
と
し
た
市
で
、

憲
法
院
判
決
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
を
概
観
し
、
次
の
川
つ
の
も
の
を
あ
げ
て
い
る
ロ
ま
ず
、
資
格
付
け
ま
た
は
資
格
剥
奪
の
判

フ
ァ
ヴ
イ
ル

l
は

戸
品
。

2
2
Cロ

決
と
い
う
の
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

憲
法
第
一
七
条
一
項
に
よ
る
も
の
で
、
政
府
が
、
命
令
の
性
格
の
内
存
を
含
ん
で
い
る
と
、
土
張
す

る
法
律
形
式
の
テ
キ
ス
ト
を
、
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
修
正
な
い
し
廃
什
す
る
た
め
に
起
こ
す
訴
え
で
あ
る
c

続
い
て
無
効
判
決
を
あ
げ
て
い
る
仁

こ
れ
は
、
全
部
魁
効
と
部
魁
効
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
単
純
な
柁
否
判
決
を
あ
げ
て
い
る
c

こ
れ
に
は
、
訴
え
の
不
受
叫
の
場

合
と
、
法
律
の
合
憲
の
場
合
と
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
川
に
、
科
保
の
ド
で
の
合
憲
判
決
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
υ

フ
ア
ヴ
ォ
ル

1

は
こ
こ
で
、
「
留
保
の
下
で
の
合
憲
判
決
と
は
、
相
T

市
川
判
決
で
あ
る
が
、

し
か
し
、

そ
の
意
見

(c
一E
2
5
5
ロ
)
が
、
法
律
の
合
憲
性
を
条

打
付
け
る
、
留
保
を
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
c

こ
れ
ら
の
間
決
は
、
』
無
効
判
決
に
な
り
う
べ
き
も
の
で
あ
る
c

し
か
し
、
憲
法
院
は
よ
り

矧
繁
に
、

そ
し
て
ド
イ
ツ
キ
イ
タ
リ
ア
の
同
僚
が
そ
う
す
る
よ
う
に
、
攻
撃
さ
れ
た
条
羽
を
、
建
設
的
(
の
O
ロ
己

2
の
=
2
)
、
中
古
化

川、

な
解
釈
に
よ
っ
て
、
憲
法
に
、
凪
合
す
る
と
判
決
す
る
ほ
う
を
む
む
の
で
あ
る
」
と
述

5
2
F
E
E
E
Z
)
、
あ
る
い
は
指
令
的

(
E
E
E
2
)
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べ
、
違
憲
征
効
を
川
避
す
る
た
め
に
留
保
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
ト
イ

y
や
イ
タ
リ
ア
と
い
っ
た
、
集
中
型
の
違
憲
審

十
世
制
を
採
川
す
る
ほ
か
の
諸
川
と
同
様
の
傾
向
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
利
保
に
は
三
つ
の
種
類
が
あ
る
こ
と
、
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

留
保
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

第
一
に
、
建
設
的
留
保
の
い
で
の
台
憲
判
決
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
解
釈
の
口
実
の
い
に
、
そ
の
法
律
を
台
憲
と
す
る
た
め
に
欠
け
て
い

考察は)

る
も
の
を
、
憲
法
裁
判
行
が
テ
キ
ス
ト
に
追
加
す
る
も
の
で
あ
る
「
そ
の
例
と
し
て
、
公
務
員
採
用
試
験
に
悶
す
る
一
九
七
六
年
七
月
五

約
三

日
判
決
に
お
い
て
、
試
験
(H
が
候
補
者
の
書
類
を
参
回
日
す
る
権
利
は
、

(
も
し
参
聞
け
す
る
の
で
あ
れ
ば
)

す
べ
て
の
候
補
者
の
書
類
、
を
参
問
、

〔

m-

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
で
あ
る
と
し
た
判
示
、
安
全
と
自
問
に
関
す
る
一
九
一
八
一
午
一
月
九
・
一
心
円
判
決
に
お
い
て
、

省
察
署

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

に
身
um碓
保
さ
れ
た
人
が
検
雫
(
ロ

3
2
R
2
「)

に
連
絡
を
す
る
能
力
を
、
検
事
に
提
訴
す
る
権
利
と
し
た
判
示
、
枇
官
察
留
置
の
一
川
一
時
間

の
延
長
の
場
合
、
決
定
を
す
る
司
法
4

円
は
、
あ
‘
ら
り
か
じ
め
用
音

一
m)

ス
ト
に
記
さ
れ
て
い
な
い
義
務
で
あ
る
と
さ
れ
た
判
示
、
金
融
機
関
の
活
動
と
白
山
に
関
す
る
一
九
八
凶
年
一
月
一

O
円
判
決
に
お
い
て
、

銀
行
規
制
委
員
会
は
、
そ
の
拡
大
に
必
姿
な
条
件
の
存
在
を
確
認
す
る
権
限
し
か
有
さ
な
い
と
し
た
判
ボ
、
と
い
っ
た
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
最
後
の
則
締
化
は
、
法
律
テ
キ
ス
ト
の
中
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
テ
キ
ス
ト
が
以
後
、
留
保
を
考
粛
す
る
こ
と
で
解
釈
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
c

第
一
に
、
中
立
化
情
保
の
下
で
の
合
憲
判
決
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
あ
る
条
項
の
右
吾
な
効
果
を
除
去
す
る
効
果
を
右
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
白
米
す
る
と
思
わ
れ
る
意
味
を
布
さ
な
い
と
伴
一
認
す
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
法
的
効
果
を
有
き
な
い

九
七
九
汗
七
月
一
ム
円
判
決
に
お
い
て
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
放
送
の
八
ム
役
務
に
お

と
確
認
す
る
こ
と
で
な
さ
れ
る
c

そ
の
例
と
し
て
、

け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
の
場
合
に
、
立
法
苫
が
「
労
働
者
を

J
Z
E
2
コ

(
後
用
)
す
る
」
と
い
う
↓
一
円
葉
を
用
い
た
と
し
て
も
、
議
会
で
の
議
論

と
、
そ
こ
で
丈
化
通
伝
大
臣
に
よ
コ
て
な
さ
れ
た
竹
一
戸
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
、

九
4
九
年
一
月
ハ
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
干
、
そ
の

北法58(3 -157) 1223 



日見

ほ
か
の
徴
川
権
に
閃
す
る
テ
キ
ス
ト
に
山
来
す
る
よ
う
な
徴
川
権
に
準
拠
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
た
判
示
、

一
閣
)

O
日
判
決
に
お
い
て
、
「
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
賃
労
働
者
代
表
の
取
締
役
ら
は
、
松
下
を
代
表
す
る
取
材
役
と
連
仏
し
て
責
任
が

そ
れ
は
、
「
賃
労
働
者
の
代
表
の
民
事
責
任
に
し
か
関
係
な
く
、
犯
罪

一
九
八
三
年
七
月
一
九

4 

H附

あ
る
と
宣
百
さ
れ
え
な
い
」
と
法
律
が
定
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、

構
成
要
什
あ
る
い
は
刑
罰
の
段
階
の
辿
用
に
つ
い
て
、
明
示
的
な
方
法
で
、
責
任
の
免
除
の
効
果
を
定
め
て
い
る
粘
別
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
ワ

で
し
か
一
般
刑
法
か
ら
遮
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
、
彼
ら
の
刑
事
責
粁
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
み
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
」
と
し
た

町

一
九
八
四
年
月
一
一

O
H
判
決
に
お
い
て
、
法
律
で
は
銀
行
規
制
委
員
会
に
対
し
て
余
融
機
関
の
資
本
せ
に
関
す
る
レ
グ
ル
マ
ン

判
示
、

を
定
め
る
こ
と
を
委
ね
て
い
た
が
、

そ
れ
は
、
公
部
門
か
ら
私
部
門
へ
の
企
業
財
産
の
移
転
を
1
4
配
す
る
法
的
枠
組
の
外
で
、
こ
の
よ
う
な

r

明

一
九
八
四
年
一
月
一
九
日
判
決
に
お

移
転
が
、
間
資
へ
の
参
加
の
規
制
に
よ
ヲ
て
許
し
、
つ
る
と
い
う
こ
と
を
立
味
し
え
な
い
と
し
た
判
ボ
、

い
て
、
税
務
上
の
利
訴
は
、
大
臣
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
企
業
等
に
し
か
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
規
定
は
、
大
臣
に
対
し
て
、
税
務
卜
の
利

益
の
適
用
領
域
を
決
定
す
る
一
般
的
権
限
を
委
ね
た
も
の
で
は
な
く
、
事
案
ご
と
に
、
個
別
の
ト
刀
法
に
よ
コ
て
表
現
さ
れ
る
許
怖
の
権
限
を

一
調
)

九
八
五
汗
八
月
八
円
判
決
に
お
い
て
、

与
え
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
判
-
小
、

ニ
ュ

l
カ
レ
ト
ニ
ア
の
住
人
に
、
独
立
の
達
成
か
フ
ラ
ン

ス
と
の
連
合

(
5
2
2
5
0ロ
)

か
を
述
べ
る
よ
う
求
め
る
こ
と
で
、
こ
の
法
律
は
、
通
協
の
内
併
を
合
む
こ
と
な
し
に
立
思
の
宣
ヲ
定
地
べ

る
と
こ
ろ
に
限
定
さ
れ
る
と
し
た
判
示
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の

第
二
に
、
指
令
的
解
釈
留
保
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
留
保
の
卜
で
合
憲
を
宣
言
さ
れ
た
法
律
を
適
用
す
る
も
の
、

と
り
わ
け
裁
判
所
に

対
し
て
、
力
イ
ド
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
を
困
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
ー
と
し
て
い
る
つ
そ
の
例
と
し
て
、

r

明
J

判
決
に
お
い
て
、
身
元
統
制
の
分
野
で
取
ら
れ
た
慎
重
さ
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
ら
の
全
而
的
な
尊
重
を
監
伺
す
る
こ
と
は
、
司
法
権
と
行
政

一
九
八

O
年
一
月
一
九
・
二

C
日

権
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
同
係
に
、
万
一
の
場
合
に
は
、
認
識
さ
れ
た
進
法
性
に
つ
き
魁
効
に
し
、
抑
制
す
る
権
限
が
あ
る
裁
判
所
に
属
す

一
日
判
決
に
お
い
て
、
問
題
と
な
っ
た
法
律
が
、
補
悩
金
の
一
計
怖
を
組
、
っ
行

る
」
と
し
た
判
示
、
固
有
化
に
関
す
る
一
九
八
一
年
一
月

ItiJと58(3・158)1224



政
委
員
会
に
対
し
従
う
手
続
き
を
定
め
る
こ
と
を
一
認
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
「
た
と
え
ば
、
客
観
的
な
絞
済
的
財
政
的
特
徴
か
ら
、
山
場

で
評
価
を
さ
れ
て
い
な
い
銀
行
に
最
も
按
近
す
る
よ
う
な
相
場
を
つ
け
ら
れ
た
銀
行
の
そ
れ
に
、
計
貧
さ
れ
た
報
告
を
組
み
合
わ
せ
、
考
慮

し
、
そ
し
て
そ
れ
に
必
要
な
修
正
を
施
す
こ
と
は
、
委
員
会
に
属
す
る
」
と
し
た
判
析
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
つ
ブ
ア
ヴ
ォ
ル
ー
は
こ
の
ほ
か
、

裁
判
円
権
や
?
げ
法
権
に
対
し
て
も
指
令
が
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
と
ー
り
あ
げ
な
い
「

考察は)

小
折
!
初
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
議
論
と
、

円
本
に
お
け
る
議
論
と
の
関
係

第
川
門
節

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

以
上
本
市
で
は
、
円
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
研
究
、
と
り
わ
け
解
釈
留
保
に
つ
い
て
扱
っ
た
品
研
究
と
、

そ
し
て

R

D

P
を
中

心
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
解
釈
留
保
に
対
す
る
扱
い
を
概
飢
し
て
き
だ
仁

フ
ラ
ン
ス
で
の
設
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
当
初
は
、

憲
法
院
判
決
白
休
が
附
祝
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
憲
法
院
に
よ
る
審
査
活
動
が
活

発
化
す
る
に
つ
れ
て
徐
々
に
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
中
で
、

憲
法
院
判
決
が
定
期
的
に
一
叶
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
す

ぐ
に
、
解
釈
留
保
の
手
法
に
対
す
る
一
百
及
が
な
さ
れ
た
こ
と
、

八
口
年
代
初
め
こ
ろ
に
は
、
分
類
論
の
萌
芽
と
も
い
え
る
も
の
が
登
内
助
し
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
c

こ
の
こ
と
か
ら
、
留
保
の
手
法
は
、

一
九
八

O
年
以
降
、
政
権
交
代
な
ど
の
外
的
要
同
に
よ

り
急
に
現
れ
た
干
法
な
ど
で
は
な
く
、
憲
法
院
の
活
動
開
始
以
米
、
必
要
に
じ
じ
て
君
実
に
川
い
ら
れ
て
き
た
千
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

M
J
 

ょ
う
。
そ
し
て

7
7
ヴ
ォ
ル
ー
が
打
ち
出
し
た
古
典
的
な
一
分
数
論
は
、
憲
法
院
の
解
釈
留
保
付
き
判
決
を
、
「
建
設
的
解
釈
」
「
中
立
化

解
釈
一
「
指
令
的
解
釈
一
の
一
つ
に
分
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
違
憲
判
決
を
減
ら
す
た
め
に
川
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た

こ
れ
は
、
分
類
論
の
山
花
白
で
あ
る
が
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
部
分
違
憲
判
決
を
も
そ
の
巾
に
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う

や
や
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
υ

全
体
を
通
し
て
み
れ
ば
、
憲
法
院
の
活
動
の
活
民
党
化
と
と
も
に
、

そ
の
判
決
に
対
す
る

占山で、

北法58(3-15:>)1225



日見

注
目
が
高
ま
っ
て
お
り
、

そ
の
中
で
、
解
釈
留
保
に
つ
い
て
も
、
注
甘
す
べ
き
判
決
千
法
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

つ
つ

4 

H附

次
に
日
本
に
お
け
る
議
論
で
あ
る
が

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
解
釈
料
保
の
手
法
の
存
在
に
つ
い
て
意
識
き
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
前
後
に
、

日
本
に
お
い
て
い
ち
半
く
こ
の
手
法
に
言
及
し
た
の
が
、
矢
川
俊
開
で
あ
っ
た
。
公
口
俊
昭
は
、
解
釈
留
保
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
紹
介
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
異
な
る
性
格
を
持
っ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
も
紹
介
し
て
い
た
〔
ま
た
、
違
憲
判

断
回
避
の
た
め
に
留
保
の
千
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
触
れ
、

し
か
し
そ
れ
は
、
立
法
府
と
の
対
立
を
避
け
る
た
め
の
み
な
ら
ず
、

憲
法
条
文
と

(
議
院
)
規
則
と
の
聞
に
、
「
-
甲
な
る
両
立
性
で
な
く
、
真
の
ム
n
放
を
要
訂
す
る
か
ら
」

で
あ
る
と
い
う
フ
ァ
ヴ
才
ル
!
の
見

解
を
紹
介
し
て
も
い
る
。
こ
れ
は
、
本
章
で
も
見
た
同
年
代
の
ブ
ラ
シ
ス
の
議
論
と
シ
ン
ク
ロ
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
先
駆
的
な
意
義
は

大
き
い
r

一
九
八

0
年
代
の
終
わ
り
に
、
権
限
配
分
の
観
点
か
ら
憲
法
院
の
判
決
を
分
析
す
る
巾
で
、
解
釈
留
保
に
つ

い
て
も
触
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
は
、
解
釈
留
保
の
子
法
が
、
政
権
交
代
、
と
り
わ
け
コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン
と
い
っ
た
外
的
な
要
阿
に
よ
っ
て

そ
の
後
、
大
河
原
良
夫
が

展
開
し
た
こ
と
や
、
解
釈
留
保
の
手
法
は
違
憲
判
決
を
減
ら
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
c

こ
れ
は
、
政
権
交

代
の
保
祉
人
と
し
て
の
憲
法
院
と
い
う
、
巾
時
椛
ん
に
い
わ
れ
て
い
た
議
論
に
廿
柄
本
的
に
立
脚
し
た
も
の
で
、

そ
れ
を
解
釈
留
保
に
つ
い
て

い
う
な
ら
ば
、
い
ず
れ
か
の
杯
に
与
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
時
の
政
権
の
政
策
を
決
定
的
に
妨
空
い
す
る
こ
と
な
し
に
判
決
を
ド
す
た
め
に
、

こ
の
解
釈
山
間
保
の
手
法
に
多
く
頼
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、

一
九
八

C
年
代

T
ば
以
降
の
、
憲
法
院

そ
し
て
解
釈
留
保
に
対
す
る

フ
ラ
ン
ス
で
多
く
さ
れ
て
い
た
見
方
と
刻
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
最
先
端
の
=
浪
人
嗣
に
某
づ
い
た
分
析
と
い
え
る
【

た
だ
大
川
原
良
夫
は
、
憲
法
院
が
持
つ
梓
限
配
分
機
能
に
着

U
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
た
め
、
憲
法
院
判
決
の
拘
束

ItiJと58(3・I似))1226 



力
に
焦
占
、
を
当
て
、
憲
法
院
判
決
を
検
討
し
、
そ
の
中
で
、
解
釈
留
保
付
き
判
決
に
も
言
及
し
て
い
た
c

そ
れ
ゆ
え
、
当
然
と
い
え
ば
巾
I
扶、

で
あ
る
が
、
解
釈
留
保
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
実
効
件
を
持
つ
の
か
訂
か
の
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
て
お
り
、
解
釈
山
阿
保
に
は
い
く
つ
か
の
積

類
が
あ
る

(
た
と
え
ば
補
完
的
な
解
釈
で
あ
る
と
か
、
血
用
の
指
針
を
示
す
解
釈
で
あ
る
と
か
、
指
令
的
な
判
決
)
こ
と
に
言
及
し
て
い
る

も
の
の
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
ャ
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
ワ
ー
を
川
い
た
判
決
分
析
と
い
っ

考察は)

た
、
本
稿
が
特
に
閃
心
を
寄
せ
る
論
白
'
の
検
討
は
行
っ
て
い
な
い
れ

一
九
九

0
年
代
前
ま
で
の
、
同
小
平
に
お
け
る
解
釈
科
保
に
関
す
る
諸
議
論
は
、

じ
ら
れ
て
い
た
枠
組
み
に
し
た
が
っ
て
い
た
と
い
え
よ
、
つ

υ

お
お
む
ね
、
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
論

こ
の
よ
、
つ
に
、

プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

R

D

P
の
判
例
回
一
明
に
お
け
る
料
保
付

き
判
決
の
解
説
と
分
析
が
継
続
さ
れ
て
い
っ
た
c

ま
た
、
特
に
一
九
八

0
年
代
後

rか
ら
、
「
憲
法
訴
訟
」
と
題
さ
れ
た
単
行
木
が
い
く
つ

と
こ
ろ
で
フ
ラ
ン
ス
で
は

フ
ァ
ヴ
ォ
ル
ー
に
よ
る
先
駆
的
な
分
類
諭
に
よ
る
分
析
以
後
も
、

か
州
版
さ
れ
、
そ
の
中
で
も
、
留
保
付
き
判
決
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
た
υ

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
憲
法
院
の
判
決
、
そ
し
て
解
釈

制
)

(

M

W

一

「
留
保
の
も
と
で
の
迎
合
J

回
=
「
と
町
田
し
た
論
f

止
や
、
ギ
ョ

l
ム
・
ド
ラ
ゴ
の
附
究

留
保
に
つ
い
て
、
以
絞
、

ブ
ラ
ン
ク
・
モ
デ
ル
ヌ
の

が
続
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
研
究
は
、
さ
ほ
ど
ト
人
き
な
注

H
を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
c

以
後
し
ば
ら
く
の
問
、
解
釈
留
保
の
手
法
に
者
円

し
た
研
究
は
、
な
か
な
か
生
ま
れ
な
か
っ
た
c

そ
れ
が

一
九
九

0
年
代
も
終
わ
り
に
近
づ
く
こ
ろ
、

ア
ィ
エ
リ

l
・
テ
ィ
マ
ン
ノ
と
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ル
・
ヴ
ィ
ア
ラ
が
、
相
次
い
で
解
釈
山
田
保
を
検
討
の
巾
心
に
据
え
た
研
究
を
禿
表
す
る
こ
と
で
、

気
に
研
究
が
蓄
積
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
っ

H
本
に
お
け
る
議
論
の
最
後
に
見
た
蛇
原
健
介
の
議
論
は
、
今
後
扱
う
こ
と
に
な
る
、
こ
れ
ら
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ご
く
長
近
の
解
釈

留
保
に
関
す
る
議
論
の
い
く
つ
か
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
え
よ
う

F

だ
が
、
蛇
原
健
介
の
検
討
は
、
産
法
院
と
そ
の
ほ
か
の
諸
機
閃
と
の
閑

係
の
考
察
が
巾
心
と
な
っ
て
お
り
、
解
釈
科
保
の
問
遮
も
、
利
保
引
き
判
決
に
対
す
る
諸
機
関
の
反
応
、

そ
し
て
そ
こ
で
望
ま
れ
る
対
じ
に

北法S8(3.161)122i



日見

つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
中
心
で
あ
っ
て
、
解
釈
留
保
の
分
額
論
な
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

九
八

0
年
代
ま
で
の
諭
苫
と
同
様
に

当
時
の
議
論
の
到
達
点
を
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
次
肖
以
上
で
は
、
現
在
ま
で
の
解
釈
留
保
に
関
す
る
諸
議
論
に
つ
い
て
、

4 

H附

判
決
手
法
の
観
点
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
、
解
釈
留
保
を
ど
う
分
瀕
し
て
い
る
か
を
見
る
巾
で
、
代
表
的
な
解
釈
何
保
付
き
判
決
の
例
を
い
く
つ
か
と
り
あ
げ

た
の
こ
の
よ
う
に
必
要
に
応
じ
て
個
別
的
に
事
案
を
見
て
い
く
の
も
ひ
と
つ
の
方
法
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
代
表
的
な
判
決
は
多
く
の
論
者

に
よ
っ
て
重
複
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
際
に
そ
れ
を
い
ち
い
ち
繰
り
返
す
の
は
い
煩
雑
で
も
あ
る
υ

ま
た
、
解
釈
留

保
刊
判
決
の
全
体
的
障
を
、
た
と
え
ヂ
剣
山
明
な
形
で
あ
っ
た
と
し
て
も
泌
闘
の
中
に
入
れ
て
お
い
た
ほ
う
が
、
解
釈
留
保
の
分
類
方
法
に
関

す
る
議
論
を
見
る
と
き
に
、
理
解
が
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
以
後
に
展
開
す
る
検
討
の
前
提
と
し
て
、
次
章
で
、

す
べ
て
の
解
釈
制
保
付
き
判
決
を
、
基
本
的
に
時
系
外
的
に
と
り
あ
げ
て
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
c

な
お
そ
の
際
、
特
に
制
か
な
分
析
等
は

行
わ
ず
、
そ
の
判
決
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
法
律
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
下
さ
れ
た
判
決
の
理
府
引
け
部
分
を
小
す
に
と
ど
め
た
い
ロ

具
体
的
な
検
討
は
、
名
論
者
の
意
見
を
検
討
し
終
え
た
の
ち
、
そ
れ
ら
の
議
論
を
断
ま
え
て
行
、
て

+
土

一
曹
関

(
邸
)
本
頃
の
記
述
は
、
ヴ
ィ
ア
ラ
の
論
?
え
に
多
く
を
負
っ
て
い
る

υ
E
Z
E号
。
さ
れ
二
信
一
一

Laz--日目
一コ一一、出一)一

J

三
一
~
一
ん
℃
一
二
三
主
一
C
Z
一〉〉

J

ふ

円
k

〆
]
古
田
【
お
司
回
一
口
同
日
λ

円
同
ロ
ヨ
円

(
)
Z日
開
目
下
(
い
(
)
ヲ
ハ
出
叶
【
叶
巴
J
「

-
C
M
Z開
F
-
F
C
ロ
〕
占

]
{
3
3
3

(
凶
)
円
円
忍

N-R--2mw
品
一
三
∞
三

(
凶
)
も
っ
と
も
最
近
で
は
、
判
決
埋
内
が
次
第
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
ロ
て
き
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
、
と
り
わ
け
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ

タ
の
判
決
に
伝
統
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
簡
潔
な
判
決
と
は
別
物
に
な
っ
て
き
て
い
る
、

ItiJと58(3・162)122月



考察は)プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

(m)
「
o
z
E
司h
v
t

。円めにの「「。戸内

E
】』
E
七一

zm山口門戸口己
η
切品。
2ω

ド

O

ロ的色
Z

(
い。ロ切

FU--のO
ロ
旦
二
三
』
O
H
H
ロ
己
(
口
ロ
ロ
ロ
)
(
印
。
込
)
]
戸
沼
∞
戸
匂
叫
∞

戸内出)〉
r
M
己主吋つ戸、
E
E
C
-》
2
F
]
》同
H

(
m
)
-
u
E
 

(
政
)
訴
え
を
提
起
し
た
私
人
か
ら
す
れ
ば
、
理
州
付
け
が
ど
う
あ
れ
、
自
ら
が
求
め
た
結
論
が
え
ら
れ
た
か
ど
う
か
が
平
要
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
邸
)
し
か
し
こ
の
よ
う
な
判
決
形
式
は
、
初
期
の
、
っ
ち
に
格
て
去
ら
れ
、
一
九
山
口
年
一
月
五

H
判
決
行
円
包
山
一
〉

(
U
)

以
後
、
今
日
通
常
肘

い
ら
れ
る
判
決
形
式
に
な
っ
た
)
そ
れ
は
皮
肉
に
も
、
こ
う
ν

て
解
釈
を
一
ボ
す
こ
と
が
か
え
っ
て
一
裁
判
し
H
統
治
」
の
批
判
に
十
内
を
提
供
し

か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
号
、
え
る
。
と
い
う
の
は
、
雄
弁
に
解
釈
を
述
べ
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
な
裁
判
官
の
矧
念
か
ら
す
る

と
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
ご

戸
川
凶
)
門
口
⑦
お
山
山
口
口
一
戸
市
V

小
お
戸
(
}
(
)

(
出
)
法
律
に
対
す
る
判
決
と
し
て
な
ら
ば
九
番
目
的
判
決
と
な
る
。

(
別
)
円
円
武
叶
N
N
F
H
C
X

叶
♂
目
。

(即

)
Z
F
W
Z
E
3一〉一
L
7
7
z
c
=
∞一〉一千」己完一∞℃克己一〉一
-zn
一Y
元
一
)
で
一
-
匂
品
。
一
u

-

(

)

二

(
川
)
円
円
山
《
)

H
可

Z
戸
H

《)山《
)
H
H
N
J
1
一円円い山
C

H

r

H

G

U

G

H

H

N

叶

(
阻
)
円
門
司
(
)
ω
f
-
芝山
C

-

N

p

h

門司
()ω
一
-
坦
司
(
)
]
凶
坦

(
川
出
)
円
い
門
会
(
)
士
、
一
戸
中
小
(
)
ゆ
吋
一
円
円
。
(
)
い
「
戸
中
岱
(
)
併
叶

日
出
)
門
口
⑦
(
)
斗
〕
口

H
3
。
(
)
公
]
戸
]
戸
予
円
円
。
(
)
公
口
円

H
A
V
E
(
)

お
]
ニ

(
川
出
)
例
外
的
な
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
同
巴
で

5
2一
U
E恒
に
お
い
て
、
憲
法
院
一
九
六
一
年
一
月
七
日
判
決
が
抜
わ
れ
て
い
る
、

(
凶
)
回
口
司
一
H

C
叶
戸
匂

H

会出

(
川
出
)
円
円
、
刊
口
口
∞
一
円
一
-
U
斗
山
叶

ωω

(
山
)
【

σ広
一
日
V
H
U
C
G

(川出
)
3
5
芯

-
u
u日

(
国
)
一
九
一
八
年
ま
で
は
、
引
に
複
数
同
に
分
け
て
同
一
岨
さ
れ
て
い
た
が
、
九
八
一
一
年
以
降
、
決
木
的
に
年
に
一
度
、
ま
と
め
て
回
顧
す
る
形

に
な
っ
た
。
な
お
、
一
九
八
一
年
、
一
九
八
八
年
、
一
九
九
一
年
の

R
D
P
で
は
、
掲
載
が
な
い
c

た
だ
し
、
そ
の
盟
止
す
に
ま
と
め
て
回
顧

北法58(3-16:;)1229



日見
4 

H附

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
作
度
分
の
扱
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
ご
ま
た
一
九
八
一
年
の

R

D

P
で
は
、
一
今
七
七
頁
以
で
阿
有
化
問
也
、
一

1
九
向
日
以
下
で
分
権
化
問
也
に
関
す
る
事
刊
が
、
個
別
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
大
き
な
事
件
が
重
な
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
単
独
で
の
評
釈
を
し

た
の
で
、
油
代
り
は
後
に
凶
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
c

(
別
)
こ
の
ほ
か
、
特
に
重
要
な
判
決
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
し
て
分
析
す
る
こ
と
も

h
わ
れ
て
い
る
た
と
え
ば
先
に
見
た
、

回
有
化
問
題
ヤ
分
権
化
問
也
に
関
す
る
判
決
に
対
す
る
分
析
な
ど
{

(m)
円(い斗合斗
H

ロ円一
H
C

コ山
H
N
N
U
U
{
}

(

即

)

司

ロ

旬

-
3
叶叶

-
v
-
3
-

(
邸
)
【
E

F

H

)

H

印印

戸
山
)
こ
こ
で
特
に
議
院
規
則
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
は
、
初
め
て
問
問
保
が
付
さ
れ
た
の
が
議
院
規
則
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ

h
n

ノ。

(
国
)
【
玄
ハ
ケ
ロ

H
m
m

(
郎
)
円
円
、出
品
、
刊
一
円
一

-
U
斗
出
叶
-
日

(
出
)
一
什
同
は
、
先
に
見
た
一
九
六
八
年
月
三
口
円
判
決
宗
門
会
∞
日
印
口
(
乙
で
あ
る

(
m
M
)

円
門
叶
叶
∞
斗
)
戸
]
中
叶
叶
二

ωω

(別)円い円い斗斗
3
N
巴円い一戸中
U
W
H
Hお

戸
…
川
)
出
口
『
V

H

3

寸ゆ]》
H
⑦
目
。

(m)
円門叶
U

H

C

ロロ
P

H

U

叶
出
叶

N

印

(m)
こ
の
身
卜
調
古
に
閲
す
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
先
に
兄
た
九
七
!
ハ
年
の
回
顧
の
、
八
一

jh
頁
以
下
に
紹
介
が
あ
る
。

(m)
円円
、出
品
、
刊
一
円
一

-
U
斗
品
叶
-
日

(
山
川
)
円
円
民
(
)
H
H

山口円一
H
C
岱
(
)
J
1
H

(
踊
)
円
(
リ
き
-
-
ゴ
)
(
U
-
2
3
寸
凶
日
本
件
に
つ
い
て
は
、
野
村
敬
造
「
世
法
評
議
院
と
慕
本
的
人
権
」

a
合
沢
法
学
』
一
四
巻
号
(
一

λ
八一

年
)
一
頁
以
卜
で
、
判
決
の
和
訳
の
ほ
か
、
事
案
の
汗
畏
も
含
め
て
解
説
が
さ
れ
て
い
る
ご
判
決
中
、

市川
阿
保
が
付
き
れ
て
い
る
部
分
は
一
六
百

に
訳
が
あ
る
。
な
お
解
説
中
に
お
い
て
、
担
保
付
き
の
判
一
不
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
特
に
コ
メ
ン
ー
は
な
い
。
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考察は)プランス治法院による法律の忠法適合的解駅に関守る

(
瑚
)
訳
文
に
つ
い
て
は
、
本
本
的
に
野
村
、
前
掲
論
止
に
よ
っ
た
ご
な
お
、

戸
町
)
出
口
『
V

H

3
お

(

)

]

》

H
⑦
日
⑦

(川川
)
Z
H
)
}
J
H
U
∞
戸
市
)
臼
品
目

(
凶
)
円
C
W
N
I
H
U
C
ロ
(
ド

H
C
X
N
N
H
H

合

同

ロ

ア

H
G
定
予
【
】
日
正
心
不
件
判
決
に
つ
い
て
、
町
村
敬
造
「
フ
ラ
ン
ス
の
凶
有
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九
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二
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八
一
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一
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七
七
つ
号
二
九
八
二
刊
)
?
ハ
四
頁
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七
七
一
り
二
九
八
一
年
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一
同
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頁
に
、
九
八
一
年
月
一
ハ
円
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凶
有
化
第
一
判
決
と
と
も
に
、
法
正
及
ぴ
判
決
V
へ
の
全
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
)
具
体
的
に
は
(
一
今
)

に
お
い
亡
、
第
一
判
決
で
の
遥
念
宣
言
を
、
つ
け
て
起
凸
さ
れ
た
刻
法
律
案
の
変
更
占
、
の
解
説
と
和
訳
、
さ
ら
に
は
判
決
文
の
和
訳
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
な
お
、
解
釈
印
刷
保
に
関
す
る
解
一
点
は
一
い
切
な
い
こ
の
ほ
か
、
蛇
原
健
介
一
愈
法
院
判
例
に
お
け
る
ん
n
窓
解
釈
と
政
治
部
門
の
対
応

(
一
・
完
)
」

h

有
命
館
法
学
'

二
ハ
ロ
号
(
一
九
九
八
年
)
五
人
主
民
以
下
、
パ
ト
リ
ス
・
ジ
ェ
ラ

1
ル
(
伊
藤
洋
一
両
)
「
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
違
窓
審
査
一

『ジ
ユ
リ
ス
ト
』
八
万
台
勺
二
九
八
六
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一
一
心
九
頁
、
今
関
源
成
「
最
古
の
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院
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め
ぐ
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論
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(
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フ
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有
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円
(
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山
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(
ド
ド
《
事
N
H
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)
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同
判
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の
第
三
凶
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由
付
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の
コ
仙
述
で
あ
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円
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∞
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本
件
に
つ
い
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植
野
妙
実
了
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E
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へ
の
ア
ク
七
ス
の

a
第
三
の
道
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判
決
」

a
フ
ラ
ン
ス
の
憲
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判
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』
(
伝
山
社
、
一
ひ
っ
今
年
)
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つ
頁
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照
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な
お
、
留
保
付
き
判
決
で
あ
る
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円
の
説
明
は
な
い
。
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な
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釈
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山
川
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の
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い
て
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回
口
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H
U
m
山
戸
℃
さ
?
と
閉
口
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H

Z

戸
u
z
u
も
参
照
す
る
よ
う
に
と
記
さ
れ
て
い
る
ご

一
九
八
一
年
ー
の
分
は
国
有
化
(
二
)
判
沃
を
枚
討
し
た
も
の
で
、
一
九
八
三
年
の
分
は
、
先
に
見
た
窓
法
院
判
例
阿
顕
で
あ
る
。

(
出
)
回
口

HU

一
己
混
合
一
句
ム
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品
川
)
門
口
お
日
目
♂
斗
〕
口
一
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市
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明
ら
か
な
誤
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思
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れ
る
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一
叶
汁
し
て
い
る
一
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