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は
じ
め
に

　

立
法
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
、
憲
法
四
一
条
の
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
は
基
本
的
な
規
定
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
意

味
・
射
程
に
つ
い
て
は
、
い
ま
な
お
明
ら
か
と
は
言
い
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
学
説
に
お
い
て
は

『
総
じ
て
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
性
を
極
力
重
視
す
る
傾
向
は
一
般
的
に
は
強
い
と
は
い
え
な
い（1
（

』
と
の
指
摘
が
あ
る
一
方
で
、
実

際
に
は
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
が
独
り
歩
き
を
し
、
そ
れ
と
の
関
係
が
議
論
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

　

他
方
、
法
律
の
対
象
領
域
が
拡
大
・
多
様
化
す
る
と
と
も
に
、
法
の
多
元
化
・
多
様
化
と
い
っ
た
状
況
も
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
伴

い
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
が
も
つ
意
味
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
っ
た
こ
と
も
問
題
と
な
り
得
る
。
日

本
国
憲
法
の
下
で
、
国
会
は
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
貫
し
て
、
内
閣
提
出
法
律
案
が
立
法
の
中
心
を
占
め
て

き
た
と
い
う
現
実
も
あ
る
。

　
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
広
範
か
つ

多
様
な
問
題
に
十
分
に
対
応
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
ほ
か
、
共
通
の
理
解
を
欠
き
が
ち
な
面
な
ど
も
あ
っ
て
、
議
論
は
混
沌

と
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
、
問
題
が
起
こ
る
た
び
に
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

さ
て
、
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
意
味
・
射
程
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
が
、
限
ら
れ
た

能
力
と
紙
幅
の
中
で
、
そ
の
中
核
と
な
る
「
立
法
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
諸
論
点
や
諸
学
説
を
詳
細
に
分
析
し
た
上
で
、

理
論
的
・
体
系
的
に
妥
当
と
思
わ
れ
る
憲
法
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
最
初
か
ら
目
的
外
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
は
、
混

沌
と
し
て
い
る
議
論
の
状
況
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
に
つ
な
が
れ
ば
と
い
う
こ
と
か
ら
、
憲
法
四
一
条
の
規
定
の

位
置
付
け
等
を
整
理
し
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
た
事
例
等
を
取
り
上
げ
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、
そ
れ

が
法
規
範
と
し
て
意
味
す
る
こ
と
と
、
意
味
し
な
い
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
意
味
と
射
程
に
つ
い
て
改
め
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て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
、
こ
こ
で
筆
者
が
特
に
問
題
と
し
た
い
の
は
、
ど
の
機
関
の
ど
の
よ
う
な
行
為
が
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
に
違
反
し
、
違

憲
・
無
効
と
な
り
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
、
国
家
・
法
・
政
治
な
ど
の
状
況
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
に
変
わ
り

得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一　

憲
法
四
一
条
の
位
置
付
け
等

　
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
意
味
等
の
考
察
に
先
立
ち
、
憲
法
四
一
条
の
規
定
の
位
置
付
け
等
に
つ
い
て
、
憲
法
の
規
範
構
造
、
原

意
、
現
代
国
家
に
お
け
る
法
の
状
況
な
ど
か
ら
、
必
要
最
小
限
の
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。

　

１　

憲
法
の
規
範
構
造
と
四
一
条
の
位
置
付
け
・
性
格

　

憲
法
四
一
条
は
、
国
会
に
つ
い
て
定
め
る
第
四
章
の
冒
頭
に
あ
り
、
国
会
の
基
本
的
な
地
位
に
つ
い
て
定
め
る
総
則
的
な
規
定
で

あ
り
、
内
容
的
に
も
抽
象
性
の
高
い
規
定
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
広
範
な
問
題
が
四
一
条
に
関
係
し
得
る
こ
と
に
な
る
が
、
四
一

条
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
得
る
場
合
で
も
、
規
定
の
適
用
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
憲
法
上
、
他
に
具
体
的
な
規
定
が
あ
る
の
で
あ

れ
ば
、
ま
ず
そ
ち
ら
の
規
定
に
よ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
四
一
条
は
そ
の
際
に
理
念
規
定
や
解
釈
指
針
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
の
、

そ
れ
が
直
接
か
つ
独
自
の
法
的
な
根
拠
と
な
り
得
る
の
は
、
そ
れ
以
外
の
場
合
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

　

次
に
、
四
一
条
は
、
六
五
条
・
七
六
条
と
相
ま
っ
て
、
国
家
権
力
を
立
法
・
行
政
・
司
法
の
三
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
国
会
・
内

閣
・
裁
判
所
に
配
分
す
る
権
力
分
立
制
を
採
用
し
、
権
力
あ
る
い
は
機
能
を
配
分
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
、
国
家
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権
力
を
並
列
的
に
分
配
し
た
も
の
な
の
か
、
国
家
の
作
用
を
機
能
的
（
段
階
的
（
に
分
配
し
た
も
の
と
み
る
の
か
な
ど
の
問
題
は
あ

る
が（2
（

、
四
一
条
の
立
法
権
は
、
六
五
条
の
行
政
権
と
七
六
条
の
司
法
権
と
の
関
係
か
ら
有
機
的
・
整
合
的
に
観
念
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
と
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
憲
法
は
、
そ
の
規
範
構
造
や
規
定
全
体
の
趣
旨
等
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
法
の
段
階
構
造
を
前
提
と
す

る
と
と
も
に（3
（

、「
法
律
に
よ
る
行
政
」
な
い
し
「
法
の
支
配
」
の
原
理
を
採
用
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き（4
（

、
四
一
条
は
こ
れ
ら

を
前
提
と
し
、
か
つ
、
そ
の
憲
法
の
構
造
の
一
部
を
成
す
も
の
で
あ
り
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
意
味
内
容
に
も
何
ら
か
の
形
で

こ
れ
ら
が
投
影
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
四
一
条
は
、
国
民
主
権
と
代
表
民
主
制
の
原
理
を
基
本
と
す
る
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
か
ら
直
接

選
ば
れ
た
代
表
者
か
ら
成
る
国
会
の
地
位
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
地
位
や
権
能
に
つ
い
て
は
民
主
主
義
に
よ
っ
て
裏

付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

す
な
わ
ち
、
四
一
条
は
、
立
憲
主
義
、
法
律
に
よ
る
行
政
や
法
の
支
配
、
民
主
主
義
が
交
錯
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
四
一
条
は
、
前
段
の
「
国
権
の
最
高
機
関
」
と
後
段
の
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
二
つ
の
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
お
り
、
両
者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る（5
（

。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
、「
国
権
の
最
高
機
関
」

の
意
味
に
つ
い
て
は
、
別
途
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
に
法
的
な
意
味
を
認
め
な
い
「
政
治
的
美

称
」
説
が
通
説
的
な
地
位
を
占
め
続
け
て
お
り
、
法
的
な
意
味
を
有
す
る
と
主
張
さ
れ
る
場
合
に
も
帰
属
が
不
明
な
権
限
に
つ
い
て

は
国
会
に
属
す
る
と
の
推
定
が
働
く
と
い
っ
た
も
の
に
と
ど
ま
る
。「
唯
一
の
立
法
機
関
」
に
つ
い
て
は
法
的
な
意
味
を
も
つ
も
の

で
あ
る
と
は
い
え
、
法
規
範
と
し
て
の
厳
格
さ
や
射
程
を
考
え
る
上
で
は
、
そ
の
こ
と
も
念
頭
に
置
か
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。

　

２　
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
原
意
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日
本
国
憲
法
の
制
定
時
に
ま
で
遡
っ
て
、
四
一
条
が
規
定
さ
れ
た
意
図
、
と
り
わ
け
後
段
が
置
か
れ
た
意
図
・
趣
旨
を
み
る
な
ら

ば
、「
唯
一
」
と
い
う
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

四
一
条
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
既
に
い
く
つ
か
の
論
攷
で
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り（6
（

、
こ
こ
で
新
た
に
付
け
加
え
る

べ
き
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
四
一
条
の
原
型
と
な
り
国
会
を
現
在
の
規
定
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
「
唯
一
の
立
法
機
関
（the sole law

-m
aking 

authority of the state
（」
と
す
る
条
文
は
、
既
に
連
合
国
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
の
「
国
会
の
章
に
関
す
る
小
委
員
会
」
の
起
草
案

の
段
階
か
ら
存
在
し
、
そ
れ
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
に
も
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
に
対
し
、
日
本
側
は
、
い
わ
ゆ
る
三
月
二
日
案
に
お
い
て
、「
唯
一
の
」
を
削
り
、
単
に
「
国
会
ハ
…
…
立
法
権
ヲ

行
フ
」
と
し
た
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
側
が
「
国
会
がexclusively

に
立
法
権
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
な
い
」
と
し
て
こ
れ
に
反

対
し
た
た
め
、
い
わ
ゆ
る
三
月
五
日
案
に
お
い
て
「
唯
一
」
が
復
活
し
、
そ
の
後
は
こ
れ
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ

る
（
7
（

。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
規
定
さ
れ
た
四
一
条
の
意
図
に
つ
い
て
は
、
行
政
府
の
側
が
独
自
に
制
定
す
る
命
令
を
排
除
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
こ
と
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
の
各
種
資
料
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
の
代
表
が
、
記
者
会
見（8
（

を
し

て
、「
内
閣
は
、
憲
法
四
一
条
に
よ
っ
て
、
政
令
に
よ
っ
て
立
法
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
内
閣
が
か
か
る
権
限
を
も
つ

と
し
て
も
そ
れ
は
国
会
か
ら
法
律
に
よ
っ
て
特
別
の
委
任
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
内
閣
が
独
立
し
て
立
法
を
し

得
る
権
限
を
直
接
憲
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
憲
法
四
一
条
は
無
い
と
同
様
で
あ
り
、
国
民
の
保
障
の
た
め
制
定

法
に
対
し
て
制
限
を
課
し
て
い
る
憲
法
の
規
定
は
無
意
味
に
な
る
。」「
国
会
が
何
等
問
題
と
し
て
取
上
げ
な
い
場
合
に
於
て
、
内
閣

の
採
る
べ
き
対
策
は
、
事
態
を
解
決
す
る
た
め
政
令
を
制
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
国
会
へ
行
っ
て
立
法
を
依
頼
す
る
こ
と
で
あ

る
。」
な
ど
と
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
日
本
政
府
の
側
も
、
帝
国
議
会
に
お
け
る
審
議
に
お
い
て
、「
唯
一



288

法学研究 87 巻 2 号（2014：2）

の
立
法
機
関
」
は
旧
憲
法
下
で
認
め
ら
れ
て
い
た
緊
急
勅
令
・
独
立
命
令
を
否
定
し
、
国
会
に
立
法
権
を
独
占
さ
せ
る
趣
旨
の
も
の

で
あ
る
な
ど
と
説
明
し
て
い
る（（
（

。

　

な
お
、
四
一
条
の
規
定
の
原
型
の
一
つ
と
な
っ
た
と
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
一
条
一
節
の
「
こ
の
憲
法
に

よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
立
法
権
は
、
す
べ
て
合
衆
国
連
邦
議
会
に
属
す
る
」
と
す
る
条
文
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
立
法
権
に
つ
い
て
は
単

純
に
法
律
を
制
定
す
る
権
限
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
は
、
旧
憲
法
下
の
二
元
的
な
立
法
体
制
、
あ
る
い
は
行
政
府
の
側
が
法
律
を
軽
視
し
て

独
自
に
命
令
を
制
定
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

３　

法
の
多
元
化
・
多
様
化
と
四
一
条

　

四
一
条
の
「
立
法
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
解
そ
う
と
も
、
現
実
に
は
、
法
律
の
道
具
化
が
進
み
、
法
律
に
よ
り
き
わ
め
て
広
範

か
つ
多
様
な
事
項
が
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
政
策
推
進
の
た
め
の
資
源
配
分
に
つ
い
て
定
め
る
政

策
法
が
立
法
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
行
政
機
関
や
裁
判
所
の
内
部
の
組
織
・
事
務
・
手
続
等
に
つ
い
て
も
法
律
で
規
定
さ
れ
、

個
別
的
法
律（（（
（

な
ど
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
個
別
的
法
律
を
め
ぐ
っ
て
は
な
お
議
論
は
あ
る
も
の
の
、
法
律
で
定
め
る
事
項
が
拡
大

す
る
状
況
に
つ
い
て
、
憲
法
上
否
定
す
る
議
論
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　

ま
た
、
法
律
で
定
め
る
事
項
が
広
が
る
一
方
で
、
法
の
多
元
化
・
多
様
化
が
進
ん
で
き
て
い
る
こ
と
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ

る
。

　

そ
も
そ
も
、
日
本
国
憲
法
自
体
が
、
国
会
を
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
し
つ
つ
も
、
多
元
的
な
法
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
と

み
る
こ
と
も
で
き
、
憲
法
が
予
定
す
る
法
律
以
外
の
法
形
式
と
し
て
は
、
憲
法
、
予
算（（（
（

、
条
約
、
議
院
規
則
、
最
高
裁
判
所
規
則
、

政
令
等
の
命
令
、
条
例
が
あ
る（（（
（

。
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と
こ
ろ
で
、
行
政
国
家
化
の
進
展
に
伴
い
命
令
、
国
際
化
の
進
展
に
伴
い
条
約
、
分
権
化
の
進
展
に
伴
い
条
例
の
比
重
が
高
ま
っ

て
き
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
だ
が
、
特
に
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
条
約
・
条
例
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
十
分

に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
で
も
、
条
約
に
つ
い
て
は
、
憲
法
九
八
条
に
よ
り
特
別
の
行
為
を
必
要
と
す
る
こ
と
な

く
国
内
法
的
効
力
を
も
つ
と
さ
れ
る
も
の
の
、
国
会
に
よ
る
締
結
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
の
関

係
に
関
し
て
も
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
国
会
が
判
断
・
決
定
を
す
る
こ
と
は
一
応
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（（（
（

。

こ
れ
に
対
し
、
条
例
制
定
権
（
自
治
立
法
権
（
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
関
心
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
近
年

は
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
の
関
係
が
議
論
と
な
る
問
題
な
ど
も
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、

三
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
四
一
条
と
条
例
制
定
権
に
関
し
規
定
す
る
九
四
条
の
関
係
等
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き

た
い
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
憲
法
が
特
に
一
章
を
設
け
て
地
方
自
治
を
保
障
し
、
地
方
公
共
団
体
の
基
本
的
権
能
と
し
て
九
四
条
が
条

例
制
定
権
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
四
一
条
は
国
の
立
法
、
九
四
条
は
地
方
公
共
団
体
の
立
法
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
定
め
た
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（（（
（

。
た
だ
、
憲
法
は
、
国
の
立
法
権
と
地
方
の
立
法
権
を
二
分
し
た
上

で
配
分
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
統
治
の
あ
り
方
と
し
て
地
方
公
共
団
体
の
自
治
権
を
保
障
す
る
中
で
地
方
公
共
団
体
独
自
の
立
法
権

を
認
め
た
と
捉
え
る
と
と
も
に
、
憲
法
の
具
体
化
は
ま
ず
は
法
律
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
地
方
公
共
団
体
の
組
織
及

び
運
営
の
基
本
事
項
に
つ
い
て
も
法
律
で
定
め
る
こ
と
と
し
て
、
法
律
が
条
例
の
守
備
範
囲
で
も
あ
る
は
ず
の
地
方
公
共
団
体
の
事

務
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
価
値
や
法
の
実
現
の
た
め
の
基
本

的
か
つ
最
終
的
な
立
法
権
限
は
国
会
に
付
与
さ
れ
て
お
り
、
国
会
は
、
国
民
を
代
表
す
る
立
法
機
関
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
国
の
行

政
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
や
そ
の
間
の
調
整
、
地
方
自
治
の
基
本
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
法
律
で
定
め
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
九
四
条
で
条
例
制
定
権
を
「
法
律
の
範
囲
内
」
と
す
る
一
方
で
、
地
方
自
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治
の
保
障
や
、
法
律
の
行
き
過
ぎ
の
抑
制
の
た
め
に
、
九
二
条
で
地
方
自
治
の
本
旨
に
反
す
る
よ
う
な
法
律
は
認
め
な
い
こ
と
と
す

る
と
と
も
に
、
九
五
条
で
一
の
地
方
公
共
団
体
に
適
用
さ
れ
る
地
方
自
治
特
別
法
に
は
そ
の
住
民
の
過
半
数
の
同
意
を
要
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
制
定
さ
れ
る
条
例
の
あ
り
方
自
体
に
つ
い
て

は
、
基
本
的
に
、
四
一
条
が
直
接
に
関
知
す
る
も
の
で
は
な
く
、
問
題
が
あ
る
場
合
に
は
九
四
条
の
問
題
と
し
て
処
理
す
べ
き
こ
と

に
な
る
。

　

立
法
や
法
と
い
う
こ
と
で
は
、
こ
の
ほ
か
に
、
裁
判
所
に
よ
る
法
形
成
や
判
例
、
あ
る
い
は
行
政
機
関
の
内
部
的
規
範
、
行
政
計

画
、
行
政
機
関
や
専
門
的
・
職
能
的
な
団
体
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
指
針
、
社
会
的
な
自
治
規
範
な
ど
も
問
題
と
な
り
得
る（（（
（

。
そ
の

中
に
は
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
も
の
も
あ
る
が
、
必
要
以
上
に
四
一
条
を
持
ち
出
し
て
そ
の
意
味
や
射

程
の
拡
散
を
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（（（
（

。

二　
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
を
め
ぐ
る
学
説
の
状
況
と
検
討

　

１　
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
を
め
ぐ
る
学
説
の
状
況
の
概
観

　
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
意
味
に
関
す
る
憲
法
の
教
科
書
的
な
説
明
は
、
お
お
む
ね
パ
タ
ー
ン
化
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
問
題

を
め
ぐ
っ
て
は
通
説
的
な
説
明
の
問
題
点
や
限
界
な
ど
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
議
論
は
や
や
錯
綜
気
味
と
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
に
お
け
る
学
説
と
議
論
の
状
況
を
本
稿
の
考
察
に
必
要
な
範
囲
で
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
そ
こ
で
は
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
か
ら
は
、
国
会
以
外
の
機
関
は
立
法
を
な
し
得
な
い
と
す
る
「
国
会
中
心
立
法
の
原

則
」
と
、
立
法
の
手
続
は
国
会
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
国
会
以
外
の
機
関
が
参
加
し
得
な
い
と
す
る
「
国
会
単
独
立
法
の
原
則
」
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と
が
導
き
出
さ
れ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
そ
の
例
外
あ
る
い
は
行
政
府
の
関
与
の
可
否
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。

　

ま
た
、
日
本
国
憲
法
の
下
で
は
、
法
律
に
基
づ
か
な
い
独
立
命
令（（（
（

は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
学
説
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
一
方

で
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
「
立
法
」
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
立
憲
君
主
制
の
下
で
形
成
さ
れ
旧
憲
法
下
で
通
説
的
な
地
位
を
占

め
て
き
た
と
さ
れ
る
、「
立
法
」
な
い
し
「
法
律
」
の
意
味
に
つ
き
実
質
的
意
味
と
形
式
的
意
味
に
分
け
る
「
二
重
立
法
概
念
」
を

前
提
と
し
つ
つ（（（
（

、
こ
れ
を
形
式
的
意
味
の
立
法
と
解
し
た
場
合
に
は
、
行
政
府
が
独
立
命
令
を
制
定
す
る
こ
と
を
排
除
で
き
ず
、
憲

法
五
九
条
一
項
と
同
じ
こ
と
を
規
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
な
ど
と
し
て
、
実
質
的
意
味
の
立
法
と
解
す
べ
き
と

す
る
考
え
方
が
通
説
的
な
地
位
を
占
め
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
立
法
」
を
実
質
的
意
味
（
実
質
的
意
味
の
法
律
の
制
定
（
と
捉
え
た
場
合
に
、
そ
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
新
た
に
国

民
の
権
利
を
制
限
し
、
又
は
新
た
に
義
務
を
課
す
る
よ
う
な
法
規
範
」
と
す
る
伝
統
的
な
権
利
制
限
規
範
説
が
、
初
期
の
通
説
的
な

見
解
と
さ
れ
、
現
在
に
お
い
て
も
実
務
が
と
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
学
説
に
お
い
て
は
、
権
利
の
制
限
・
義
務
の
賦

課
に
間
接
的
な
も
の
も
含
め
た
り（（（
（

、
国
家
と
国
民
と
の
関
係
を
規
律
す
る
一
般
的
法
規
範（（（
（

と
捉
え
た
り
、
一
般
的
・
抽
象
的
な
法
規

範
（
（（
（

（
一
般
的
規
範
説
（
と
す
る
な
ど
、
そ
の
外
延
を
拡
張
す
る
試
み
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
議
論
の
展
開
を
通
し
て
、
立

憲
君
主
主
義
的
な
色
彩
を
残
す
伝
統
的
な
「
法
規
概
念
」
を
用
い
な
い
よ
う
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
概
念
自
体
を
否
定
す
る
学

説
が
増
え
て
い
る
ほ
か
、「
立
法
」
を
め
ぐ
っ
て
は
「
国
民
の
権
利
義
務
」
と
「
一
般
性
」
の
二
つ
の
要
素
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し

位
置
付
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
各
説
を
分
か
つ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
近
年
は
、
一
般
的
規
範
説
が
多
数
説
と
も
い

わ
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
も
少
な
く
な
く
、
改
め
て
「
国
民
の
権
利
義
務
」
を
重
視
す
る
立
場
（
権
利
関
係
規
範
説（

（（
（

（、

さ
ら
に
は
形
式
的
意
味
に
解
す
る
立
場（（（
（

な
ど
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
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２　

若
干
の
検
討

　

そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
行
い
、
そ
の
是
非
を
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
意
味
す
る
こ
と
と
し
な
い
こ
と
と
い

う
観
点
か
ら
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　

⑴　

立
法
を
実
質
的
意
味
に
捉
え
な
い
限
り
、
独
立
命
令
を
排
除
で
き
な
い
か

　

通
説
的
な
見
解
は
、
四
一
条
の
「
立
法
」
を
実
質
的
意
味
に
捉
え
な
い
限
り
独
立
命
令
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
が
、

こ
の
前
提
自
体
が
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
四
一
条
の
「
立
法
」
を
実
質
的
意
味
に
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
該
当
し
な
い
も
の
は
国
会
が
独
占
す
べ
き
「
立

法
」
に
は
当
た
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
法
律
の
介
在
し
な
い
命
令
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
立

法
」
を
実
質
的
意
味
に
解
し
て
も
、
法
律
が
介
在
し
な
い
命
令
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
実
質
的
意
味

の
立
法
に
該
当
し
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
法
律
の
介
在
し
な
い
命
令
の
存
在
を
認
め
る
か（（（
（

、
そ
れ
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
唯

一
の
立
法
機
関
」
以
外
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る（（（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
方
向
も
、
四
一
条
が
規
定
さ
れ
た
経
緯
・
趣
旨
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

四
一
条
は
、
二
元
的
な
立
法
構
造
を
否
定
し
、
法
の
段
階
構
造
を
前
提
と
し
て
少
な
く
と
も
命
令
の
関
係
で
は
一
元
的
な
立
法
構

造
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
事
柄
を
問
わ
ず
、
法
律
が
介
在
し
な
い
命
令
の
存
在
を
否
定
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
り
、
国
会
の

意
思
と
は
無
関
係
に
制
定
さ
れ
る
命
令
の
存
在
を
認
め
る
よ
う
な
解
釈
を
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
独
立
命
令
の
存
在
を
認

め
る
規
定
が
憲
法
に
存
在
し
な
い
こ
と
と
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
規
定
し
た
の
は
裏
腹
の
関
係
に
あ
り
、「
唯
一
」
と
い
う
文
言

に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
素
直
に
四
一
条
は
法
律
の
介
在
し
な
い
命
令
を
認
め
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
独
立
命
令

を
否
定
す
る
根
拠
と
も
さ
れ
る
憲
法
七
三
条
六
号
は
、
内
閣
の
政
令
の
制
定
権
限
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、「
憲
法
及
び
法
律
」
を
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一
体
の
も
の
と
し
て
読
む
の
は
独
立
命
令
を
認
め
な
い
た
め
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
別
の
読
み
方
も
可
能
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
だ
け
を

も
っ
て
独
立
命
令
を
認
め
な
い
根
拠
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
憲
法
の
法
治
国
家
的
施
行
」
な
ど
と
し
て

法
治
国
家
の
原
理
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が（（（
（

、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
規
定
し
て
い
る
の
が
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
な
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
七
三
条
六
号
の
「
憲
法
及
び
法
律
」
は
一
体
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
は
、
国
の
制
定
法
の
形
式
を
用
い
て
国
民
に
関
係
す
る
法
規
範
を
定
め
る
こ
と
の
第
一
次
的
な
判
断
権
・

決
定
権
は
国
会
が
も
つ
こ
と
と
し
、
何
ら
か
の
形
で
国
民
に
関
係
す
る
法
規
範
の
創
造
は
ま
ず
は
国
会
が
制
定
す
る
法
律
に
よ
る
こ

と
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
の
介
在
な
し
に
制
定
法
の
形
式
を
用
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か（（（
（

。
た
だ
し
、
憲
法
は
、
議
院
規
則
と
最
高
裁
判
所
規
則
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
管
に
と
ど
ま
る
限
り
は
、
法
律
の
介
在
な
し
に

定
め
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
ほ
か
、
国
の
制
定
法
の
形
式
で
は
な
い
条
約
や
条
例
に
つ
い
て
は
、
そ
の
こ
と
は
直
接
的
に
当
て
は
ま

ら
ず
（
た
だ
し
、
条
約
に
つ
い
て
は
国
内
法
的
効
力
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
国
会
の
承
認
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
で
そ
れ
と
の
整
合
性
が
と
り
あ

え
ず
確
保
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
（、
結
果
と
し
て
、
そ
の
趣
旨
は
、
行
政
機
関
が
制
定
す
る
命
令
と
の
関
係

に
お
い
て
最
も
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る（（（
（

。

　

な
お
、
法
の
効
力
関
係
と
し
て
の
「
法
律
の
優
位
」
は
、
憲
法
が
前
提
と
す
る
法
の
段
階
構
造
か
ら
も
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
が
、
議
院
規
則
や
最
高
裁
判
所
規
則
と
の
関
係
も
含
め
て
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
に
そ
れ
を
読
み
込
む
こ
と
で
、
法
規
範
の
創

造
に
関
す
る
国
会
の
権
能
を
実
質
的
に
担
保
し
、
法
体
系
の
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　

⑵　
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
は
立
法
の
限
界
を
規
定
し
て
い
る
か

　

四
一
条
の
「
立
法
」
と
の
関
係
で
は
、「
法
律
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
」
と
「
法
律
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
」
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が
問
題
と
な
り
得
る
が（（（
（

、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
が
後
者
の
事
項
的
な
限
界
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

　

こ
の
点
、「
立
法
」
を
実
質
的
意
味
に
解
す
る
通
説
的
な
見
解
の
多
く
は
、
前
者
の
立
法
の
専
属
的
・
排
他
的
所
管
事
項
を
問
題

と
す
る
も
の
と
い
え
る
が
、
事
項
的
な
限
界
に
つ
い
て
ど
う
解
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
法
律
の
一
般
性
は
同
時
に
立
法
専
制
に
対
す
る
防
壁
の
役
割
も
担
わ
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
、
政
治
過

程
に
お
い
て
利
益
誘
導
と
し
て
個
別
的
法
律
へ
の
誘
惑
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
法
律
は
一
般
的
な
規
範
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
説
も
あ
る（（（
（

。

　

し
か
し
、
法
律
の
専
属
的
所
管
事
項
を
観
念
し
た
上
で
、
そ
の
範
囲
外
の
事
項
に
関
す
る
法
律
を
認
め
た
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な

法
律
を
国
会
が
制
定
す
る
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
か
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
範
囲
外
の
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る
行

為
が
立
法
・
行
政
・
司
法
の
ど
の
分
野
に
属
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
憲
法
上
明
ら
か
と
い
え
な
い
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
個

別
的
法
律
の
存
在
を
否
定
し
得
な
い
以
上
、
一
般
性
は
そ
の
限
界
を
画
す
る
も
の
と
は
な
り
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
四
一
条
が
直
ち

に
そ
の
範
囲
外
の
事
項
を
定
め
る
法
律
を
制
限
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
こ
か
ら
立
法
の
限
界
を
導
き
出
す
こ
と
は

難
し
い
。
む
し
ろ
、
四
一
条
が
前
提
と
す
る
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
は
、
あ
る
い
は
社
会
国
家
化
に
よ
る
国
家
機
能
の
拡
大
と
行
政

国
家
現
象
の
進
展
と
い
っ
た
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
一
般
的
な
事
項
的
限
界
を
観
念
す
る
こ
と
は
よ
り
困
難
と
な
っ
て
お
り
、

か
つ
、
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
国
会
の
立
法
権
は
無
制
限
・
無
限
界
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
憲
法
の
人
権
規
定
な
ど
に
違
反

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ほ
か
、
内
閣
の
行
政
権
や
裁
判
所
の
司
法
権
を
侵
害
す
る
よ
う
な
立
法
は
憲
法
六
五
条
や
七
六
条
に
反
し
基

本
的
に
許
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
行
政
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
要
請
な
ど
も
あ
り
、
ま
た
、
議
院
内
閣
制
の
下
で
は
議
会
と
行

政
府
の
関
係
に
お
い
て
権
力
分
立
は
決
定
的
な
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
行
政
権
と
の
関
係
で
は
、
立
法
と
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執
行
を
分
離
し
別
々
の
機
関
に
付
与
し
た
と
い
う
権
力
分
立
の
核
心
的
な
部
分
が
失
わ
れ
か
ね
な
い
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
が
そ

の
限
界
を
画
す
る
こ
と
に
な
っ
て
こ
よ
う（（（
（

。

　

さ
ら
に
、
立
法
の
形
式
的
な
面
で
も
、
法
の
支
配
あ
る
い
は
形
式
的
な
正
義
の
観
点
か
ら
、
法
律
が
備
え
る
べ
き
要
素
等
と
し
て
、

一
定
の
要
請
が
働
く
こ
と
に
な
る（（（
（

。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
相
対
的
で
程
度
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
遡
及
処
罰
の
禁
止
や
刑
罰

規
定
の
明
確
性
の
よ
う
に
憲
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
以
外
は
、
そ
の
要
請
を
満
た
し
て
い
な
く
て
も
、
直
ち
に
違
法
と
な
る
こ

と
は
な
い
。

　

⑶　

権
利
義
務
や
一
般
性
は
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
ど
う
関
係
す
る
か

　

四
一
条
の
「
立
法
」
を
実
質
的
意
味
に
解
す
る
場
合
に
は
、
権
利
義
務
と
一
般
性
を
ど
う
理
解
し
ど
う
位
置
付
け
る
か
が
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
立
憲
君
主
主
義
的
な
要
素
を
否
定
し
、
立
憲
民
主
主
義
を
強
化
し
た
日
本
国
憲
法
の
下
で
、
ま
た
、
給
付
行
政

の
比
重
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
法
律
で
定
め
る
事
項
の
拡
大
・
多
様
化
が
進
む
中
で
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
意
味
を
捉
え
る
場

合
に
、
権
利
制
限
規
範
説
は
も
ち
ろ
ん
、
権
利
義
務
と
い
う
こ
と
か
ら
国
会
の
所
管
を
画
す
る
の
は
、
た
と
え
専
属
的
所
管
に
か
か

わ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
狭
い
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
国
政
に
お
け
る
基
本
的
な
決
定
や
行
政
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
こ

と
も
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

　

他
方
、
一
般
性
は
、
法
律
の
基
本
的
な
性
質
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
専
ら
自
由
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
ほ
か
、

対
象
の
範
囲
や
規
定
の
性
格
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
相
対
的
か
つ
程
度
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
法
律
の
専
属
的
所
管
事
項
や

限
界
を
画
す
る
も
の
と
し
て
は
、
不
明
確
で
あ
り
、
十
分
な
基
準
と
は
な
り
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
般
性
を
法
の
支
配
の
内

容
・
要
請
の
一
つ
と
捉
え
、
こ
れ
を
四
一
条
の
規
定
に
読
み
込
ん
だ
と
し
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
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加
え
て
、
実
質
的
意
味
の
立
法
の
要
素
と
し
て
、
権
利
義
務
を
持
ち
出
す
場
合
だ
け
で
な
く
、
一
般
性
を
そ
の
基
準
と
す
る
場
合

で
も
、
法
律
が
介
在
し
な
い
命
令
（
後
者
の
場
合
で
も
個
別
的
命
令（

（（
（

（
の
余
地
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

立
法
を
実
質
的
意
味
に
解
し
て
こ
れ
ら
の
要
素
を
中
心
に
議
論
を
展
開
し
て
も
、
関
連
す
る
論
点
や
現
実
に
生
じ
て
い
る
多
様
な

問
題
に
う
ま
く
対
応
す
る
こ
と
は
困
難
な
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
立
法
の
所
管
・
外
延
を
画
す
る
議
論
か
ら
一
歩
離
れ
、
立
法
や
法
律
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
は
、
そ
れ
ら

の
要
素
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。

　

権
利
義
務
に
か
か
わ
る
事
項
は
、
国
民
の
権
利
・
利
益
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
、
人
権
の
侵
害
に
も
結
び
付
き
や
す
い
こ
と
か

ら
す
る
な
ら
ば
、
法
律
の
所
管
を
い
か
に
解
そ
う
と
も
、
法
律
で
規
定
す
べ
き
事
項
の
中
心
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
が
変
わ
る
も
の

で
は
な
い
。
事
項
と
し
て
そ
れ
で
は
狭
い
と
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
が
重
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
法
律
の
規
定
の
あ
り
方
や
命
令
へ
の
委
任
へ
の
仕
方
・
限
界
な
ど
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
権
利
義
務
に
か
か
わ
る
も

の
の
場
合
に
は
、
そ
れ
以
外
の
場
合
よ
り
、
厳
格
さ
や
明
確
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
一
般
性
は
、
法
の
支
配
や
形
式
的
正
義
の
要
請
な
ど
か
ら
、
法
律
の
基
本
的
な
要
素
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
、
恣

意
を
排
除
し
、
等
し
き
者
を
等
し
く
扱
う
こ
と
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
予
見
可
能
性
や
法
的
安
定
性
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
り
、

個
別
的
法
律
も
例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
と
は
い
え
、
な
お
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
が
形
式
上
（
あ
る
い

は
実
質
的
に
も
（
一
般
性
を
欠
く
こ
と
に
よ
り
直
ち
に
違
法
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
一
般
性
が
法
律
の
基
本
的
な
要
素
と

意
識
さ
れ
る
こ
と
で
、
特
定
の
者
や
事
件
を
対
象
と
す
る
場
合
で
も
一
般
化
し
て
検
討
す
る
思
考
方
法
が
と
ら
れ
る
と
と
も
に
、
憲

法
の
平
等
原
則
と
も
結
び
付
き
、
個
別
的
と
な
る
こ
と
に
つ
き
特
別
の
理
由
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恣
意
的
・
狙
い
撃
ち

的
な
規
制
、
利
益
誘
導
、
不
平
等
な
取
扱
い
な
ど
が
抑
制
さ
れ
、
次
々
と
生
じ
る
差
異
化
や
個
別
の
問
題
へ
の
対
応
の
要
求
に
対
す

る
一
つ
の
歯
止
め
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
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⑷　

法
律
の
留
保
は
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
ど
う
関
係
す
る
か

　

法
律
の
所
管
事
項
を
め
ぐ
り
、
憲
法
学
で
は
四
一
条
の
「
立
法
」
の
意
味
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
の
に
対
し
、
行
政
法
学
で
は

「
法
律
の
留
保
」
の
範
囲
が
問
題
と
さ
れ
て
き
て
お
り
、
両
者
の
関
係
が
意
識
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
十
分
な
議
論
が
行
わ

れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

　

こ
の
点
、
立
憲
君
主
制
の
下
で
、
二
重
立
法
概
念
や
法
規
概
念
が
語
ら
れ
る
場
合
に
は
、
実
質
的
意
味
の
立
法
に
つ
き
権
利
制
限

規
範
説
を
と
る
こ
と
と
、
法
律
の
留
保
に
つ
き
侵
害
留
保
説
を
と
る
こ
と
と
は
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
基
本
的
に
同
様
の
考
え
方
に

よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
民
主
主
義
が
基
本
的
な
原
理
と
さ
れ
、
社
会
国
家
の
考
え
方
も
取
り
入
れ
社
会
権
な

ど
も
保
障
す
る
日
本
国
憲
法
の
下
で
は
、
両
説
と
も
に
維
持
で
き
な
く
な
り
、
立
法
の
概
念
と
法
律
の
留
保
は
分
化
す
る
方
向
に
進

む
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
法
律
の
専
属
的
所
管
事
項
の
問
題
と
、
行
政
活
動
に
ど
こ
ま
で
法
律
の
根
拠
を
必
要
と
す
る

か
と
い
う
問
題
（
た
だ
し
、
法
律
の
留
保
が
そ
の
こ
と
を
意
味
す
れ
ば
で
は
あ
る
が
、
行
政
法
学
説
の
中
に
は
実
質
的
に
そ
れ
以
外
の
意
味

を
持
ち
込
ん
で
議
論
し
て
い
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
、
そ
れ
が
議
論
を
混
乱
さ
せ
る
一
因
と
も
な
っ
て
い
る
（
は
、
論
理
的
に
は
区

別
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
は
な
お
問
題
と
な
る
も
の
の
、
必
ず
一
致
さ
せ
る
必
要
は
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
も
、

国
会
の
地
位
や
権
能
に
関
し
定
め
る
四
一
条
が
行
政
活
動
の
根
拠
や
制
約
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
と
す
る
の
は
、
そ
の
位
置
付

け
や
文
理
か
ら
は
素
直
に
は
出
て
こ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
法
律
の
留
保
に
つ
い
て
は
、
三
〇
条
・
八
四
条
に
よ
る
租
税
法
律

主
義
、
三
一
条
に
よ
る
罪
刑
法
定
主
義
を
は
じ
め
憲
法
の
個
別
の
規
定
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
行
政
活
動
に
関
す
る
一
般

的
な
法
律
の
留
保
は
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
を
採
用
す
る
憲
法
の
規
範
構
造
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
四
一
条
は
そ
の

構
造
の
一
つ
を
成
す
と
捉
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

法
律
に
よ
る
行
政
に
つ
い
て
は
、
行
政
法
学
で
は
、
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
が
そ
の
内
容
と
し
て
区
分
を
し
た
「
法
律
の
法
規
創
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造
力
」、「
法
律
の
優
位
」、「
法
律
の
留
保
」
の
三
つ
の
点
か
ら
論
じ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
、
そ
れ
ら
の
相
互

の
関
係
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
議
論
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
こ
で
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、「
法
律
の
法

規
創
造
力
」
と
「
法
律
の
優
位
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
捉
え
方
に
も
よ
る
も
の
の
、
⑴
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」

が
含
意
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
行
政
活
動
に
関
す
る
「
法
律
の
留

保
」
に
つ
い
て
は
、
国
の
行
政
活
動
を
正
当
化
す
る
権
限
を
も
つ
の
は
国
会
で
あ
り
そ
れ
は
法
律
で
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
す

る
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
中
に
読
み
込
む
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
も
思
わ
れ
る
が
、
仮
に
そ

の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
組
織
規
範
・
規
制
規
範
・
根
拠
規
範
の
区
別
の
問
題
や
「
法
律
の
留
保
」
の
範
囲
に
つ
い
て
、「
唯

一
の
立
法
機
関
」
だ
け
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る（（（
（

。

　

な
お
、
そ
の
関
係
で
は
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
は
、
行
政
権
や
司
法
権
と
の
関
係
に
お
い
て
権
限
あ
る
い
は
機
能
の
配
分
を
定

め
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、「
立
法
」
の
概
念
や
法
律
の
所
管
に
つ
い
て
は
、
行
政
法
だ
け
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
、
刑
事
法
は
も
ち
ろ
ん
、
民
事
法
な
ど
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
私
人
と
私
人
の
関

係
に
関
す
る
法
規
範
も
法
律
で
定
め
る
べ
き
こ
と
が
当
然
に
含
意
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う（（（
（

。
憲
法
学
や
行
政
法
学
で
は
、

「
唯
一
の
立
法
機
関
」
を
論
ず
る
に
際
し
、
私
法
分
野
の
法
律
の
存
在
を
十
分
に
考
慮
し
て
こ
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

⑸　

法
律
の
制
定
手
続
に
他
の
機
関
が
関
与
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
か

　
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
学
説
に
お
い
て
は
、
国
会
中
心
立
法
と
国
会
単
独
立
法
の
原
則
の
二
つ
に
分
け
る
の

が
通
例
で
あ
る
が
、
国
民
に
関
係
す
る
法
規
範
の
創
造
は
ま
ず
国
会
が
制
定
す
る
法
律
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
決
定
そ
の
も
の
が
国
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
他
方
、
法
の
形
成
主
体
に
し
て
も
、
法
律
の
制
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定
も
含
め
法
の
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
し
て
も
、
ひ
と
り
国
会
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
機
関
の
関
与
や
相
互
作
用
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
憲
法
も
予
定
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
実
際
に
も
、
不
可
避
で
あ
り
、

か
つ
、
法
形
成
の
あ
り
方
と
し
て
も
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
立
法
過
程
に
お
い
て
複
数
の
機
関
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
り

抑
制
と
均
衡
、
あ
る
い
は
協
働
と
対
抗
の
関
係
の
下
で
法
律
の
制
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
国
会
（
一
院
（
が
単
独
で
行
う
よ
り
も
、

立
法
の
質
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
得
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
法
律
の
制
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
他
の
機
関
が
関
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
憲
法

が
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
（
場
合
に
よ
っ
て
は
議
院
規
則
（
を
も
っ
て
認
め
れ
ば
、
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
た
だ

し
、
そ
の
決
定
そ
の
も
の
を
他
の
機
関
に
委
ね
た
り
、
国
会
の
主
体
的
な
決
定
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
関
与
や
、
内
閣
に

拒
否
権
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
権
限
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
定
め
る
と
し
て
も
、
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
関

与
を
国
会
自
身
が
認
め
る
こ
と
は
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
し
て
の
権
限
と
責
任
を
放
棄
す
る
に
等
し
く
、
四
一
条
又
は
五
九
条

一
項
に
も
反
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
関
与
で
な
く
国
会
の
主
体
的
・
自
律
的
な
決
定
が
確
保
さ
れ

て
い
る
限
り
は
、
憲
法
は
、
国
会
の
判
断
に
委
ね
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
法
律
案
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
議

院
内
閣
制
の
下
で
は
内
閣
が
も
つ
の
が
通
例
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
（
憲
法
七
二
条
（、
憲
法
は
そ
れ
を
認
め
る
か
ど
う
か
を

国
会
の
判
断
に
委
ね
た
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
審
議
過
程
に
お
い
て
、
内
閣
や
地
方
公
共
団
体
、
そ
の
他
一
定
の
者
の
意
見
を
聴
く

こ
と
を
制
度
化
す
る
こ
と
も
、
問
題
は
な
い
と
い
え
る
。

　

他
方
、
国
会
あ
る
い
は
議
院
が
認
め
な
い
限
り
、
他
の
機
関
が
法
律
案
の
審
議
・
決
定
の
手
続
に
自
ら
直
接
に
関
与
す
る
こ
と
は

お
よ
そ
想
定
さ
れ
得
な
い
（
な
お
、
他
の
機
関
等
が
実
質
的
に
影
響
力
を
も
つ
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
れ
と
は
別
の
政
治
的
な
問
題
と
し
て
検

討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（。
仮
に
問
題
と
な
り
得
る
と
す
れ
ば
、
憲
法
が
規
定
す
る
、
法
律
の
成
立
後
に
お
け
る
主
任
の
大
臣
に

よ
る
「
署
名
」・
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
「
連
署
」、
天
皇
の
国
事
行
為
と
し
て
実
質
的
に
は
内
閣
が
行
う
「
公
布
」
の
行
為
の
関
係
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と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
は
「
す
る
」・「
し
な
い
」
の
判
断
作
用
が
介
在
す
る
余
地
は
な
く
、
内
閣
に
お
い
て
は
成
立
法
律

を
そ
の
ま
ま
公
布
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
仮
に
そ
れ
に
反
す
る
行
為
が
あ
れ
ば
憲
法
上
の
義
務
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う（（（
（

。

　

⑹　
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
は
法
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
か

　

さ
て
、
以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
が
法
的
に
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
程
度
は
み
え
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
、
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ど
の
機
関
の
ど
の
よ
う
な
行
為
が
そ
れ
に
違
反
し
無
効
と

な
り
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
眼
目
が
、
国
民
に
関
係
す
る
法
規
範
の
創
設
な
い
し
制
定
法
の
形
式
の
発
動
の
第
一
次
的
判

断
・
決
定
に
つ
い
て
憲
法
が
定
め
る
場
合
を
除
き
国
会
が
独
占
す
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
反
す
る
の
は
、

国
会
自
身
が
そ
の
権
限
や
責
任
を
放
棄
す
る
場
合（（（
（

と
、
他
の
機
関
に
よ
っ
て
そ
の
権
限
が
侵
奪
さ
れ
た
り
、
そ
れ
が
阻
害
さ
れ
る
場

合
が
典
型
と
な
る
。

　

そ
れ
ら
に
該
当
す
る
場
合
を
思
い
付
く
ま
ま
に
挙
げ
る
な
ら
ば
、
前
者
の
例
と
し
て
は
、
行
政
機
関
の
命
令
等
に
対
す
る
包
括
的

な
委
任
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
委
任
法
律
は
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
し
て
の
責
任
を
放
棄
す
る
も
の
と
し
て
四
一
条
に
違
反
す
る

こ
と
に
な
る
。
法
律
で
自
ら
定
め
る
べ
き
事
項
を
観
念
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
命
令
に
委
ね
る
こ
と
も
責
任
放
棄
と
な
る（（（
（

。

行
政
計
画
や
行
政
指
針
に
具
体
化
等
を
委
ね
る
法
律
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
多
く
は
法
規
範
を
定
め
る
も
の
で
は
な
く
、
直
ち
に

四
一
条
に
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
も
の
の
、
例
外
的
に
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
形
骸
化
を
招
き
責
任
放
棄
に
等
し
い
よ
う
な

場
合
に
は
四
一
条
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
得
る
場
合
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
よ
う（（（
（

。
行
政
裁
量
を
広
く
認
め
る
よ
う
な
法

律
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
議
院
規
則
や
最
高
裁
判
所
規
則
と
の
関
係
で
は
、
憲
法
は
法
律
の
介
在
を
要
求
し
て
い
な
い
こ
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と
か
ら
、
そ
の
所
管
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ
れ
ら
に
広
く
任
せ
た
と
し
て
も
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
の
関
係
が
問
題
と

な
る
こ
と
は
な
い
。
法
律
の
規
定
の
あ
り
方
（
規
律
密
度
等
（
が
裁
判
所
と
の
関
係
で
四
一
条
の
問
題
を
惹
起
す
る
こ
と
も
ほ
と
ん

ど
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（（（
（

。

　

こ
の
ほ
か
、
法
律
の
制
定
の
判
断
を
他
の
機
関
に
委
ね
る
こ
と
も
そ
の
責
任
放
棄
と
な
る
と
い
え
る
が
、
両
議
院
の
議
決
の
一
致

に
よ
り
法
律
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、
端
的
に
は
五
九
条
一
項
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、

法
律
の
制
定
後
に
内
閣
に
拒
否
権
の
よ
う
な
権
限
を
与
え
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
四
一
条
に
違
反
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

他
方
、
後
者
の
他
の
機
関
に
よ
る
侵
害
の
例
と
し
て
は
、
他
の
機
関
が
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
得
な
い
こ
と
か
ら
、

法
律
が
介
在
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
制
定
法
の
形
式
を
発
動
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
典
型
が
、
行
政
機
関
に
よ
る
独
立
命
令
の
制

定
で
あ
る
。
法
律
が
介
在
し
な
い
命
令
の
制
定
は
、
四
一
条
（
政
令
の
場
合
は
そ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
解
釈
さ
れ
る
七
三
条
六
号
も
含

む
（
に
違
反
し
無
効
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
規
定
す
る
事
柄
を
問
わ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
法
律
が
整
備
さ
れ
て

く
る
と（（（
（

、
関
係
す
る
法
律
の
委
任
に
基
づ
く
も
の
だ
と
し
て
委
任
命
令
の
体
裁
が
と
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
律
が
本
来

想
定
し
て
い
な
か
っ
た
事
項
に
つ
い
て
命
令
を
定
め
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
得
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
実
質
的
に
は

法
律
が
介
在
し
な
い
命
令
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
、
通
常
は
、
委
任
法
律
と
の
関
係
で
委
任
の
範
囲
を
逸
脱

し
た
も
の
と
し
て
違
法
・
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が（（（
（

、
法
律
の
委
任
の
範
囲
を
超
え
た
も
の
な
の
か
、
独
立
命
令
な

の
か
、
そ
の
境
界
は
な
か
な
か
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
委
任
の
範
囲
を
超
え
た
命
令
も
法
律
の
規
定
が
介
在
し
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
独
立
命
令
と
異
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
、
特
に
、
委
任
と
い
う
体
裁
を
便
宜
的
に
装
っ
た
よ
う
な
命
令
に
つ
い
て
は
、

委
任
命
令
の
形
式
を
と
っ
て
い
て
も
、
四
一
条
と
の
関
係
を
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
行
政
機
関
が
通
達
、
解
釈

基
準
、
計
画
、
指
針
な
ど
定
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
内
部
的
な
も
の
や
法
的
な
意
味
を
も
た
な
い
も
の
に
と
ど
ま
る
限
り
、
直
ち

に
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
国
民
と
の
関
係
で
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
、
行
政
機
関
が
立
法
を
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行
っ
て
い
る
に
等
し
い
と
も
い
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
趣
旨
の
形
骸
化
・
空
洞
化
を
招
く
も
の
と
な
る

か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
議
院
規
則
と
最
高
裁
判
所
規
則
が
そ
の
所
管
の
範
囲
を
超
え
て
制
定
さ
れ
た
場
合
も
、
国
会
の
立
法
権
の
侵
奪
と
な
り
得

る
が
、
議
院
規
則
や
最
高
裁
判
所
規
則
の
所
管
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
も
詳
細
に
規
定
す
る
関
係
法
律
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、

そ
の
所
管
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
場
合
で
も
、
ま
ず
は
法
律
と
の
関
係
で
違
法
・
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る（（（
（

。

　

裁
判
所
に
よ
る
法
令
の
解
釈
・
適
用
を
通
じ
て
の
法
形
成
は
、
司
法
の
作
用
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
も
前
提
と
し
て
い

る
と
い
え
る
が
、
個
人
の
権
利
・
利
益
の
救
済
や
正
義
・
衡
平
の
観
点
か
ら
、
立
法
府
で
あ
る
国
会
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
よ

う
な
部
分
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
判
断
を
行
っ
た
り
、
反
制
定
法
的
解
釈
を
行
う
こ
と
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
も
問
題
と
な
り

得
る
。
法
令
の
解
釈
・
適
用
に
よ
り
行
う
こ
と
が
可
能
な
範
囲
を
超
え
て
裁
判
所
が
判
断
を
示
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
立
法
を
行
う

に
等
し
い
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が（（（
（

、
ま
ず
は
、
司
法
救
済
の
必
要
性
、
立
法
府
の
不
作
為
の
有
無
・
状
況
な
ど
も
考
慮
し
つ

つ
、
司
法
の
役
割
や
限
界
と
の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
直
ち
に
四
一
条
と
の
関
係
を
持
ち
出
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
裁
判
所
に
よ
る
法
形
成
や
法
の
支
配
の
実
現
・
確
保
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
国
会
の
「
唯
一
の
立
法
機

関
」
性
を
相
対
化
さ
せ
る
面
が
あ
る
こ
と
は
否
め
ず
、
裁
判
所
が
憲
法
八
一
条
の
違
憲
審
査
権
の
行
使
に
よ
り
国
会
が
制
定
し
た
法

律
を
違
憲
・
無
効
と
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
個
別
的
効
力
に
と
ど
ま
る
と
し
て
も
、
憲
法
保
障
の
点
か
ら
国
会
の
立
法
権
を
実
質
的

に
抑
制
・
制
約
す
る
意
味
合
い
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
紛
争
処
理
機
関
で
あ
る
裁
判
所
の
役
割
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
だ
が
、
立
法
の
質
や
よ
り
良
き
立
法
と
い
う
点
か
ら
は
、
む
し
ろ
、
両
者
の
相
互
作
用
と
い
う
こ
と
も
含
め
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
も
織
り
込
み
な
が
ら
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
意
味
・
射
程
が
理
解
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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こ
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
が
制
定
す
る
条
例
の
場
合
に
は
国
の
法
令
と
の
関
係
や
憲
法
九
四
条
の
問
題
と
な
る
に
と
ど
ま
り
、

社
会
的
な
規
範
に
つ
い
て
は
四
一
条
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
い
と
い
え
る（（（
（

。
ま
た
、
法
律
の
制
定
手
続
に
対

す
る
他
の
機
関
が
自
ら
関
与
す
る
余
地
と
そ
れ
が
問
題
と
な
り
得
る
場
合
に
つ
い
て
は
⑸
で
検
討
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

な
お
、
国
家
機
関
の
行
為
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
法
的
判
断
は
、
最
終
的
に
は
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
付
随
的
審
査
制
が
採
用
さ
れ
、
ま
た
、
特
に
政
治
性
を
帯
び
る
問
題
に
対
し
て
は
最
高
裁
判
所
の
消
極
的
・
謙
抑
的
な
姿
勢
が

顕
著
に
み
ら
れ
る
中
で
、
実
際
に
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
に
違
反
し
無
効
と
判
断
さ
れ
る
場
合
と
い
う
の
は
よ
り
限
定
的
と
な
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
裁
判
規
範
だ
け
で

な
く
行
為
規
範
と
し
て
の
意
義
・
役
割
な
ど
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
法
的
な
意
味
を
理
論
的
に
明
確
に
し

て
お
く
必
要
性
が
減
少
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

三　
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
等
を
通
じ
て
の
検
討

　

で
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
の
関
係
が
問
わ
れ
、
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
。

二
で
の
検
討
を
踏
ま
え
、
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
事
例
を
通
し
て
、
そ
の
意
味
・
射
程
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　

１　

個
別
的
法
律

　

四
一
条
の
「
立
法
」
の
意
味
を
論
ず
る
に
際
し
、
法
律
の
一
般
性
と
の
関
係
で
、
個
別
的
法
律
の
是
非
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、

既
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
国
家
以
降
に
お
い
て
も
個
別
的
法
律
は
存
在
し
続
け
て
き
た
の

で
あ
り（（（
（

、
ま
た
、
国
民
の
生
存
・
生
活
や
実
質
的
平
等
に
配
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
以
上
は
、
個
別
的
法
律
の
存
在
を
否
定
す
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る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
妥
当
と
も
い
え
な
い
。
連
邦
共
和
国
基
本
法
一
九
条
一
項
が
「
…
…
法
律
は
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
に
個
々
の
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
当
面
の
具
体
的
課
題
な

ど
に
対
処
す
る
た
め
だ
け
の
措
置
法
な
い
し
処
分
的
法
律
を
め
ぐ
り
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
で
も
、
連
邦
憲
法
裁

判
所
の
一
九
六
九
年
五
月
七
日
判
決
が
、「
措
置
法
の
概
念
は
、
憲
法
上
重
要
で
は
な
い
」
と
す
る
と
と
も
に
、
同
項
の
射
程
を
基

本
権
の
制
限
の
場
合
に
限
定
し
、
か
つ
、
単
数
の
事
実
関
係
の
規
律
が
客
観
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
場
合

に
は
排
除
さ
れ
な
い
と
し
た
ほ
か
、
学
説
に
お
い
て
も
、
特
定
の
者
の
み
を
対
象
と
し
た
個
別
的
法
律
に
関
す
る
同
項
の
判
断
と
基

本
法
三
条
一
項
の
一
般
平
等
原
則
に
よ
る
判
断
と
を
実
質
的
に
同
一
化
す
る
（
す
な
わ
ち
平
等
原
則
の
問
題
へ
と
収
斂
す
る
（
方
向
で

議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
て
お
り
、
一
九
条
一
項
の
も
つ
意
味
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（（（
（

。

　

し
か
も
、
日
本
で
は
、
少
な
く
と
も
規
制
立
法
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
者
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
一
般
的
な
形

式
を
と
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
お
り（（（
（

、
ま
た
、
そ
の
個
別
性
が
争
わ
れ
て
も
、
裁
判
所
の
側
は
、
立
法
の
動
機
や
狙
い
に
ま
で
踏
み

込
む
こ
と
な
く
、
法
律
の
規
定
を
形
式
的
に
審
査
し
、
一
般
的
規
範
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
多
い（（（
（

。

　

も
っ
と
も
、
四
一
条
か
ら
は
、
一
般
性
に
よ
る
立
法
の
限
界
を
導
き
出
し
得
な
い
と
し
て
も
、
個
別
的
法
律
は
、
あ
く
ま
で
も
例

外
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
権
の
狙
い
撃
ち
的
な
侵
害
や
利
益
誘
導
に
つ
な
が
る
懸
念
が
あ
る
こ
と
も
確

か
で
あ
り
、
そ
の
法
的
な
限
界
を
明
確
化
す
る
こ
と
も
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
結
局
は
、
平
等
原

則
や
個
別
の
人
権
規
定
、
権
力
分
立
（
行
政
権
・
司
法
権
（
な
ど
に
よ
っ
て
限
界
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
。

　

２　

規
範
性
の
薄
い
法
律

　

法
律
は
、
諸
々
の
要
求
の
実
現
や
政
策
の
推
進
の
た
め
の
最
も
有
力
な
媒
体
で
あ
り
、
政
治
的
な
ア
ピ
ー
ル
の
手
段
と
も
な
る
だ
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け
に
、
立
法
そ
の
も
の
が
目
的
化
・
象
徴
化
し
、
法
律
の
道
具
化
の
様
相
が
強
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
法
律
で
規
定
す
る
事
項

に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
く
な
り
、
規
範
性
の
薄
い
法
律
な
ど
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
存
在
を
ま
す
ま
す
曖
昧
化
・

希
薄
化
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

こ
の
点
、
法
律
と
い
う
形
式
を
用
い
る
以
上
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
最
低
限
、
広
い
意
味
で
の
規
範
性

を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（（（
（

。
す
な
わ
ち
、
国
家
が
制
定
す
る
法
の
形
式
を
用
い
る
以
上
、
名

宛
人
が
、
国
民
で
あ
ろ
う
と
、
政
府
で
あ
ろ
う
と
、
特
定
の
機
関
や
公
務
員
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
一
定
の
行
為
・
判

断
・
評
価
な
ど
を
す
る
よ
う
そ
の
名
宛
人
に
指
示
し
、
導
く
力
が
何
ら
か
の
形
で
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
規
範
性
の
あ

る
こ
と
が
法
律
と
し
て
の
最
低
限
の
条
件
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
単
な
る
認
識
、
望
ま
し
さ
、
希
望
な
ど
を
述
べ
る
に
過
ぎ
な
い
法

律
は
、
規
範
性
を
欠
き
、
法
律
の
形
式
の
濫
用
と
の
誹
り
を
免
れ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

日
本
で
は
、
規
範
性
の
問
題
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
憲
法
院
が
、
二
〇
〇
四
年
七
月

二
九
日
判
決
で
「
法
律
は
、
法
準
則
を
表
明
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
、
ゆ
え
に
、
規
範
的
射
程
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
て
、
法
律
の
規
範
性
を
要
求
し
た
の
に
続
き
、
二
〇
〇
五
年
四
月
二
一
日
判
決
で
、
学
校
の
将
来
に
関
す
る
方
針
及
び
計
画
策

定
法
七
条
Ⅱ
の
規
定
が
あ
ら
ゆ
る
規
範
的
射
程
を
欠
い
て
い
る
と
し
て
憲
法
に
違
反
す
る
と
し
た（（（
（

。

　

日
本
に
お
け
る
立
法
の
状
況
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
法
律
の
質
や
あ
り
方
と
し
て
規
範
性
の
問
題
に
も
目
を
向
け
て
い
く
べ
き
で

あ
る
が
、
四
一
条
か
ら
立
法
の
限
界
が
導
き
出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
た
と
え
規
範
性
を
欠
く
よ
う
な
法
律
が
制
定
さ

れ
た
と
し
て
も
、
憲
法
的
な
評
価
・
統
制
に
結
び
付
く
こ
と
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い（（（
（

。

　

３　

委
任
立
法

　

行
政
機
関
が
制
定
す
る
命
令
に
つ
い
て
は
、
現
行
件
数
・
制
定
件
数
と
も
に
、
法
律
の
そ
れ
を
遥
か
に
凌
駕
し
、
多
く
の
事
項
が
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命
令
に
委
任
さ
れ
て
お
り
、
包
括
的
な
委
任
も
少
な
く
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
委
任
立
法
の
増
大
と
い
う
現
象
に
対
し
て
は
、
議
会
主
義
や
法
律
に
よ
る
行
政
の
観
点
な
ど
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
委
任
立
法
の
憲
法
上
の
許
容
性
に
つ
い
て
問
題
と
す
る
議
論
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
は
、
政

令
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
命
令
も
含
め
て
、
そ
の
存
在
を
許
容
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
り（（（
（

、
ま
た
、
四
一
条
は
、
法
律
が
介

在
し
な
い
命
令
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
と
し
て
も
、
法
律
で
す
べ
て
を
規
定
す
る
こ
と
ま
で
は
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

委
任
命
令
や
執
行
命
令
の
存
在
を
許
容
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

委
任
立
法
は
、
現
代
国
家
に
お
い
て
議
会
の
専
門
的
・
技
術
的
・
時
間
的
な
能
力
な
ど
の
限
界
に
伴
う
不
可
避
の
も
の
で
あ
り
、

問
題
な
の
は
、
そ
の
存
在
で
は
な
く
、
そ
の
現
状
で
あ
り
、
大
事
な
こ
と
は
、
四
一
条
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
そ
の
あ
り
方
・
限
界
と

統
制
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
場
合
に
、
委
任
立
法
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
は
、
委
任
す
る
法
律
に
お
け
る
委
任
の
是
非
・
あ
り
方
の
問
題
と
、
命
令
が
委

任
の
趣
旨
・
範
囲
を
超
え
て
い
な
い
か
と
い
う
委
任
命
令
の
あ
り
方
の
問
題
と
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
委
任
立
法
に
つ
い
て
は
、
学
説
や
判
例
の
状
況
な
ど
か
ら
そ
の
限
界
よ
り
も
統
制
に
重
点
を
置
く
べ
き
と
す
る
議
論

も
み
ら
れ
る
が
、
委
任
の
あ
り
方
や
限
界
に
関
し
詰
め
て
お
く
べ
き
点
も
少
な
く
な
く
、
限
界
の
問
題
と
統
制
の
問
題
は
い
わ
ば
車

の
両
輪
で
あ
り
、
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
現
実
に
は
、
議
員
は
命
令
へ
の
委
任
に
対
す
る
問
題

意
識
が
希
薄
で
あ
る
一
方
、
立
法
の
中
心
を
占
め
る
内
閣
提
出
法
律
で
は
命
令
へ
の
委
任
を
実
質
的
に
決
め
て
い
る
の
は
委
任
さ
れ

る
側
の
行
政
機
関
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
改
正
の
際
の
国
会
審
議
を
避
け
る
た
め
に
命
令
で
定
め
よ
う
と
す
る
誘

惑
も
働
き
や
す
い
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
あ
り
方
や
限
界
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
仕
組
み
を
整

備
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
で
、
こ
れ
ま
で
の
立
法
の
委
任
の
限
界
の
議
論
を
み
て
み
る
と
、
委
任
は
な
る
べ
く
個
別
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的
・
具
体
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
い
か
な
る
場
合
に
も
国
会
が
立
法
権
を
独
占
す
る
と
い
う
憲
法
の
建
前
を
否
定
す

る
よ
う
な
一
般
的
・
包
括
的
な
委
任
は
許
さ
れ
な
い
と
の
考
え
方
が
広
く
支
持
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
所
も
、
具
体
的
な
委
任
か
、
広

範
か
つ
概
括
的
な
委
任
か
に
よ
っ
て
判
断
を
行
っ
て
き
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
考
え
方
と
し
て
は
と
も
か
く
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
ほ
と
ん
ど
基
準
た
り

得
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
、
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
ド
イ
ツ
の
本

質
性
理
論
を
取
り
入
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
質
的
・
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
は
国
会
が
定
め
る
べ
き
で
、
委
任
は
許
さ
れ
な
い

と
の
議
論
で
あ
る（（（
（

。
し
か
し
、
制
度
の
基
本
は
法
律
で
定
め
る
べ
き
こ
と
（
規
律
密
度
（
や
命
令
へ
の
委
任
が
許
さ
れ
ず
法
律
で
必

ず
規
定
す
べ
き
事
項
が
あ
る
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
国
会
の
立
法
権
や
責
任
の
放
棄
は
許
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
は
、
一
般
的
・
包
括
的
な
委
任
の
禁
止
と
、
本
質
的
・
基
本
的
事
項
は
法
律
に
留
保
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
の
は
、
そ
れ

ほ
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
く
も
な
い
。
し
か
も
、
本
質
的
事
項
・
重
要
事
項
と
い
っ
て
も
、
何
が
そ
れ

に
該
当
す
る
か
は
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
。

　

結
局
は
、
一
般
的
な
形
で
そ
の
判
断
基
準
を
示
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
委
任
す
る
法
律
の
側
に
お
い
て
基
本
的
な
内
容
が
定

め
ら
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
り
、
委
任
が
許
さ
れ
な
い
事
項
も
あ
る
こ
と（（（
（

、
委
任
す
る
事
項
・
範
囲
が
限
定
さ
れ
、
委
任
の
目
的
と
行

政
機
関
が
委
任
命
令
を
定
め
る
場
合
の
基
準
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
つ
つ
、
実
際
に
ど
の
程
度
の

内
容
を
法
律
で
定
め
、
委
任
事
項
を
限
定
し
、
委
任
の
基
準
を
明
確
化
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
委
任
事
項
の
内
容
、
委
任
さ
れ
た

権
限
の
大
小
な
ど
様
々
な
要
素
を
考
慮
し
て
決
め
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
国
会
が
法
律
で
規
定
す
る
の
と
行
政
機

関
に
委
ね
る
の
と
ど
ち
ら
が
問
題
解
決
に
適
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
検
討
さ
れ
る
と
と
も
に
、
委
任
の
目
的
・
理
由
に
応
じ

て
委
任
の
基
準
・
範
囲
や
限
界
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
委
任
す
る
事
項
が
国
民
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影

響
・
効
果
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
か
ら
委
任
の
あ
り
方
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
国
民
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
規
律
す
る
も
の
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に
は
よ
り
厳
格
さ
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
（
逆
に
国
民
の
権
利
義
務
に
は
直
接
に
関
係
の
な
い
作
用
あ
る
い
は
専
門
的
・
技
術
的
な
事
項
の

場
合
に
は
弾
力
的
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
（
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
具
体
的
な
事
例
の
積
重
ね
に
よ
っ
て
相
場
を

形
成
し
て
い
く
ほ
か
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
、
国
会
に
よ
る
統
制
や
国
民
参
加
の
手
段
な
ど
と
の
組
合
せ
も
考
慮
し
な
が

ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
委
任
命
令
の
統
制
に
つ
い
て
は
、
大
別
す
れ
ば
、
①
裁
判
所
に
よ
る
統
制
、
②
議
会
に
よ
る
統
制
、
③
国
民
参
加
の
制
度

の
三
つ
が
あ
り
、
近
年
は
、
裁
判
に
お
い
て
委
任
命
令
が
法
律
の
委
任
の
範
囲
を
逸
脱
し
違
法
と
さ
れ
る
例
が
増
え
て
い
る
ほ
か
、

行
政
手
続
法
に
お
い
て
意
見
公
募
手
続
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
の
制
度
が
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
司
法
に
よ

る
統
制
は
、
事
後
的
で
か
つ
訴
訟
の
提
起
を
前
提
に
合
法
性
の
審
査
を
行
う
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ 

メ
ン
ト
の
制
度
は
、
情
報
の
事
前
提
供
と
い
う
意
味
は
あ
る
も
の
の
、
民
意
の
反
映
も
含
め
ど
の
程
度
統
制
的
な
機
能
を
果
た
し
得

る
か
は
不
確
実
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
は
、
国
会
に
よ
る
統
制
の
仕
組
み
の
整
備
や
、
審
議
会
、
公
聴
会
の
制

度
な
ど
の
活
用
も
図
ら
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
国
会
に
よ
る
統
制
に
つ
い
て
は
、
立
法
の
委
任
が
必
要
と
さ

れ
る
背
景
・
理
由
か
ら
い
っ
て
、
過
大
な
期
待
を
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
統
制
方
法
は
厳
格
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど

よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
委
任
命
令
に
つ
き
国
会
の
拒
否
手
続
や
承
認
手
続
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
可
能
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
得
る
が
、
そ
の
よ
う
な
権
限
を
国
会
の
側
が
留
保
す
る
こ
と
は
立
法
の

権
限
の
一
部
を
委
ね
る
場
合
の
委
任
の
仕
方
や
条
件
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
法
律
で
規
定
す
る
こ
と
が
直
ち
に
憲
法
に
反
す
る

と
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
る（（（
（

。

　

委
任
命
令
の
統
制
方
法
に
は
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
等
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
を
適
当
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
委
任
立
法
の
過
程
の
透
明
性
を
高
め
、
法
律
に
よ
る
行
政
や
民
主
主
義
の
実
質
化
が
図
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
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４　

国
の
行
政
組
織

　

国
の
行
政
組
織
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
、
国
家
行
政
組
織
法
、
各
府
省
の
設
置
法
な
ど
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が

法
律
で
定
め
る
べ
き
事
項
な
の
か
、
ま
た
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
憲
法
の
ど
の
条
文
を
根
拠
と
し
て
ど
こ
ま
で
法
律
で
定
め
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
と
な
っ
て
き
た（（（
（

。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
憲
法
学
説
で
は
、
四
一
条
の
「
立
法
」
を
実
質
的
意
味
に
解
し
た
上
で
、
行
政
組
織
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る

と
す
る
も
の
が
比
較
的
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
付
け
や
範
囲
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
詰
め
た
議
論
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
憲
法
六
六
条
一
項
が
内
閣
の
組
織
に
つ
き
法
律
で
規
定
す
べ
き
と
し
て
い
る
こ
と
、
府
省
が
直
接
国
民
に

対
し
て
行
動
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
国
会
は
行
政
組
織
の
編
成
権
を
も
つ
と
し
て
、
府
省
の
設
置
だ
け
で
な
く
、
府

省
の
内
部
組
織
に
つ
い
て
も
法
律
事
項
と
解
す
る
説
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
一
九
八
三
年
の
国
家
行
政
組
織
法
の
改
正

に
よ
り
、
官
房
・
局
・
部
・
課
や
審
議
会
・
施
設
等
機
関
の
設
置
が
政
令
事
項
と
さ
れ
た
際
に
は
、
違
憲
の
疑
い
が
あ
る
と
の
指
摘

が
み
ら
れ
た
ほ
か
、
委
任
と
い
う
論
理
構
成
に
よ
っ
て
合
憲
性
を
説
明
す
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
た
。

　

し
か
し
、
内
部
組
織
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
憲
法
上
の
法
律
事
項
と
さ
れ
る
の
か
は
明
ら
か
と
い
え
ず
、
他
方
、
行
政
機
関
が
内

部
組
織
に
つ
い
て
自
律
的
に
決
定
す
る
余
地
を
一
切
合
切
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（（（
（

。
む
し
ろ
、
内

部
組
織
に
つ
い
て
法
律
で
ど
こ
ま
で
定
め
る
か
は
、
国
会
の
判
断
に
よ
る
の
で
あ
り
、
政
令
事
項
と
し
た
こ
と
は
委
任
と
は
異
な
る

と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
本
来
的
に
行
政
組
織
の
編
成
権
の
所
在
が
議
会
と
行
政
府

の
い
ず
れ
に
あ
る
と
す
る
の
か
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
と
も
に
、
省
の
設

置
は
行
政
府
で
決
定
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
比
較
法
的
に
み
る
と
、
日
本
の
現
在
の
制
度
や
、
内
部
組
織
も
含
め
法
律
事
項

を
広
く
解
そ
う
と
す
る
議
論
は
や
や
特
殊
と
い
え
な
く
も
な
い（（（
（

。
そ
し
て
、
政
権
交
代
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
に
伴
い
、
政
権
に
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よ
っ
て
府
省
の
設
置
も
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
り
、
国
家
行
政
組
織
法
や
府
省
設
置
法
は
廃
止
す
べ
き

だ
と
の
議
論
も
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

国
民
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
か
ら
国
の
行
政
組
織
は
四
一
条
の
「
立
法
」
に
事
項
と
し
て
含
ま
れ
る
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ

け
で
は
な
い
が
、
行
政
組
織
の
う
ち
法
律
で
定
め
る
べ
き
範
囲
に
つ
い
て
は
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
だ
け
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は

難
し
く
、
旧
憲
法
下
の
官
制
大
権
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
や
四
一
条
前
段
と
後
段
を
合
わ
せ
た
そ
の
全
体
の
趣
旨
等
に
照
ら
せ
ば
行
政

組
織
の
編
成
権
は
国
会
が
有
す
る
と
解
さ
れ
得
る
こ
と
、
六
六
条
一
項
や
七
三
条
四
号
の
規
定
、
さ
ら
に
憲
法
が
前
提
と
し
て
い
る

と
解
さ
れ
る
国
務
大
臣
行
政
長
官
制
な
ど
も
考
慮
し
つ
つ
、
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら

は
、
有
力
学
説
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
少
な
く
と
も
内
閣
の
基
本
的
な
組
織
と
国
務
大
臣
を
長
と
す
る
府
省
の
設
置
・
任
務
な
ど
に

つ
い
て
は
法
律
で
定
め
る
べ
き
こ
と
に
な
り
、
府
省
の
内
部
組
織
な
ど
に
つ
い
て
は
、
行
政
組
織
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要

性
と
政
治
状
況
や
行
政
需
要
の
変
化
へ
の
機
動
的
・
弾
力
的
な
対
応
の
必
要
性
な
ど
を
考
慮
し
、
法
律
で
定
め
る
こ
と
に
す
る
の
か
、

命
令
で
定
め
る
こ
と
に
す
る
の
か
は
国
会
の
政
策
的
・
政
治
的
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ

る
（
（（
（

。

　

な
お
、
そ
の
際
に
は
、
法
律
で
定
め
る
こ
と
は
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
面
で
は
望
ま
し
い
よ
う
に
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
府
省
等
の
組
織
の
安
定
性
を
保
障
し
、
そ
の
自
律
性
を
強
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
逆
に
、
政
治
、
特
に
内
閣
の
主

導
性
や
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
妨
げ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

５　

法
律
制
定
後
の
内
閣
に
よ
る
訂
正

　

法
律
が
、
両
議
院
で
可
決
さ
れ
成
立
し
た
後
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
た
め
に
は
、
法
律
の
公
布
と
施
行
が
必
要
と
な
る
が
、
施
行

に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
規
定
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
公
布
に
つ
い
て
は
別
途
行
為
が
必
要
と
な
り
、
そ
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れ
を
行
う
の
は
天
皇
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
助
言
と
承
認
を
す
る
内
閣
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
法
律
の
公
布
は
、
有
効
に
成
立
し
た

法
律
を
一
般
の
国
民
に
表
示
す
る
行
為
で
あ
り
、
日
本
で
は
、
法
律
の
効
力
発
生
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。

　

公
布
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
公
布
奏
上
か
ら
三
〇
日
以
内
の
公
布
を
義
務
付
け
る
国
会
法
六
六
条
の
ほ
か
は
、
こ
れ
を
規
定
す
る

も
の
は
な
く
、
慣
行
と
し
て
、
官
報
に
登
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
法
令
の
公
布
の
手
続
に
つ
い
て
定
め
て
い
た
公

式
令
が
日
本
国
憲
法
の
施
行
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
る
一
方
、
公
式
令
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
日
本
政
府
が
用
意
し
て
い
た
公
式
方
式

令
案
・
公
式
方
式
法
案
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
反
対
な
ど
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
と
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。
公
布
と
い
う
憲
法
が
定
め
る
手
続
に
つ
い
て
法
律
に
よ
る
こ
と
な
く
内
閣
に
よ
る
慣
行
的
な
取
扱
い
に
委
ね
る
こ
と
は
、

憲
法
と
の
関
係
で
議
論
と
な
り
得
な
い
で
は
な
い
が
、
憲
法
に
反
す
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る（（（
（

。

　

法
律
の
公
布
に
あ
た
り
、
公
布
す
る
か
否
か
の
自
由
は
な
い
と
さ
れ
、
成
立
し
た
法
律
を
そ
の
ま
ま
官
報
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
法
律
に
つ
い
て
は
公
布
行
為
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
法
律
の
条
文
に
つ
い
て
官
報
正
誤
が
慣
行
的

に
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
の
関
係
で
問
題
を
生
じ
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
の
点
、
単
純
な
官
報
登
載
の
際
の
ミ
ス
で
あ
れ
ば
正
誤
で
対
応
す
る
こ
と
に
何
ら
問
題
は
な
い
だ
け
で
な
く
、
成
立
し
た
法
律

の
条
文
に
一
見
明
白
な
形
式
上
の
誤
り
が
あ
る
場
合
に
官
報
正
誤
で
訂
正
す
る
こ
と
も
こ
れ
ま
で
慣
行
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
り
、
直
ち
に
国
会
の
立
法
権
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
人
間
が
行
う
作
業
で
あ
り
、
し
か
も
法
案
の
立

案
作
業
は
極
め
て
膨
大
か
つ
複
雑
な
作
業
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
誤
り
を
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
、
国
民
に
対
し
て
速
や
か
に
正
し
い
条
文
を
知
ら
せ
る
こ
と
で
誤
り
に
よ
っ
て
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
の
重
要
性

を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
官
報
正
誤
と
い
っ
た
便
宜
的
な
対
応
に
よ
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
。

　

し
か
し
、
官
報
正
誤
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
範
囲
を
超
え
て
法
律
の
条
文
の
訂
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
四
一
条
と
の

関
係
で
疑
義
を
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
。
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そ
の
点
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
四
年
の
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
平
成
一
六
年
法
律
第
一
〇
四
号
（

に
関
す
る
官
報
正
誤
で
あ
り
、
正
誤
は
四
〇
か
所
に
及
び
、
そ
の
中
に
は
条
文
の
追
加
な
ど
も
含
ま
れ
、
官
報
で
二
頁
分
と
も
な
る

膨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
内
閣
限
り
で
過
誤
の
訂
正
を
行
う
こ
と
は
「
国
の
立
法
」
に
当
た
る
行
為
で
あ
り
四

一
条
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
、
特
に
条
文
を
追
加
す
る
行
為
は
立
法
行
為
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
が
質
問
主

意
書
や
委
員
会
質
疑
で
指
摘
・
批
判
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
内
閣
の
側
は
、「
官
報
正
誤
と
は
、
法
文
の
「
表

記
上
の
誤
り
」、
す
な
わ
ち
、
実
質
的
な
法
規
範
の
内
容
と
法
文
の
表
記
と
の
間
に
形
式
的
な
齟
齬
が
あ
る
こ
と
が
客
観
的
に
明
ら

か
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
法
文
の
表
記
を
実
質
的
な
法
規
範
の
内
容
に
即
し
た
も
の
に
訂
正
す
る
も
の
で
あ
り
、

実
質
的
な
法
規
範
の
内
容
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
」、「
法
文
の
表
記
を
速
や
か
に
実
質
的
な
法
規
範
の
内
容
に
即
し
た
も
の
に

訂
正
し
、
そ
れ
を
広
く
国
民
に
知
ら
せ
る
こ
と
は
、
内
閣
の
当
然
の
責
務
で
あ
る
」、「
官
報
正
誤
は
、
…
…
「
国
の
立
法
」
に
当
た

る
行
為
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
憲
法
第
四
一
条
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
答
弁
を
繰
り
返
し
た（（（
（

。

　

法
律
の
条
文
の
過
誤
に
つ
い
て
、
迅
速
か
つ
効
率
的
な
手
段
と
し
て
官
報
正
誤
で
訂
正
す
る
こ
と
が
直
ち
に
四
一
条
と
の
関
係
で

許
さ
れ
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
だ
が
、
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
表
記
上
の
誤
り
が
あ
る
場
合
に
実
質
的
な

法
規
範
が
常
に
客
観
的
に
定
ま
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
れ
に
関
す
る
立
法
者
の
意
思
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、

実
質
的
な
法
規
範
が
何
で
あ
り
、
法
文
の
表
記
と
の
齟
齬
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
権
限
は
誰
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
ど

も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
内
閣
の
側
の
説
明
に
は
疑
問
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
、
問
題
な
の
は
、
官
報
正
誤
に
よ
り
訂
正
す

る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
条
項
の
追
加
ま
で
含
む
膨
大
な
正
誤
を
内
閣
の
判
断
だ
け
で
行
う
こ
と
で
あ
り（（（
（

、
例
外
的
な
も
の
と
は
い

え
、
そ
れ
を
大
幅
に
許
す
こ
と
は
国
会
の
立
法
権
の
侵
奪
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

官
報
正
誤
に
よ
る
訂
正
を
維
持
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
四
一
条
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
国
会
の
関
与
や
官
報
正
誤
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
を
国
会
と
内
閣
と
の
間
で
ル
ー
ル
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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６　

法
律
に
よ
る
国
の
事
務
の
限
定
と
条
例
に
よ
る
法
律
の
上
書
き

　

近
年
に
お
い
て
は
、
地
方
分
権
が
国
政
上
の
重
要
課
題
と
さ
れ
、
第
一
次
分
権
改
革
、
第
二
次
分
権
改
革
な
ど
の
改
革
が
進
め
ら

れ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
は
、
国
の
立
法
な
い
し
法
律
の
あ
り
方
も
問
題
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
国
と
地
方
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
分
権
改
革
の
一
つ
の
成
果
と
し
て
補
完
性
・
近
接
性
の
原
理
も
取
り
入
れ
た
国
と
地

方
の
役
割
分
担
の
原
則
が
地
方
自
治
法
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
国
の
役
割
を
限
定
す
る
方
向
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
・
自
立
性
を
拡
大
す
る
方
向
で
国
と
地
方
公
共
団
体
が
役
割
分
担
を
す
る
こ
と
を

目
指
す
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
さ
ら
に
徹
底
し
、
国
と
地
方
の
事
務
の
あ
り
方
と
し
て
、
国
と

地
方
公
共
団
体
の
事
務
を
で
き
る
だ
け
分
離
し
た
上
で
、
立
法
権
も
含
め
国
の
事
務
を
法
律
で
明
確
に
限
定
す
べ
き
と
の
議
論
も
み

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
問
題
と
な
っ
て
き
た
の
が
、
四
一
条
な
ど
に
照
ら
し
国
会
の
立
法
権
ま
で
限
定
す
る
こ
と
の
憲
法
上

の
可
否
で
あ
る（（（
（

。

　

も
う
一
つ
は
、
第
二
次
分
権
改
革
で
の
国
の
法
令
に
よ
る
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定
の
内
容
を
条

例
に
よ
っ
て
変
更
・
補
正
す
る
「
上
書
権
」
を
地
方
公
共
団
体
に
付
与
す
る
こ
と
の
是
非
が
問
題
と
な
り
、
こ
れ
を
求
め
る
側
か
ら

は
、
法
律
の
通
則
的
な
規
定
に
よ
り
一
般
的
な
上
書
権
を
地
方
公
共
団
体
に
認
め
る
こ
と
な
ど
が
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
般
的

な
上
書
権
の
付
与
は
、
国
会
を
唯
一
の
立
法
機
関
と
し
法
律
の
範
囲
内
で
条
例
制
定
権
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
の
下
で
は
困
難
で
あ

り
、
個
別
の
法
律
で
上
書
き
を
認
め
る
方
法
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
考
え
方
が
有
力
で
あ
り
、
政
府
に
お
い
て
義
務
付
け
・

枠
付
け
の
見
直
し
を
検
討
し
た
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
の
第
三
次
勧
告
で
も
同
様
の
認
識
が
示
さ
れ
た（（（
（

。
こ
の
た
め
、
実
際
の

義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
に
お
い
て
は
、
条
例
に
よ
る
上
書
き
の
許
容
で
は
な
く
、
条
例
へ
の
委
任
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
が（（（
（

、
条
例
の
一
般
的
な
上
書
権
を
認
め
る
べ
き
と
の
議
論
も
な
お
く
す
ぶ
り
続
け
て
い
る
。
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前
者
の
国
の
事
務
の
限
定
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
留
意
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
法
律
で
国
の
事
務
を
限
定
し
た
場
合
の
そ

の
意
味
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
国
と
地
方
の
関
係
、
地
方
自
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
国
の
法
律
で
定
め
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲

法
の
下
で
は
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
す
る
こ
と
が
国
の
立
法
的
な
関
与
を
排
除
す
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
結
び
付
か
な
い
。
ま

た
、
仮
に
国
の
事
務
の
限
定
が
立
法
権
の
制
約
を
意
味
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
法
律
で
行
う
以
上
は
、
後
に
法
律
で
そ
れ
と
異
な

る
定
め
を
す
る
こ
と
は
排
除
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
会
の
立
法
権
を
法
的
に
拘
束
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
体
系
上
、

法
律
で
は
対
応
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
な
る
と
、
法
律
で
国
会
の
立
法
の
対
象
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
と
す
る
か
、
で
き
な
い
あ
る
い
は
不
適
当
と
す

る
か
、
そ
れ
と
も
、
国
会
に
よ
る
自
制
の
表
れ
と
し
て
意
味
を
も
ち
得
る
と
す
る
か
の
問
題
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
仮
に
自
制
と

い
っ
た
程
度
の
意
味
に
と
ど
ま
る
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
国
会
の
責
任
放
棄
と
し
て
、
あ
え
て
四
一
条
に
反
す
る
と
ま
で
い

う
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
政
策
的
・
制
度
的
に
ど
こ
ま
で
妥
当
性
を
も
ち
得
る
か
に
つ
い
て
は
、
十
分

に
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
、
後
者
の
通
則
規
定
に
よ
る
条
例
の
上
書
権
に
つ
い
て
は
、
国
会
が
法
律
に
よ
っ
て
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
法

律
の
内
容
等
を
問
う
こ
と
な
く
、
ま
た
、
国
会
の
個
別
の
判
断
な
し
に
、
条
例
に
よ
る
上
書
き
を
認
め
る
と
い
う
の
は
、
地
域
的
に

限
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
国
会
の
立
法
権
を
包
括
的
に
割
譲
し
た
に
等
し
く
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
し
て
の
責
任
の
放
棄
に
も

つ
な
が
り
か
ね
な
い
ほ
か
、
条
例
の
制
定
権
を
法
律
の
範
囲
内
で
認
め
た
趣
旨
に
も
そ
ぐ
わ
ず
、
四
一
条
、
九
四
条
に
照
ら
し
認
め

ら
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う（（（
（

。
も
っ
と
も
、
法
律
に
よ
り
個
別
に
条
例
に
よ
る
上
書
き
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の

際
に
は
、
地
域
や
場
合
、
対
象
範
囲
を
特
定
す
る
に
と
ど
め
、
複
数
の
法
律
に
わ
た
り
広
く
条
例
に
よ
る
上
書
き
を
認
め
る
よ
う
な

こ
と
な
ど
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（（（
（

。

　

条
例
の
上
書
権
の
議
論
が
出
て
き
た
の
は
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
す
る
国
の
法
令
の
規
律
密
度
が
容
易
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に
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
漸
進
的
と
は
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
、
国
の
法
令
そ
の
も
の
の
あ
り

方
を
変
え
て
い
く
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

７　

国
民
投
票
・
国
民
発
案
の
導
入

　

国
民
投
票
（
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
（
の
制
度
に
関
し
て
は
、
国
会
の
機
能
不
全
や
民
意
と
の
乖
離
な
ど
に
よ
り
国
民
の
不
満
が
高
ま

る
た
び
に
、
そ
の
導
入
が
議
論
と
な
っ
て
き
た
が
、
現
行
憲
法
の
下
で
特
定
の
事
項
な
い
し
法
律
に
関
す
る
国
民
投
票
の
制
度
を
法

律
で
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
多
数
説
は
、
拘
束
力
を
も
つ
決
定
型
の
国
民
投
票
を
導
入
す
る
の
は
、
憲
法
が
基
本
と
す
る
代
表
民

主
制
、
四
一
条
、
五
九
条
一
項
等
と
の
関
係
で
問
題
が
あ
り
憲
法
改
正
を
必
要
と
す
る
が
、
拘
束
力
を
も
た
な
い
諮
問
型
の
も
の
で

あ
れ
ば
、
現
行
憲
法
の
下
で
も
可
能
と
解
し
て
お
り
、
政
府
も
同
様
の
立
場
に
立
つ（（（
（

。
ま
た
、
国
民
発
案
（
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
論
じ
る
も
の
は
意
外
に
少
な
い
が
、
そ
れ
が
国
民
の
立
法
請
願
に
類
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
可
能
だ
が
、

議
案
の
提
出
と
同
様
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
現
行
憲
法
に
お
い
て
は
困
難
と
解
す
る
説
な
ど
も
み
ら
れ
る（（（
（

。

　

こ
の
問
題
は
、
日
本
国
憲
法
が
採
用
す
る
国
民
主
権
や
代
表
制
の
原
理
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
か
か
わ
り
、
そ
れ
を
抜
き

に
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
み
る
な
ら
ば
、
国
会
議
員
を

選
定
す
る
国
民
に
、
国
会
自
ら
が
、
立
法
権
の
一
部
を
限
定
的
に
委
ね
る
こ
と
は
、
四
一
条
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
拘

束
的
な
国
民
投
票
も
可
能
と
の
議
論
も
あ
る
い
は
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
た

権
能
を
国
会
が
憲
法
上
の
根
拠
な
く
他
の
機
関
に
委
ね
る
こ
と
は
憲
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
責
任
の
放
棄
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を

得
ず
、
そ
れ
が
た
と
え
主
権
者
で
あ
る
国
民
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
代
表
民
主
制
を
前
提
と
す
る
四
一
条
の
「
唯
一
の
立
法
機
関
」

の
規
定
に
反
す
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
国
会
の
議
決
に
先
立
つ
諮
問
型
の
国
民
投
票
で
あ
れ
ば
法
律
で
設
け
る
こ
と
は
可
能
と
す
る
の
が
多
数
説
で
あ
る
が
、
国
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民
投
票
制
度
に
つ
い
て
は
そ
の
制
度
の
仕
組
み
方
や
対
象
と
す
る
事
項
に
よ
っ
て
、
そ
の
機
能
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が

あ
る（（（
（

。
ま
た
、
諮
問
型
と
は
い
え
、
国
民
の
多
数
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
意
思
を
国
会
が
覆
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
事
実
上
の
拘

束
力
を
も
ち
得
る
こ
と
や
、
裁
判
所
の
違
憲
審
査
へ
の
影
響
な
ど
も
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
国
民
発
案
に
つ
い
て
は
、
議
案
の
提
出
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
審
議
・
決
定
を
行
う
か
が
国
会
に
留

保
さ
れ
て
い
る
限
り
、
少
な
く
と
も
四
一
条
に
反
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
議
案
の
提
出
に
類
す
る
も
の
と
す
る
場
合

に
は
憲
法
上
の
根
拠
が
必
要
と
の
議
論
も
あ
る
が
、
法
律
案
の
発
案
権
の
所
在
に
つ
い
て
憲
法
は
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
な
く
国
会

の
判
断
に
委
ね
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
内
閣
や
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
法
律
案
で
あ
っ
て
も
議
院
な
い
し
国
会
は
審

議
す
る
義
務
ま
で
は
負
う
も
の
で
は
な
く
、
仮
に
国
民
発
案
を
認
め
た
と
し
て
も
、
同
様
の
取
扱
い
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
国
民
発
案
を
制
度
化
す
る
場
合
に
は
、
地
方
自
治
法
が
定
め
る
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
と
同
様
の
制
度
と
す
る
ほ
か
、

多
様
な
制
度
設
計
が
考
え
ら
れ
得
る
が（（（
（

、
そ
れ
を
導
入
し
た
場
合
の
意
義
や
効
果
・
影
響
に
つ
い
て
は
慎
重
な
検
討
も
必
要
と
な
る

だ
ろ
う
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

以
上
、
四
一
条
の
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
に
つ
い
て
、
四
一
条
の
規
定
の
位
置
付
け
、
学
説
の
状
況
、
主
な
論
点
、
問
題
と
な
っ

た
事
例
等
を
通
じ
て
、
そ
の
意
味
す
る
こ
と
と
し
な
い
こ
と
を
中
心
に
検
討
を
行
っ
て
き
た
。

　

論
点
・
事
例
と
も
に
網
羅
的
で
は
な
く
そ
の
一
部
を
取
り
上
げ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、「
唯
一
の
立
法
機

関
」
の
法
的
な
意
味
と
射
程
に
つ
い
て
、
み
え
て
く
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て

法
的
に
規
律
さ
れ
る
の
は
、
国
会
が
そ
の
与
え
ら
れ
た
権
限
・
責
任
を
放
棄
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
他
の
機
関
が
そ
れ
を
侵
奪
す
る
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こ
と
で
あ
り
、
理
念
的
・
政
治
的
な
意
味
は
別
と
し
て
、
そ
の
法
的
な
意
味
・
射
程
は
そ
れ
ほ
ど
広
い
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
場
合
に
は
、
唯
一
の
立
法
機
関
を
め
ぐ
り
学
説
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
国
会
中

心
立
法
と
国
会
単
独
立
法
の
二
つ
の
原
則
は
、
中
心
・
単
独
の
規
範
的
な
意
味
・
射
程
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
だ
け

で
な
く（（（
（

、
立
法
に
つ
い
て
は
実
体
と
手
続
の
面
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
の
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
は
法
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
意
味

が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
で
も
そ
の
理
念
的
な
意
味
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
（。

　

ま
た
、
本
稿
に
お
い
て
は
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
行
う
こ
と
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
四
一
条
の
「
立
法
」
の
意
義
に
つ
い
て

は
、
憲
法
上
関
係
す
る
規
定
や
事
項
の
広
範
さ
、
法
律
の
対
象
や
規
定
の
多
様
さ
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
す
べ
て
の
問
題
に

答
え
得
る
よ
う
な
解
釈
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ど
こ
か
で
割
り
切
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
通
説
的
・
多
数
説
的
な
見
解
が
維
持
し
て
き
た
前
提
や
議
論
の
中
に
は
再
考
を
免
れ
な
い
も
の
も
少

な
か
ら
ず
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

国
民
あ
る
い
は
国
政
に
か
か
わ
る
基
本
的
な
事
項
に
関
し
て
は
国
民
の
代
表
に
よ
る
公
開
の
場
で
の
討
議
を
通
じ
て
決
定
さ
れ
る

べ
き
こ
と
は
、
統
治
や
民
主
政
治
に
つ
い
て
い
か
な
る
構
想
・
モ
デ
ル
に
立
と
う
が
、
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
現
代
国
家

に
お
い
て
は
議
会
の
能
力
・
機
能
の
低
下
が
い
わ
れ
る
も
の
の
、
国
民
に
関
係
す
る
法
規
範
の
創
出
の
始
源
的
な
決
定
は
国
会
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
と
す
る
の
が
、
憲
法
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
立
憲
主
義
、
法
律
に
よ
る
行
政
・
法
の
支
配
、
民
主
主

義
の
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
も
、
な
お
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
一
方
で
、
議
会
主
義
を
重
視
し
て
、
国
家

状
況
・
政
治
状
況
な
ど
と
か
か
わ
り
な
く
、
そ
の
も
て
る
資
源
や
能
力
を
超
え
る
よ
う
な
意
味
を
四
一
条
に
読
み
込
み
、
国
会
の
役

割
に
過
剰
な
期
待
を
す
る
こ
と
は
、
国
会
に
過
大
な
負
担
を
負
わ
せ
、
逆
に
そ
の
権
限
や
機
能
の
建
前
化
や
形
骸
化
を
招
く
こ
と
に

も
な
り
か
ね
な
い
。
他
方
、
現
実
の
政
治
や
立
法
の
状
況
に
か
ん
が
み
る
と
、
恣
意
、
思
い
付
き
、
思
惑
、
世
論
へ
の
無
条
件
反
射

な
ど
に
よ
る
正
当
性
や
適
格
性
を
欠
い
た
立
法
を
抑
制
し
限
界
付
け
て
い
く
こ
と
な
ど
も
必
要
と
な
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
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を
、
個
別
の
人
権
規
定
な
ど
の
ほ
か
に
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
か
ら
も
導
き
出
す
の
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
方
策
に
つ
い
て
は
、

規
範
的
な
も
の
と
な
り
得
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
立
法
の
あ
り
方
に
関
す
る
枠
組
み
や
準
則
と
い
う
こ
と
か
ら
、
別
途
、
構
想

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う（（（
（

。

　

な
お
、
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
、
民
主
的
な
決
定
、
と
り
わ
け
行
政
に
対
す
る
国
会
に
よ
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
が

強
調
さ
れ
、
そ
れ
が
法
律
の
対
象
や
あ
り
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
法
律
が
、
国
会
の
意
思
決
定
の
方
式

と
し
て
は
最
も
重
要
で
あ
り
、
権
威
が
あ
る
形
式
と
は
い
え
、
何
で
も
法
律
に
持
ち
込
む
の
が
妥
当
か
ど
う
か
、
そ
れ
以
外
の
意
思

決
定
方
式
に
よ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
な
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る（（（
（

。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
意
味
・
射
程
に
つ
い
て
は
、
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
国
家
・
法
・
政
治
の
状

況
に
よ
っ
て
変
わ
り
得
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
検
討
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
と
は
な
る
が
、
小
林
節
先
生
に
は
、
実
務
に
軸
足
を
置
き
つ
つ
研
究
を
す
る
と
い
う
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
細
々
と
歩
ん
で
き

た
道
に
導
い
て
い
た
だ
い
た
。
先
生
の
御
退
職
に
あ
た
り
、
そ
の
学
恩
に
お
応
え
す
る
も
の
と
し
て
は
、
覚
書
に
近
い
さ
さ
や
か
な

論
文
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
意
味
・
射
程
や
本
稿
に
お
い
て
考
察
の
対
象
外
と
し
た
「
立
法
」
そ
の
も

の
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
検
討
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
ま
と
め
て
い
く
こ
と
で
、
お
許
し
を
請
い
た
い
と
考
え
て
い

る
次
第
で
あ
る
。

（
1
（　

清
水
睦
「「
唯
一
の
立
法
機
関
」
原
則
の
例
外
に
つ
い
て
」
小
林
直
樹
先
生
古
稀
祝
賀
『
憲
法
学
の
展
望
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一

年
（
六
五
七
頁
。
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（
2
（　

こ
の
ほ
か
に
も
、
国
家
の
権
能
な
り
作
用
は
、
立
法
・
行
政
・
司
法
の
三
つ
に
配
分
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ

の
競
合
領
域
や
所
属
不
明
領
域
と
い
っ
た
も
の
を
認
め
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
も
問
題
と
な
り
得
る
。

（
3
（　

法
の
段
階
構
造
は
、
近
代
法
治
国
家
が
成
立
す
る
上
で
当
然
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
上
位
法
が
優
位
し
そ
れ
に

違
反
す
る
下
位
法
は
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
段
階
構
造
と
す
る
か
は
憲
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ

と
に
な
る
。
日
本
国
憲
法
で
は
、
憲
法
―
法
律
―
命
令
と
い
う
段
階
構
造
が
強
化
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
段
階
構
造

は
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
4
（　
「
法
治
国
家
」
と
「
法
の
支
配
」
の
異
同
や
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
最
近
の
憲

法
学
の
教
科
書
で
は
、「
法
の
支
配
」
の
み
を
挙
げ
る
も
の
も
増
え
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
中
に
は
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
も
「
法
の
支

配
」
の
中
に
含
ま
れ
る
と
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
一
方
で
、「
法
の
支
配
」
を
形
式
的
な
も
の
と
捉
え
た
り
、
裁
判
所
の
役
割
に
重
き
を

置
く
も
の
も
あ
り
、
そ
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
っ
て
捉
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、「
法
律
に
よ
る
行
政
」

を
権
力
分
立
制
の
中
に
読
み
込
む
説
な
ど
も
あ
る
。
公
権
力
が
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、「
法
の
支
配
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、「
法
律
に
よ
る
行
政
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
す
べ
て
含
意
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
、
な
お

検
討
を
要
す
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
と
「
法
の
支
配
」
の
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と

と
し
た
。

（
5
（　

例
え
ば
、
立
法
の
関
係
で
は
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
に
つ
い
て
法
律
の
専
属
的
所
管
事
項
を
規
定
し
た
も
の
と
解
す
る
場
合
に
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
外
の
事
項
を
国
会
が
法
律
を
も
っ
て
定
め
る
こ
と
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
を

「
国
権
の
最
高
機
関
」
に
求
め
る
学
説
も
あ
る
（
例
え
ば
、
赤
坂
正
浩
「
立
法
の
概
念
」
公
法
研
究
六
七
号
（
二
〇
〇
五
年
（
一
五
七
頁

な
ど
。
た
だ
し
、
同
教
授
は
、
四
一
条
前
段
だ
け
で
な
く
そ
れ
と
結
合
し
て
後
段
も
、
専
管
的
立
法
権
の
授
権
規
定
で
あ
る
と
同
時
に
、

実
質
的
法
律
に
含
ま
れ
な
い
規
範
の
定
立
権
を
授
権
し
た
規
定
と
読
ま
れ
る
べ
き
と
も
す
る
。（。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、「
国
権
の

最
高
機
関
」
の
解
釈
と
ど
う
整
合
さ
せ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
る
ほ
か
、
法
律
の
形
式
を
用
い
る
こ
と
の
評
価
や
そ
れ
も
立

法
に
属
す
る
と
す
る
か
ど
う
か
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
が
、
立
法
な
い
し
法
律
に
は
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
に
よ
る
も
の
と
「
国
権
の
最

高
機
関
」
に
よ
る
も
の
と
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
技
巧
的
・
便
宜
的
な
感
じ
は
否
め
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
法
律
が
規
定
す
る

事
項
が
広
範
か
つ
多
様
だ
け
に
、
こ
れ
に
「
国
権
の
最
高
機
関
」
が
関
係
す
る
の
か
し
な
い
の
か
は
、
様
々
な
場
面
で
問
題
と
な
り
得
る
。
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（
6
（　

前
掲
注（
1
（清
水
六
六
〇
頁
以
下
の
ほ
か
、「
国
権
の
最
高
機
関
」
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
土
井
真
一
「「
国
権
の
最
高
機

関
」
論
の
再
検
討
」
法
学
論
叢
一
四
八
巻
五
・
六
号
（
二
〇
〇
一
年
（
二
八
三
頁
以
下
な
ど
。

（
7
（　

佐
藤
達
夫
著
・
佐
藤
功
補
訂
『
日
本
国
憲
法
成
立
史
第
三
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
（
一
三
二
頁
。

（
8
（　

一
九
四
七
年
九
月
五
日
の
民
間
情
報
教
育
局
及
び
民
政
局
の
新
聞
記
者
会
談
に
お
け
る
「
新
憲
法
下
に
お
け
る
立
法
権
」
の
声
明
。

引
用
部
分
は
高
見
勝
利
『
芦
部
憲
法
学
を
読
む
―
統
治
機
構
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
（
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
に
よ
る
。

（
（
（　

例
え
ば
、
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
は
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
意
味
を
問
う
質
問
に
対
し
、「
國
の
唯
一
の
立
法
機
關
と
申
し
ま
し

た
の
は
、
…
…
相
當
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
之
も
現
行
憲
法
と
比
べ
て
御
説
明
す
る
と
分
る
と
思
ひ
ま
す
る
が
、
現
行
の
憲
法

に
於
き
ま
し
て
は
成
程
立
法
權
は
帝
國
議
會
の
協
贊
を
經
て
天
皇
が
之
を
御
行
ひ
に
な
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
相

竝
ん
で
八
條
、
九
條
等
が
あ
り
ま
し
て
、
或
は
緊
急
勅
令
に
依
つ
て
立
法
を
さ
れ
、
或
は
獨
立
命
令
に
依
つ
て
立
法
を
す
る
、
獨
立
命
令

の
中
に
は
…
…
實
質
的
な
立
法
の
權
能
が
分
散
し
て
居
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
弊
害
の
根
源
に
な
つ
て
居
り
ま
す
、
今
度
は
何
が
何
で
も
苟

く
も
實
質
的
の
立
法
を
何
處
か
に
集
中
し
て
し
ま
ふ
、
斯
う
云
ふ
建
前
で
國
の
立
法
は
國
會
の
謂
は
ば
獨
占
で
あ
る
、
斯
う
云
ふ
風
に
大

原
則
を
立
て
ま
し
た
」（
第
九
〇
回
帝
国
議
会
・
衆
議
院
帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
会
議
録
六
囘
・
昭
和
二
一
年
七
月
五
日
（、「
謂
わ
ば
行

政
権
が
立
法
を
行
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
だ
と
云
う
風
な
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
居
り
ま
す
」（
第
九
〇
回
帝
国
議
会
・
貴
族
院
帝
国

憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
一
八
号
・
昭
和
二
一
年
九
月
二
〇
日
（
な
ど
と
答
弁
し
て
い
る
。

（
10
（　

個
別
的
法
律
は
、
法
律
の
基
本
的
な
要
素
と
も
さ
れ
る
一
般
性
（
対
象
と
な
る
者
の
不
特
定
性
に
か
か
わ
る
一
般
的
性
格
と
対
象
と

な
る
場
合
の
不
特
定
性
に
か
か
わ
る
抽
象
的
性
格
（
を
欠
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
個
別
的
・
具
体
的
法
律
、
個
別
的
・
抽
象
的

法
律
、
一
般
的
・
具
体
的
法
律
が
含
ま
れ
得
る
。
な
お
、
か
つ
て
ド
イ
ツ
で
議
論
と
な
っ
たM

aßnahm
egesetz

（
措
置
法
な
い
し
処

分
的
法
律
（
は
、
論
者
に
よ
っ
て
捉
え
方
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
あ
る
特
定
の
具
体
的
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
法
律
を
指
す
も
の

と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
個
別
的
法
律
と
は
部
分
的
に
重
な
る
も
の
の
、
観
点
を
異
に
す
る
も
の
と
い
え
る
。

（
11
（　

予
算
に
つ
い
て
は
、
法
律
と
は
別
の
法
形
式
と
解
す
る
の
が
多
数
説
で
あ
る
が
、
予
算
法
律
説
も
従
来
か
ら
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
に
解
し
て
も
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
意
味
に
そ
れ
ほ
ど
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
12
（　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
で
は
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
「
唯
一
」
の
妥
当
性
が
し
ば
し
ば
問
題
と
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
枢
密
院
の
審
議
に
お
い
て
、
美
濃
部
達
吉
委
員
は
「
憲
法
改
正
ば
か
り
で
な
く
、
政
令
も
国
会
が
作
る
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も
の
で
は
な
い
。
草
案
自
体
が
最
高
法
規
に
挙
げ
て
い
る
条
約
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
会
が
唯
一
の
立
法
機
関
で

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
か
り
に
立
法
を
形
式
的
に
解
し
て
も
、
法
律
は
、
天
皇
の
公
布
に
よ
っ
て
国
民
に
対
す
る
効
力
を
生
ず
る
。

こ
の
点
か
ら
も
、
国
会
が
唯
一
の
立
法
機
関
と
は
い
え
な
い
。」
と
批
判
し
て
い
る
。
前
掲
注（
7
（佐
藤
四
〇
二
頁
。「
唯
一
」
と
い
う
言

葉
の
適
否
は
と
も
か
く
、
そ
の
趣
旨
は
、
国
会
が
立
法
権
を
独
占
し
、
法
律
の
介
在
し
な
い
独
自
の
命
令
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に

あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
最
高
法
規
と
さ
れ
る
憲
法
の
下
、
法
律
と
命
令
の
ラ
イ
ン
以
外
で
は
法
の
構
造
は
む

し
ろ
多
様
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
な
お
、
憲
法
学
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
憲
法
が
定
め
る
各
種
法
形
式
を
め
ぐ
り
、「
唯
一

の
立
法
機
関
」
と
の
関
係
で
そ
の
例
外
な
の
か
ど
う
か
が
議
論
と
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
例
外
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
こ

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
原
則
の
意
味
が
弱
ま
る
と
い
う
問
題
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
法
的
な
意
味
・
射
程
を
明
確
に
す
る
こ
と

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
例
外
な
の
か
ど
う
か
を
論
じ
る
こ
と
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。

（
13
（　

も
っ
と
も
、
国
会
の
承
認
の
対
象
と
な
る
条
約
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
、
①
法
律
事
項
を
含
む
国
際
約
束
、
②
財
政
事
項
を
含
む
国

際
約
束
、
③
我
が
国
と
相
手
国
と
の
間
あ
る
い
は
国
家
間
一
般
の
基
本
的
な
関
係
を
法
的
に
規
定
す
る
と
い
う
意
味
で
政
治
的
に
重
要
な

国
際
約
束
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
発
効
の
た
め
に
批
准
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
の
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
学
説
も

お
お
む
ね
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
筆
者
は
、「
法
律
事
項
」
と
い
っ
た
要
素
を
は
じ
め
こ
の
基
準
の
具
体
的
な
意
味
に
つ
い
て
再
検
証

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
か
に
、
条
約
は
「
国
の
立
法
」
に
は
該

当
し
な
い
こ
と
や
、
特
に
国
会
の
承
認
の
対
象
と
な
ら
な
い
条
約
に
関
し
て
は
、
国
会
の
承
認
を
経
た
条
約
の
範
囲
内
で
実
施
す
る
も
の
、

国
会
の
議
決
を
経
た
予
算
の
範
囲
内
で
実
施
す
る
も
の
、
国
内
法
の
範
囲
内
で
実
施
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
説
明
す
る

こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
外
交
と
い
う
作
用
の
位
置
付
け
と
国
会
の
役
割
と
い
っ
た
観
点
か

ら
も
検
討
を
要
す
る
。

（
14
（　

四
一
条
と
九
四
条
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
述
べ
た
①
四
一
条
は
国
の
立
法
、
九
四
条
は
地
方
公
共
団
体
の
立
法
に
つ
い
て
定

め
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
原
則
と
例
外
の
関
係
に
は
な
い
と
す
る
考
え
方
の
ほ
か
、
②
条
例
の
制
定
も
四
一
条
の
「
立
法
」
に
含
ま
れ

る
と
し
、
九
四
条
は
四
一
条
の
例
外
と
解
す
る
考
え
方
、
③
条
例
の
制
定
も
四
一
条
の
「
立
法
」
に
含
ま
れ
得
る
と
し
た
上
で
、
条
例
は

法
律
の
範
囲
内
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
そ
の
例
外
で
は
な
い
と
す
る
考
え
方
な
ど
が
あ
り
得
る
が
、
地
方
自
治
や
地
方
分
権
が
重
視
さ

れ
る
に
伴
い
、
①
が
有
力
と
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
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（
15
（　

行
政
機
関
の
内
部
的
規
範
と
し
て
は
、
通
達
・
訓
令
・
要
綱
・
解
釈
基
準
・
裁
量
基
準
な
ど
が
あ
り
、
行
政
機
関
や
専
門
的
・
職
能

的
な
団
体
に
よ
る
指
針
な
ど
に
つ
い
て
は
、
近
年
は
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
い
っ
た
捉
え
方
も
な
さ
れ
て
い
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
は
、
法
令
の
形

式
に
よ
ら
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
裁
判
所
等
の
国
家
機
関
に
よ
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

関
係
者
や
人
々
の
行
動
を
事
実
上
拘
束
す
る
も
の
と
さ
れ
、
行
政
機
関
や
学
会
等
が
定
め
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
会
計
基
準
、
商
慣
行
な
ど

が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
社
会
的
な
自
治
規
範
と
し
て
は
自
律
性
が
認
め
ら
れ
る
社
会
の
領
域
・
団
体
に
お

け
る
内
部
的
規
範
な
ど
が
あ
る
。

（
16
（　

そ
の
背
景
に
は
、
議
会
主
義
の
限
界
・
空
洞
化
の
ほ
か
、
法
律
に
よ
る
行
政
を
厳
格
に
解
す
る
こ
と
の
困
難
性
、
国
家
の
役
割
の
変

化
や
限
界
の
露
呈
な
ど
が
あ
り
、
そ
こ
で
い
た
ず
ら
に
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
建
前
を
強
調
す
る
こ
と
は
現
実
性
や
妥
当
性
を
欠
く
可

能
性
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
一
方
で
、
行
政
機
関
に
よ
る
通
達
、
計
画
、
指
針
な
ど
に
よ
っ
て
法
律
の
具
体
的
な
内
容
や
、
国
政
上

の
重
要
事
項
、
ル
ー
ル
等
が
実
質
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
法
的
な
効
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、「
唯
一
の
立

法
機
関
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
得
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
17
（　
「
独
立
命
令
」
と
い
う
言
葉
は
、
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
下
で
は
九
条
に
よ
る
も
の
は
独
立
命
令
、
八

条
一
項
に
よ
る
も
の
は
緊
急
勅
令
と
呼
ば
れ
、
ま
た
、
法
規
定
立
原
則
に
対
す
る
例
外
と
な
る
も
の
が
独
立
命
令
だ
と
の
指
摘
も
み
ら
れ

る
が
、
多
く
の
学
説
は
、
法
律
が
介
在
し
な
い
命
令
あ
る
い
は
憲
法
の
規
定
を
直
接
実
施
す
る
命
令
と
い
う
意
味
で
独
立
命
令
を
用
い
て

い
る
。
憲
法
の
規
定
を
直
接
実
施
す
る
命
令
と
い
う
捉
え
方
も
や
や
狭
く
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
独
立
命
令
を
限
定
的
に
解
す
る
意
味
は

な
い
こ
と
か
ら
、「
独
立
命
令
」
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
に
は
、
広
く
法
律
が
介
在
し
な
い
命
令
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
18
（　

実
質
的
意
味
の
立
法
は
国
家
の
一
般
統
治
権
に
基
づ
き
成
文
を
も
っ
て
一
定
の
内
容
を
も
つ
法
規
範
を
制
定
す
る
作
用
と
捉
え
る
も

の
、
形
式
的
意
味
の
立
法
は
各
種
の
国
法
の
諸
形
式
の
う
ち
「
法
律
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
制
定
す
る
作
用
と
捉
え
る
も
の
で
あ
り
、

「
法
律
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
二
つ
の
意
味
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
実
質
的
意
味
に
捉
え
る
こ
と
の
趣
旨
・
意
義
に

つ
い
て
は
、
共
通
の
理
解
を
欠
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
議
論
を
錯
綜
・
混
乱
さ
せ
る
一
因
と
も
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。

例
え
ば
、
実
質
的
意
味
の
立
法
と
解
す
る
意
義
は
、
法
律
の
専
属
的
所
管
事
項
を
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
は
ず
だ
が
、
実
質
的
意
味

に
捉
え
る
学
説
の
中
に
は
、
こ
の
区
別
を
意
識
せ
ず
に
論
じ
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
般
的
・
抽
象
的
な
法
規
範
と
す
る
一

般
的
規
範
説
の
よ
う
に
内
容
で
は
な
く
対
象
範
囲
や
性
格
に
よ
っ
て
捉
え
る
場
合
に
、
実
質
的
意
味
と
し
て
立
法
・
法
律
を
捉
え
る
も
の
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と
い
え
る
か
ど
う
か
は
議
論
が
分
か
れ
得
る
。

（
1（
（　

例
え
ば
、「
直
接
ま
た
は
間
接
に
国
民
を
拘
束
し
、
あ
る
い
は
国
民
に
負
担
を
課
す
る
新
た
な
法
規
範
」
と
す
る
宮
澤
俊
義
（
芦
部

信
喜
補
訂
（『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
全
訂
日
本
国
憲
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
（
三
四
三
頁
な
ど
。

（
20
（　

例
え
ば
、
清
宮
四
郎
『
憲
法
Ⅰ
・
新
版
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
（
二
〇
〇
頁
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
・
第
五
版
』（
新
世
社
、
二

〇
一
一
年
（
三
一
三
頁
な
ど
。

（
21
（　

例
え
ば
、
佐
藤
功
『
憲
法
（
下
（・
新
版
』（
ポ
ケ
ッ
ト
註
釈
全
書
、
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
（
六
二
八
頁
、
芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之

補
訂
（『
憲
法
・
第
五
版
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
（
二
八
六
頁
な
ど
。

（
22
（　

例
え
ば
、「
個
人
の
権
利
義
務
に
関
す
る
法
規
範
」
と
す
る
も
の
と
し
て
戸
波
江
二
『
憲
法
・
新
版
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
八

年
（
三
六
五
頁
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、「
国
家
と
国
民
と
の
関
係
を
規
律
す
る
一
般
的
法
規
範
」
と
す
る
説
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
と
も
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
一
般
性
を
ど
う
位
置
付
け
る
か
は
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
一
般
性
を
外
す
形
で

さ
ら
に
対
象
を
広
げ
、「
何
ら
か
の
意
味
で
国
家
と
国
民
の
間
の
関
係
に
関
連
を
も
つ
成
文
の
法
規
範
」
と
す
る
も
の
も
あ
り
（
伊
藤
正

己
『
憲
法
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
二
年
（
三
九
九
頁
（、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
「
実
質
的
意
味
の
法
律
と
形
式
的
意
味
の
法

律
と
は
ほ
と
ん
ど
同
一
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
」（
同
（
と
さ
れ
る
。

（
23
（　

例
え
ば
、
高
橋
和
之
『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法
・
第
三
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
（
三
四
六
頁
は
「
国
会
は
、
憲
法
の
下
に

お
い
て
、
い
か
な
る
事
項
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
ま
ず
最
初
に
法
的
規
律
を
行
う
権
限
を
授
け
ら
れ
た
と
理
解
す
べ
き
」
と
す
る
ほ
か
、
松

井
茂
記
『
日
本
国
憲
法
・
第
三
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
（
一
五
九
頁
は
「
国
会
は
行
政
（
法
律
の
執
行
（
と
司
法
に
わ
た
ら
な
い

限
り
、
い
か
な
る
対
象
に
つ
い
て
も
規
範
を
定
立
し
う
る
」
と
す
る
。

（
24
（　

政
府
は
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立
ち
、
褒
章
条
例
の
政
令
改
正
な
ど
を
正
当
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
憲
法
の
解
説
書
で
そ
の
旨
を
明
記

し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
高
辻
正
己
『
憲
法
講
説
・
全
訂
第
二
版
』（
良
書
普
及
会
、
一
九
七
〇
年
（
三
二
六
頁
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
は

別
の
観
点
か
ら
、
内
野
正
幸
『
憲
法
解
釈
の
論
点
・
第
四
版
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
（
一
四
八
頁
は
「
憲
法
を
直
接
実
施
す
る

国
家
行
為
が
考
え
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
様
式
を
政
令
で
定
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
」
と
す
る
。

（
25
（　

樋
口
陽
一
等
『
憲
法
Ⅲ
』（
注
解
法
律
学
全
集
、
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
（
一
八
頁
以
下
（
第
四
一
条
・
樋
口
担
当
（
は
「「
立

法
」
を
実
質
的
に
解
し
な
い
と
行
政
府
に
よ
る
独
立
命
令
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
説
明
に
つ
い
て
も
、
本
条
だ
け
を
取
り
出
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し
て
論
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
指
摘
は
た
し
か
に
あ
て
は
ま
る
と
し
て
も
、
他
の
諸
条
項
を
含
め
た
日
本
国
憲
法
の
構
造
全
体
を

問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
日
本
国
憲
法
が
独
立
命
令
を
積
極
的
に
認
め
る
規
定
を
も
た
な
い

こ
と
と
、
憲
法
七
三
条
六
号
に
つ
い
て
憲
法
を
直
接
に
実
施
す
る
命
令
を
認
め
な
い
趣
旨
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
独
立
命
令
が
認
め

ら
れ
な
い
理
由
と
し
て
挙
げ
る
。

（
26
（　

例
え
ば
佐
藤
幸
治
『
憲
法
・
新
版
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
〇
年
（
一
三
三
頁
以
下
。
同
教
授
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
日
本
国
憲

法
が
徹
底
し
た
法
の
支
配
・
法
治
国
家
思
想
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
、
憲
法
の
規
定
を
直
接
実
施
す
る
政
令
の
存
在
を
認
め
る
明
文
の
規

定
が
存
在
し
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る
が
、
そ
こ
で
い
う
法
治
国
家
的
施
行
が
何
を
指
す
の
か
、
そ
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
27
（　

そ
の
理
由
付
け
は
異
な
る
も
の
の
、
結
論
と
し
て
は
前
掲
注（
23
（高
橋
と
同
旨
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

高
橋
教
授
は
、
国
民
主
権
を
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
法
の
段
階
構
造
を
重
視
し
、
憲
法
六
五
条
の
「
行
政
権
」
を
法
律
の
執
行
と
捉
え
る
も
の

で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
あ
く
ま
で
も
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
し
て
の
国
会
の
地
位
に
着
目
し
、「
行
政
権
」
の
意
味
い
か
ん
に
か
か
わ

ら
ず
、
憲
法
の
下
で
始
源
的
な
規
律
は
法
律
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
を
導
き
出
し
得
る
も
の
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
中
川
丈
久
「
行
政
活
動
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
―
法
律
の
留
保
論
の
多
義
性
、
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
行
政
法
に
お
け
る
法
律
の
留
保
に

つ
い
て
」
神
戸
法
学
年
報
一
四
号
（
一
九
九
八
年
（
一
二
五
頁
以
下
は
、
四
一
条
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
権
力
分
立
上
の
要
請
と
し
て
「
立

法
権
放
棄
の
禁
止
」、
法
の
支
配
・
法
治
国
上
の
要
請
と
し
て
「
実
体
的
ル
ー
ル
の
稠
密
度
（
政
策
的
稠
密
度
（
の
要
求
」
を
挙
げ
、
両

者
の
重
複
関
係
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
ほ
か
、
同
「
議
会
と
行
政
―
法
の
支
配
と
民
主
制
：
権
力
の
抑
制
か
ら
質
の
確
保
へ
」
磯
部

力
他
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅰ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
（
一
一
五
頁
以
下
で
は
行
政
法
だ
け
で
な
く
刑
事
法
や
民
事
法
に
も
妥
当
す

る
も
の
と
し
て
「
法
律
の
独
占
的
法
規
創
造
力
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
や
細
部
に
つ
い
て
は
異
な
る
も
の
の
、

本
稿
と
同
旨
の
主
張
を
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

（
28
（　

な
お
、
本
文
で
述
べ
た
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
制
定
法
の
形
式
を
用
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に

は
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
趣
旨
の
形
骸

化
・
空
洞
化
を
招
く
よ
う
な
場
合
に
は
、
例
外
的
に
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
は
既
に
指
摘

し
た
と
こ
ろ
だ
。
ち
な
み
に
、
慣
習
法
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
20
（清
宮
二
〇
〇
頁
な
ど
の
よ
う
に
、
四
一
条
の
立
法
に
は
「
不
文
の
慣
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習
法
の
定
立
は
含
ま
れ
な
い
」
と
言
及
す
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。

（
2（
（　
「
法
律
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
」
に
つ
い
て
は
、
四
一
条
の
立
法
を
実
質
的
意
味
に
解
す
る
場
合
に
は
、
専
属
的
・
排
他

的
所
管
事
項
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
憲
法
の
個
別
の
条
項
に
お
い
て
法
律
で
定
め
る
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ

る
。
ま
た
、
専
属
的
所
管
事
項
を
観
念
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
以
外
の
事
項
を
法
律
で
定
め
た
場
合
に
は
、
そ
れ
以
後
は
、
法
律
で
定
め

る
べ
き
事
項
に
な
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
「
必
要
的
法
律
事
項
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
一
方
、「
法
律
で
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
事
項
」
に
つ
い
て
は
、
二
重
立
法
概
念
を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
形
式
的
意
味
の
立
法
の
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
な
お
、

二
重
立
法
概
念
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
実
質
的
意
味
か
形
式
的
意
味
か
を
そ
れ
ら
に
絡
め
て
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
30
（　

前
掲
注（
25
（樋
口
二
五
頁
。
な
お
、
そ
の
場
合
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
「
立
法
」
にm

ust

とm
ay

の
二
つ
の
意
味
を
読
み
込

む
こ
と
に
な
る
が
、
樋
口
教
授
の
よ
う
に
両
者
の
範
囲
を
一
致
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
ま
だ
し
も
、
両
者
の
範
囲
は
異
な
る
と
し
つ
つ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
根
拠
を
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
に
求
め
る
の
は
規
範
の
解
釈
の
仕
方
と
し
て
便
宜
的
な
感
じ
が
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

（
31
（　

芦
部
信
喜「
現
代
の
立
法
」『
現
代
法
３
』（
岩
波
書
店
、一
九
六
五
年
（二
九
頁
。そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、例
え
ば
、
行
政
機
関
が
そ

の
法
律
上
の
権
限
を
発
動
し
な
い
場
合
に
、
あ
る
特
定
の
者
に
一
定
の
こ
と
を
命
じ
る
法
律
や
、
あ
る
特
定
の
者
の
許
可
の
み
を
取
り
消

す
法
律
な
ど
、
ま
さ
に
行
政
機
関
の
執
行
権
限
を
奪
う
も
の
が
挙
げ
ら
れ
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
、
特

定
の
者
を
名
指
し
し
た
規
制
法
律
と
い
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
想
定
し
難
く
、
一
般
的
な
要
件
を
定
め
つ
つ
も
、
実
際
に
は
特
定
の
者
の

み
を
想
定
し
た
法
律
が
問
題
と
な
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
形
を
と
る
場
合
に
は
、
行
政
機
関
の
執
行
が
前
提
と
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
少
な
く
と
も
行
政
権
の
侵
害
と
な
る
可
能
性
は
低
い
。
こ
れ
に
対
し
、
司
法
権
と
の
関
係
で
は
、
司
法
の
独
立
や
判

決
の
終
局
性
な
ど
か
ら
、
そ
の
侵
害
が
問
題
と
な
り
得
る
可
能
性
が
高
い
。

（
32
（　

こ
の
点
で
は
、Lon L.

フ
ラ
ー
（Lon L. Fuller, T

he M
orality of Law

, rev. ed. Y
ale U

.P., 1（6（

（
が
「
法
の
内
面
的
道

徳
」
と
し
て
掲
げ
た
①
一
般
性
、
②
法
の
公
布
、
③
非
遡
及
性
、
④
明
晰
性
、
⑤
無
矛
盾
性
、
⑥
遵
守
可
能
性
、
⑦
恒
常
性
、
⑧
法

（
ル
ー
ル
（
と
公
権
力
の
行
動
の
一
致
の
八
つ
の
要
素
が
重
要
で
あ
り
、
筆
者
も
、「
立
法
を
め
ぐ
る
昨
今
の
問
題
状
況
と
立
法
の
質
・
あ

り
方
―
法
と
政
治
の
相
克
に
よ
る
従
来
の
法
的
な
枠
組
み
の
揺
ら
ぎ
と
、
そ
れ
ら
へ
の
対
応
」
慶
應
法
学
一
二
号
（
二
〇
〇
九
年
（
四
三

頁
以
下
な
ど
に
お
い
て
そ
れ
を
敷
衍
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
な
お
、
英
米
諸
国
で
は
、
フ
ラ
ー
の
議
論
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

法
の
支
配
を
形
式
的
な
考
え
方
に
限
定
し
て
用
い
る
も
の
が
多
い
と
も
い
わ
れ
（
深
田
三
徳
「
法
の
支
配
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
検
討
」
日
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本
法
哲
学
会
編
二
〇
〇
五
年
法
哲
学
年
報
七
頁
（、
同
じ
く
、
Ｊ
・
ラ
ズ
（J. Raz, T

he Rule of Law
 and Its V

irtue, in J. Raz, 
T

he A
uthorty of Law

, Claredon Press, 1（7（

（
は
、
フ
ラ
ー
が
挙
げ
た
形
式
的
要
素
の
一
部
の
ほ
か
、
司
法
の
独
立
、
裁
判
所
に

よ
る
審
査
、
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
容
易
性
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

（
33
（　

個
別
的
・
具
体
的
命
令
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
よ
る
行
政
と
の
関
係
は
別
と
し
て
、
行
政
機
関
が
そ
れ
を
行
お
う
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
命
令
の
形
式
に
よ
ら
ず
に
行
え
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
の
余
地
を
云
々
す
る
意
味
は
な
い
と
の
議
論
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、

少
な
く
と
も
一
般
的
・
具
体
的
命
令
、
個
別
的
・
抽
象
的
命
令
の
余
地
が
あ
る
ほ
か
、
法
律
に
つ
い
て
個
別
的
・
具
体
的
法
律
が
あ
り
得

る
と
す
る
以
上
、
命
令
に
つ
い
て
も
そ
の
形
式
を
用
い
た
個
別
的
・
具
体
的
命
令
の
余
地
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
34
（　

例
え
ば
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅰ
・
第
五
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
（
六
八
頁
以
下
は
、
法
律
の
法
規
創
造
力
を
「
一
般
的
規
律

の
定
立
の
立
法
権
独
占
（
委
任
命
令
は
認
め
ら
れ
る
（」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
、
本
稿
で
述
べ
た
国
民
に
関
係
す
る
法
規
範
の
始
源
的
創

造
の
独
占
と
い
う
こ
と
と
同
様
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
法
律
の
優
位
に
つ
い
て
は
、
行
政
法
学
で
は
、

行
政
活
動
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
法
律
を
命
令
で
改
正
で
き
な
い
こ
と
な
ど
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
早
川
光
郎
『
行
政
法
上
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
（
八
四
頁
以
下
は
、「
法
律
の
優
位
」
は
、
む

し
ろ
、
法
律
と
そ
の
他
の
規
範
定
立
形
式
と
の
間
の
効
力
の
序
列
な
い
し
形
式
的
効
力
の
優
劣
に
関
す
る
原
理
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の

と
し
、
そ
の
根
拠
を
憲
法
四
一
条
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
他
方
、
行
政
法
学
説
で
は
、「
法
規
創
造
力
」、「
法
律
の
優
位
」

だ
け
で
な
く
、「
法
律
の
留
保
」
も
四
一
条
を
根
拠
と
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、「
法
律
の
留
保
」
の
意
味
・
範
囲
を
め

ぐ
っ
て
は
議
論
が
錯
綜
し
て
お
り
、
藤
田
宙
靖
『
行
政
法
Ⅰ
（
総
論
（・
第
四
版
改
訂
版
』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
五
年
（
五
六
頁
は
、
四

一
条
の
規
定
の
中
に
こ
の
よ
う
な
原
理
が
、
果
た
し
て
、
ま
た
ど
の
程
度
に
示
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
と

す
る
。
こ
の
ほ
か
、
行
政
活
動
の
中
心
が
法
律
の
執
行
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、「
法
律
の
留
保
」
の
意
味
・
範
囲
に
つ
い
て

は
、
行
政
権
の
定
義
も
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
も
踏
ま
え
て
立
法
と
行
政
の
関
係
の
あ
り
方
と
し
て
検
討
さ
れ
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
35
（　

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
所
に
よ
る
法
形
成
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
日
本
国
憲
法
は
制
定
法
主
義
を
前
提
と
し
て
お
り
、

そ
の
下
で
は
、
私
人
間
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
も
一
般
的
な
形
で
明
文
を
も
っ
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
の
場
合
に
は
法
律
を
も
っ
て
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定
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
会
社
法
施
行
令
・
施
行
規
則
、
会
社
計
算
規
則
な
ど
が
詳
細
な
規
定

を
置
く
こ
と
で
議
論
と
な
っ
た
会
社
法
の
よ
う
に
、
立
法
の
委
任
の
問
題
は
、
私
法
の
分
野
で
も
問
題
と
な
り
得
る
こ
と
に
も
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

（
36
（　
「
署
名
」
と
「
連
署
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
欠
い
て
も
、
法
律
の
効
力
や
内
閣
の
執
行
責
任
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
解
す
る
の

が
通
説
的
な
見
解
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
公
布
が
な
さ
れ
る
限
り
、
憲
法
が
定
め
る
義
務
違
反
以
外
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
も
い
え

る
が
、
公
布
に
つ
い
て
は
、
法
律
の
効
力
の
発
生
要
件
と
解
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
官
報
掲
載
に
よ
り
正
誤
と
い
う
こ
と
で
成
立
法
律
に

変
更
を
加
え
る
と
い
っ
た
こ
と
も
生
じ
て
い
る
。
な
お
、
公
布
に
つ
い
て
は
、
三
で
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
。

（
37
（　

な
お
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
一
般
的
な
義
務
・
責
任
で
あ
り
、
個
別
の
問
題
に
対
す
る
具
体
的
な
義
務
ま
で
は
導
き
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
の
問
題
に
関
す
る
立
法
の
不
作
為
に
つ
い
て
は
、
四
一
条
を
根
拠
と
し
て

違
憲
性
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
38
（　

こ
の
点
は
、
委
任
が
認
め
ら
れ
な
い
事
項
の
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
規
律
密
度
の
問
題
で
も
あ
る
。
憲
法
が
別
途
定
め
る
租
税
法

律
主
義
や
罪
刑
法
定
主
義
の
場
合
に
は
、
法
律
に
お
い
て
一
定
の
事
項
の
定
め
を
欠
く
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
に
違
反
す
る
と
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
以
外
の
一
般
の
行
政
活
動
の
場
合
に
も
、
問
題
と
な
り
得
る
も
の
と
い
え
る
。

（
3（
（　

こ
の
点
、
最
近
は
、
制
定
法
の
形
式
で
あ
る
命
令
で
は
な
く
、
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
に
規
律
や
基
準
の
具
体
的
な
定
め
を
委
任

し
た
り
、
指
針
に
よ
る
規
律
を
前
提
に
法
律
で
は
規
定
し
な
い
例
な
ど
も
み
ら
れ
る
。
指
針
は
法
で
は
な
い
と
い
え
、
あ
た
か
も
命
令
へ

の
委
任
と
同
じ
よ
う
な
状
況
を
呈
す
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
に
委
ね
る
こ
と
自
体
の
是
非
の
ほ
か
、
委
任
の
あ

り
方
に
つ
い
て
命
令
に
対
す
る
委
任
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
40
（　

刑
事
法
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
憲
法
三
一
条
に
よ
っ
て
罪
刑
法
定
主
義
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
の
問
題
と
し
て
考
え

る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
民
事
法
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ
る
法
形
成
は
司
法
の
機
能
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
例
え
ば
、

一
般
条
項
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
に
具
体
的
な
事
件
に
即
し
た
法
創
造
を
委
ね
た
と
し
て
も
、
制
定
法
に
お
い
て
将
来
起
こ
り
得
る
こ
と
を

す
べ
て
予
想
し
て
規
定
し
尽
く
す
こ
と
な
ど
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
一
般
条
項
も
裁
判
所
が
法
の
欠
缺
補
充
を
行
う
場
合
の
指

針
と
な
り
得
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
41
（　

特
に
、
最
近
の
法
律
で
は
、
セ
イ
ビ
ン
グ
ク
ロ
ー
ズ
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
法
律
の
実
施
に
必
要
な
事
項
は
政
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令
（
又
は
省
令
（
で
定
め
る
旨
の
規
定
を
置
く
の
が
通
例
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
委
任
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
み
る
か
と
い
っ
た

こ
と
も
問
題
と
な
る
。

（
42
（　

委
任
法
律
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
法
律
の
委
任
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
憲
法
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
当
該
法
律
に

違
反
し
て
違
法
・
無
効
と
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ
て
き
て
お
り
、
最
高
裁
も
、
こ
れ
ま
で
違
法
と
し
た
委
任
命
令
に
つ
い
て
は
す
べ

て
委
任
法
律
に
違
反
し
無
効
と
し
て
お
り
、
憲
法
ま
で
は
持
ち
出
し
て
は
い
な
い
。
な
お
、
委
任
命
令
を
違
法
と
し
た
も
の
と
し
て
は
、

こ
れ
ま
で
に
、
薬
事
法
施
行
規
則
一
五
条
の
四
第
一
項
一
号
等
に
関
す
る
最
判
平
成
二
五
年
一
月
一
一
日
裁
時
一
五
七
一
号
五
頁
、
地
方

自
治
法
施
行
令
一
一
五
条
等
に
関
す
る
最
大
判
平
成
二
一
年
一
一
月
一
八
日
民
集
六
三
巻
九
号
二
〇
三
三
頁
、
貸
金
業
規
制
法
施
行
規
則

一
五
条
に
関
す
る
最
判
平
成
一
八
年
一
月
一
三
日
民
集
六
〇
巻
一
号
一
頁
、
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
一
条
の
二
第
三
号
に
関
す
る
最
判

平
成
一
四
年
一
月
三
一
日
民
集
五
六
巻
一
号
二
四
六
頁
、
監
獄
法
施
行
規
則
一
二
〇
・
一
二
四
条
に
関
す
る
最
判
平
成
三
年
七
月
九
日
民

集
四
五
巻
六
号
一
〇
四
九
頁
、
農
地
法
施
行
令
一
六
条
に
関
す
る
最
大
判
昭
和
四
六
年
一
月
二
〇
日
民
集
二
五
巻
一
号
一
頁
が
あ
る
。
近

年
、
違
法
判
決
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
は
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
法
律
の
立
案
者
と
命
令
の
制
定
者
が
実
質
的
に
同

一
と
な
っ
て
い
る
中
で
、
法
律
で
規
定
せ
ず
に
安
易
に
命
令
で
対
応
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
と
受
け
止
め
る
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
43
（　

憲
法
に
よ
り
議
院
規
則
や
最
高
裁
判
所
規
則
の
所
管
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
法
律
が
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
、
議
院
の
自
律

権
や
裁
判
所
の
独
立
性
・
自
主
性
・
専
門
性
等
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
も
、
別
途
問
題
と
な
り
得
る
。
こ

の
点
、
国
会
法
が
議
院
の
内
部
事
項
に
関
し
て
ま
で
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
批
判
が
あ
り
、
法
律
と
議
院

規
則
の
競
合
と
法
律
の
優
位
を
認
め
る
の
が
多
数
説
と
い
わ
れ
る
が
、
競
合
を
認
め
た
上
で
の
規
則
優
位
や
規
則
の
優
先
適
用
を
認
め
る

説
、
さ
ら
に
は
議
院
規
則
の
専
属
的
所
管
を
認
め
そ
れ
に
つ
い
て
定
め
る
国
会
法
の
規
定
は
両
議
院
間
で
の
紳
士
協
約
と
解
す
る
説
な
ど

も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
判
所
規
則
に
つ
い
て
は
、
法
律
の
競
合
と
法
律
の
優
位
を
認
め
る
の
が
多
数
説
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
や
弁
護
士
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
事
柄
か
ら
い
っ
て
そ
の
基
本
は
む
し
ろ
法
律
で
定
め
る

べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
規
則
の
優
位
が
主
張
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
範
囲
は
裁
判
所
の
内
部
規
律
・
司
法
事
務
処
理

に
関
す
る
事
項
の
一
部
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
44
（　

例
え
ば
、
国
籍
法
違
憲
訴
訟
・
最
大
判
平
成
二
〇
年
六
月
二
四
日
民
集
六
二
巻
六
号
一
三
六
七
頁
で
は
、
多
数
意
見
が
立
法
者
の
合
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理
的
意
思
を
推
認
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
合
理
的
な
解
釈
と
し
て
原
告
の
国
籍
を
認
め
た
の
に
対
し
、
横
尾
和
子
裁
判
官
等
の
反
対
意
見
、

甲
斐
中
辰
夫
裁
判
官
等
の
反
対
意
見
は
、
実
質
的
に
司
法
に
よ
る
立
法
に
等
し
い
な
ど
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
な
お
、
甲
斐
中

等
反
対
意
見
は
、
司
法
権
の
限
界
と
の
関
係
を
指
摘
し
つ
つ
、「
法
の
解
釈
・
適
用
に
よ
り
行
う
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
、
国
会
の
立

法
措
置
に
よ
り
行
う
こ
と
が
憲
法
の
原
則
で
あ
る
（
憲
法
一
〇
条
、
四
一
条
、
九
九
条
（」
と
述
べ
る
。

（
45
（　

そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
憲
法
の
人
権
規
定
等
に
反
す
る
も
の
で
な
い
限
り
、
法
律
で
規
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
国
会
は
、

少
な
く
と
も
、
自
律
性
へ
の
配
慮
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
法
律
に
よ
る
関
与
は
し
な
い
と
い
う
判
断
を
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
、
憲
法
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
な
規
範
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
お
、
司
法
審
査

の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
部
分
社
会
の
問
題
は
、
法
の
多
元
性
・
多
様
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
四
一
条
と
は
直
接
に
関
係
す
る

も
の
で
は
な
く
、
司
法
権
の
限
界
や
裁
判
を
受
け
る
権
利
な
ど
と
の
関
係
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
46
（　

例
え
ば
、
日
本
で
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
制
定
に
よ
り
ド
イ
ツ
の
立
法
概
念
を
継
受
し
た
後
も
、
一
九
〇
六
年
の
災
害
地
方
田
畑

地
租
免
税
ニ
関
ス
ル
法
律
や
京
釜
鉄
道
買
収
法
、
一
九
一
八
年
の
足
尾
鉄
道
及
有
馬
鉄
道
買
収
法
、
一
九
五
三
年
の
財
団
法
人
日
本
遺
族

会
に
対
す
る
国
有
財
産
の
無
償
貸
付
に
関
す
る
法
律
、
さ
ら
に
最
近
で
は
、
一
九
九
八
年
の
オ
ウ
ム
真
理
教
に
係
る
破
産
手
続
に
お
け
る

国
の
債
権
に
関
す
る
特
例
に
関
す
る
法
律
な
ど
、
個
別
的
法
律
が
制
定
さ
れ
続
け
て
き
て
い
る
。
ド
イ
ツ
な
ど
で
も
同
様
で
あ
り
、
ま
た
、

英
米
法
系
で
は
、
特
定
の
個
人
・
団
体
・
地
域
の
み
を
対
象
と
す
る
個
別
法
律
（private act, private law

（
が
、
数
は
か
な
り
減
少

し
て
き
て
い
る
も
の
の
、
存
在
し
続
け
て
き
て
い
る
。
な
お
、
玉
井
克
也
「
国
家
作
用
と
し
て
の
立
法
」
法
学
教
室
二
三
九
号
（
二
〇
〇

〇
年
（
七
五
頁
は
、「
議
会
の
定
立
す
る
法
律
が
こ
と
ご
と
く
「
一
般
性
」
を
帯
び
る
の
が
近
代
立
憲
主
義
の
伝
統
で
あ
り
、
現
代
に

至
っ
て
そ
れ
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
通
説
的
な
理
解
は
、
憲
法
史
に
即
し
て
支
持
さ
れ
え
な
い
」
と
す
る
。

（
47
（　BV

erfGE 25, 371, U
rteil v. 7. 5. 1（6（.

な
お
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
説
の
動
向
も
含
め
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
赤
坂
正
浩

「
法
律
の
一
般
性
と
ボ
ン
基
本
法
一
九
条
一
項
一
文
」
菅
野
喜
八
郎
先
生
古
稀
記
念
『
公
法
の
思
想
と
制
度
』（
信
山
社
、
一
九
九
九
年
（

二
五
五
頁
以
下
、
莬
原
明
「
基
本
法
一
九
条
一
項
一
文
に
い
う
「
個
別
事
例
法
」
の
禁
止
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲

法
判
例
・
第
二
版
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
（
三
三
〇
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
48
（　

例
え
ば
、
名
城
大
学
の
学
内
紛
争
に
対
応
す
る
た
め
の
「
学
校
法
人
紛
争
の
調
停
等
に
関
す
る
法
律
」（
昭
和
三
七
年
法
律
第
七
〇

号
（、
オ
ウ
ム
真
理
教
及
び
そ
の
後
継
団
体
の
監
視
を
意
図
し
た
「
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」（
平
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成
一
一
年
法
律
第
一
四
七
号
（
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
当
該
事
件
や
団
体
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
律
の
一
般

性
・
抽
象
性
と
い
う
こ
と
か
ら
一
般
的
な
形
式
と
し
た
と
の
説
明
が
提
案
者
や
立
案
担
当
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
規
制
立
法
に
つ

い
て
は
特
定
の
者
や
事
件
を
対
象
と
す
る
場
合
で
も
一
般
的
な
形
式
の
法
律
と
す
る
こ
と
は
立
法
関
係
者
の
間
で
は
ほ
ぼ
約
束
事
と
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
4（
（　
「
学
校
法
人
紛
争
の
調
停
等
に
関
す
る
法
律
」
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
三
八
年
一
一
月
一
二
日
行
集
一
四
巻
一
一
号
二
〇
二
四
頁
、

「
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
に
関
す
る
東
京
地
判
平
成
一
三
年
六
月
一
三
日
訟
月
四
八
巻
一
二
号

二
九
一
六
頁
の
ほ
か
、「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び

に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
土
地
等
の
使
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
」（
平
成
九
年
法
律
第
三
九
号
（
の
附
則
に
関
す
る
最
判
平
成
一
五
年
一
一
月
二
七
日
民
集
五
七
巻
一
〇
号
一
六
六
五
頁
な
ど
。
こ

れ
ら
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
形
式
だ
け
を
審
査
し
て
、
い
ず
れ
も
、
当
該
法
律
は
一
般
的
・
抽
象
的
で
あ
る
と
し
て
原
告
の
主
張

を
斥
け
て
い
る
。

（
50
（　

実
質
的
意
味
の
立
法
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
際
に
も
、
ほ
と
ん
ど
が
「
法
規
範
」、「
規
範
」
と
い
っ
た
要
素
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
51
（　D

écision n
o 2004-500 D

C du 2（ juillet 2004, D
écision n

o 2005-512 D
C du 21 avril 2005.

そ
の
場
合
に
、
規
範
的
射
程

を
備
え
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
六
条
か
ら
、
法
律
は
準
則
を
表
明
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
と
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
導
き
出
さ
れ
る
と
す
る
。
同
判
決
に
つ
い
て
は
、
奥
村
公
輔
「
法
律
の
規
範
性
と
明
瞭
性
」
フ
ラ
ン
ス
憲
法
判
例
研
究
会
編

『
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
判
例
Ⅱ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
年
（
二
〇
七
頁
以
下
参
照
。
そ
こ
で
い
う
規
範
的
射
程
に
つ
き
ど
の
よ
う
に
解
す
る

か
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
必
要
は
あ
る
も
の
の
、
日
本
に
お
い
て
も
参
考
に
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
52
（　

日
本
で
は
、
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
は
付
随
的
審
査
権
と
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
規
範
性
を
欠
く
法
律
が
個
人
の
権
利
・
利
益
を
具

体
的
に
侵
害
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
ず
、
訴
訟
を
提
起
し
て
も
主
観
訴
訟
の
場
合
に
は
訴
え
の
利
益
を
欠
く
と
さ
れ
る
可
能
性
が

高
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
裁
判
所
の
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
想
定
さ
れ
得
な
い
と
も
い
え
る
。

（
53
（　

憲
法
に
は
、
執
行
政
令
を
認
め
た
七
三
条
六
号
の
規
定
は
あ
る
が
、
委
任
立
法
に
つ
い
て
直
接
に
定
め
た
規
定
は
見
当
た
ら
ず
、
七

条
一
号
、
七
三
条
六
号
、
八
一
条
及
び
九
八
条
に
そ
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
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そ
の
よ
う
な
形
式
的
な
根
拠
だ
け
で
な
く
、
そ
の
実
質
的
な
と
こ
ろ
に
も
根
拠
を
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
法
の
段

階
的
構
造
に
お
い
て
は
下
位
の
法
へ
の
委
任
な
ど
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
現
代
国
家
に
お
け
る
委
任
立
法
の
実
際
上
の
必
要
性

や
不
可
避
性
か
ら
条
理
上
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
四
一
条
は
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

委
任
立
法
を
立
法
と
行
政
の
い
ず
れ
と
捉
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
四
一
条
の
「
立
法
」
だ
け
で

な
く
、
六
五
条
の
「
行
政
権
」
の
理
解
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
「
立
法
」
と
捉
え
る
方
が
素
直
な
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
こ
の
点
、
委
任
命
令
の
制
定
を
立
法
と
捉
え
た
場
合
に
は
四
一
条
の
例
外
と
な
る
と
の
議
論
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
例
外
」
の

理
解
や
捉
え
方
の
問
題
で
あ
り
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
の
趣
旨
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
委
任
立
法
の
位
置
付
け
な
ど
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

あ
え
て
例
外
と
呼
ぶ
必
要
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
54
（　

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
大
橋
洋
一
『
行
政
法
①
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
（
三
三
頁
以
下
な
ど
。
同
教
授
に
よ
れ
ば
、
本
質
性

理
論
は
、
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
、
行
政
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
基
本
的
な
決
定
に
法
律
の
根
拠
を
要
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
多
元
的

な
見
解
の
統
合
・
公
開
性
と
い
っ
た
法
律
制
定
手
続
の
も
つ
機
能
に
着
目
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

（
55
（　

例
え
ば
、
刑
罰
、
租
税
な
ど
憲
法
が
法
律
主
義
を
規
定
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
主
要
な
事
項
は
委
任
で
き
な
い
と
解
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
も
含
め
、
そ
の
よ
う
な
事
項
を
で
き
る
だ
け
特
定
し
基
準
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が

法
律
の
規
律
密
度
の
確
保
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
と
い
え
る
。

（
56
（　

た
だ
し
、
拒
否
や
承
認
の
権
限
が
立
法
権
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
一
院
だ
け
、
あ
る
い
は
委
員
会
だ
け
で
委

任
命
令
の
効
力
の
発
生
を
左
右
す
る
よ
う
な
仕
組
み
を
採
る
こ
と
は
、
そ
れ
と
の
関
係
か
ら
問
題
と
な
り
得
る
ほ
か
、
衆
議
院
の
優
越
と

の
関
係
に
つ
い
て
も
整
理
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
な
お
、
議
会
拒
否
権
を
導
入
す
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
連
邦
最
高
裁
が
、
一
九
八
三

年
六
月
二
三
日
のIm

m
igration and N

aturalization Service v. Chadha

事
件
判
決
で
、
合
衆
国
憲
法
一
条
の
規
定
の
形
式
主
義
・

歴
史
主
義
的
な
解
釈
に
よ
り
議
会
拒
否
条
項
を
違
憲
と
判
断
し
た
が
、
そ
れ
以
降
も
、
一
九
九
六
年
に
制
定
し
た
議
会
審
査
法

（Congressional Review
 of Rulem

aking A
ct

（
に
基
づ
き
統
制
手
段
と
し
て
両
院
合
同
決
議
の
形
を
と
る
こ
と
（
規
則
の
発
効
前

に
不
同
意
の
両
院
合
同
決
議
が
可
決
さ
れ
大
統
領
も
こ
れ
に
署
名
す
れ
ば
規
則
は
発
効
せ
ず
、
規
則
の
発
効
後
に
不
同
意
の
両
院
合
同
決

議
が
可
決
さ
れ
れ
ば
規
則
の
効
力
は
は
じ
め
か
ら
効
力
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。（、
個
別
法
に
お
い
て
歳
出
授
権
委
員
会
あ

る
い
は
歳
出
承
認
委
員
会
の
承
認
決
議
を
要
件
と
す
る
手
続
を
と
る
こ
と
（
執
行
機
関
の
決
定
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
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委
員
会
の
承
認
が
な
け
れ
ば
、
連
邦
議
会
は
そ
の
執
行
に
関
す
る
歳
出
の
授
権
・
承
認
を
な
し
得
な
い
と
す
る
も
の
（
な
ど
の
方
法
を
採

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
議
会
拒
否
権
の
制
度
が
維
持
さ
れ
て
き
て
い
る
。

（
57
（　

な
お
、
組
織
法
に
つ
い
て
は
、
特
殊
法
人
、
独
立
行
政
法
人
等
を
設
立
す
る
法
律
も
含
め
、「
そ
の
性
質
上
「
一
般
性
」
を
持
ち
え

な
い
」（
前
掲
注（
46
（玉
井
七
四
頁
（
と
も
さ
れ
、
個
別
的
法
律
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
組

織
法
に
つ
い
て
は
、
主
に
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
一
般
性
を
問
題
と
す
べ
き
法
律

で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
58
（　

実
際
に
、
課
・
室
よ
り
下
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
庁
の
長
が
定
め
る
訓
令
等
の
内
部
規
範
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
組

織
規
範
全
体
を
み
る
と
段
階
的
構
造
を
成
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
、
委
任
や
執
行
と
い
う
こ
と
で
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

ま
た
、
官
房
・
局
・
部
・
課
な
ど
に
関
す
る
国
家
行
政
組
織
法
の
規
定
も
、
政
令
に
委
任
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
政
令
の
形
式
に
よ
る
こ

と
を
指
定
し
た
も
の
と
解
す
る
方
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅲ
・
行
政
組
織
法
・
第
四
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一

二
年
（
七
頁
以
下
、
小
早
川
光
郎
「
組
織
規
定
と
立
法
形
式
」
芦
部
信
喜
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
立
憲
主
義
の
展
開
（
下
（』（
有
斐
閣
、

一
九
九
三
年
（
四
七
八
頁
以
下
な
ど
、
行
政
法
学
説
で
は
行
政
機
関
の
内
部
組
織
に
つ
い
て
の
編
成
権
を
認
め
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

（
5（
（　

こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
上
田
健
介
「
行
政
組
織
編
成
権
に
つ
い
て
―
憲
法
学
の
観
点
か
ら
」
佐
藤
幸
治
先

生
古
稀
記
念
上
巻
『
国
民
主
権
と
法
の
支
配
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
（
三
二
九
頁
な
ど
。

（
60
（　

理
由
付
け
は
異
な
る
が
、
府
省
の
設
置
・
所
掌
事
務
ま
で
法
律
で
定
め
る
べ
き
と
す
る
も
の
と
し
て
佐
藤
功
『
行
政
組
織
法
・
新

版
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
（
七
八
頁
、
前
掲
注（
58
（小
早
川
四
七
四
頁
以
下
な
ど
。
こ
れ
に
対
し
、
前
掲
注（
58
（塩
野
は
、
こ
れ
ら

の
学
説
の
問
題
点
を
指
摘
し
つ
つ
、
行
政
組
織
の
基
本
的
構
造
と
し
て
府
省
だ
け
で
な
く
庁
・
委
員
会
の
設
置
・
事
務
分
掌
の
定
め
、
内

部
部
局
の
基
本
的
構
成
単
位
は
法
律
で
定
め
る
べ
き
と
す
る
が
、
確
か
に
、
そ
の
位
置
付
け
等
か
ら
し
て
少
な
く
と
も
委
員
会
の
設
置
・

任
務
に
つ
い
て
は
法
律
事
項
と
す
る
の
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
府
省
と
は
、

そ
の
理
由
付
け
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
61
（　

そ
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
、
慣
行
に
よ
っ
て
従
前
ど
お
り
官
報
を
も
っ
て
公
布
す
る
こ
と
と
し
た
の
は
や
む
を
得
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
り
、
最
高
裁
も
、
最
大
判
昭
和
三
三
年
一
〇
月
一
五
日
刑
集
一
二
巻
一
四
号
三
三
一
三
頁
な
ど
で
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
公
布
が
官

報
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
慣
習
法
が
成
立
し
て
い
る
と
の
見
方
も
あ
る
が
、
行
政
法
学
説
と
は
異
な
り
、
憲
法
学
説
で



333

「唯一の立法機関」の法的な意味・射程

は
そ
こ
ま
で
踏
み
込
む
も
の
は
少
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
な
お
、
そ
の
よ
う
な
慣
行
に
よ
る
対
応
を
認
め
た
と
し
て
も
、
公
布
の
手
続
に

つ
き
法
定
化
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
政
令
で
定
め
る
こ
と
は
四
一
条
と
の
関
係
か
ら
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
法
制
化

に
難
色
を
示
し
た
主
な
理
由
も
、
公
式
方
式
令
案
に
つ
い
て
「
サ
ブ
ス
タ
ン
テ
ィ
ヴ
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
か
ら
政
令
で
は
だ
め
だ
。」

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
佐
藤
達
夫
「
公
式
法
制
定
の
注
文
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
五
号
（
一
九
五
五
年
（
三
四
頁
（。

（
62
（　
「
法
律
条
文
の
過
誤
訂
正
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」（
内
閣
参
質
一
六
〇
第
一
三
号
・
平
成
一
六
年
八
月
一
〇

日
（、「
立
法
行
為
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」（
内
閣
衆
質
一
六
一
第
二
二
号
・
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
九
日
（
な
ど
。

（
63
（　

官
報
正
誤
に
関
す
る
内
閣
の
権
限
の
根
拠
に
つ
き
内
閣
が
前
掲
注
の
答
弁
書
で
挙
げ
て
い
る
「
内
閣
は
、
法
律
の
公
布
に
つ
い
て
責

任
を
負
い
（
第
三
条
及
び
第
七
条
第
一
号
（、
ま
た
、
法
律
を
誠
実
に
執
行
す
る
こ
と
を
職
務
と
し
て
い
る
（
第
七
三
条
第
一
号
（
こ
と
」

だ
け
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
前
掲
注（
1（
（宮
沢
五
五
九
頁
は
「
内
閣
が
、
あ
る
法

律
が
形
式
的
に
有
効
に
成
立
し
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
権
限
、
い
わ
ゆ
る
形
式
的
審
査
権
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
」

と
す
る
が
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
形
式
的
審
査
権
が
あ
る
に
し
て
も
、
成
立
し
た
条
文
に
変
改
を
加
え
る
こ
と
は
そ
れ
に
含
ま
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
な
お
、
本
文
で
触
れ
た
事
例
で
は
、
官
報
の
正
誤
で
の
対
処
に
つ
い
て
、
衆
議
院
と
参
議
院
の
議
院
運
営
員
会
理
事
会
で
政
府

か
ら
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
、
与
党
側
が
こ
れ
を
了
承
す
る
意
思
を
示
し
た
の
に
対
し
、
野
党
側
は
政
府
に
対
し
改
正
案

の
提
出
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
衆
議
院
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
で
は
議
院
運
営
委
員
長
に
よ
り
官
報
正
誤
が
妥
当
と
の
見
解
が
示
さ
れ

た
と
い
わ
れ
、
内
閣
だ
け
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
評
価
の
分
か
れ
得
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

（
64
（　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、例
え
ば
、
旧
地
方
分
権
推
進
法
（
平
成
七
年
法
律
第
九
六
号
（
に
お
い
て
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
原
則
が

は
じ
め
て
打
ち
出
さ
れ
る
際
に
も
議
論
と
な
っ
た
が
、
結
局
、
多
岐
に
わ
た
る
国
の
事
務
・
権
限
を
厳
格
に
限
定
す
る
こ
と
の
困
難
性
、

国
会
の
立
法
権
の
制
約
の
お
そ
れ
な
ど
か
ら
、
国
の
役
割
が
限
定
的
に
規
定
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
平
成
七
年
三
月
四
日
の
衆
議

院
地
方
分
権
に
関
す
る
特
別
委
員
会
で
の
山
口
鶴
男
総
務
庁
長
官
の
答
弁
（
第
一
三
二
回
国
会
同
委
員
会
議
録
六
号
一
六
頁
（
等
参
照
。

（
65
（　

地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
の
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
七
日
の
第
三
次
勧
告
で
は
、
条
例
に
よ
る
国
の
法
令
の
上
書
権
の
保
障
に
つ
い

て
は
、
法
律
の
制
定
は
「
国
権
の
最
高
機
関
」
と
さ
れ
て
い
る
国
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
（
憲
法
四
一
条
（、
地
方
自
治
体
の
条
例

制
定
権
は
「
法
律
の
範
囲
内
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
憲
法
九
四
条
（、
政
令
は
「
憲
法
及
び
法
律
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
」
に
、
府

令
・
省
令
は
「
法
律
若
し
く
は
政
令
を
施
行
す
る
た
め
、
又
は
法
律
若
し
く
は
政
令
の
特
別
の
委
任
に
基
づ
い
て
」
制
定
さ
れ
る
も
の
で
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あ
り
、
特
に
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
罰
則
を
設
け
た
り
義
務
を
課
し
た
り
国
民
の
権
利
を
制
限
し
た
り
す
る
の
は
す
べ
て
法
律
の
委
任
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
憲
法
七
三
条
、
内
閣
法
一
一
条
、
内
閣
府
設
置
法
七
条
、
国
家
行
政
組
織
法
一
二
条
（
等
を
踏
ま
え

つ
つ
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
指
摘
に
関
し
て
は
、
な
ぜ
「
唯
一
の
立
法
機
関
」
で
は
な
く
、「
国
権
の
最

高
機
関
」
が
挙
げ
ら
れ
る
の
か
、
政
省
令
に
つ
い
て
は
法
律
の
委
任
に
よ
る
も
の
・
法
律
の
執
行
の
た
め
の
も
の
と
い
う
こ
と
だ
け
で
全

く
法
律
と
同
列
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
な
ど
、
疑
問
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

（
66
（　

法
律
に
よ
る
条
例
へ
の
委
任
は
、
従
来
か
ら
存
在
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
と
地
方
の
間
で
の
立
法
権
限
の
配
分
と
い
っ
た
側

面
も
あ
り
、
国
の
行
政
機
関
の
命
令
へ
の
委
任
の
場
合
と
同
列
に
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
委
任
の

あ
り
方
や
限
界
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。

（
67
（　

自
治
事
務
に
つ
い
て
定
め
る
国
の
法
令
の
規
定
は
標
準
規
定
と
解
し
て
条
例
に
よ
る
上
書
き
が
可
能
と
す
る
議
論
も
み
ら
れ
る
が
、

標
準
規
定
と
解
す
る
根
拠
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
四
一
条
・
九
四
条
と
の
関
係
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
と
る
こ
と
は
困
難
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
通
則
法
に
よ
る
場
合
に
、
上
書
き
が
認
め
ら
れ
な
い
法
律
や
事
項
を
限
定
列
挙
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト

方
式
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
包
括
的
に
上
書
き
を
許
容
す
る
以
上
は
、
問
題
は
変
わ
ら
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
68
（　

な
お
、
上
書
権
は
、
各
種
の
特
区
制
度
の
制
度
設
計
で
も
議
論
と
な
り
、
総
合
特
区
法
や
震
災
復
興
特
区
法
で
は
、
特
区
に
お
け
る

政
令
・
省
令
の
条
例
に
よ
る
上
書
き
を
施
行
令
・
施
行
規
則
で
一
括
的
に
定
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
6（
（　

例
え
ば
、
学
説
に
つ
い
て
は
佐
藤
功
『
憲
法
問
題
を
考
え
る
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
一
年
（
一
五
五
頁
、
前
掲
注（
21
（芦
部
二

四
七
頁
な
ど
。
ま
た
、
政
府
見
解
に
つ
い
て
は
昭
和
五
三
年
二
月
三
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
の
真
田
秀
夫
内
閣
法
制
局
長
官
の
答
弁

（
第
八
四
回
国
会
同
委
員
会
議
録
六
号
（
な
ど
。

（
70
（　

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
制
度
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
大
石
眞
『
憲
法
講
義
Ⅰ
・
第
二
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
（
七
五
頁
は
、
国

会
に
法
案
審
議
を
義
務
付
け
る
も
の
と
し
て
憲
法
四
一
条
に
違
反
す
る
な
ど
と
説
か
れ
る
と
し
、
野
中
俊
彦
等
『
憲
法
Ⅱ
・
第
五
版
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
（
一
四
頁
（
高
見
勝
利
担
当
（
は
議
案
の
提
出
に
類
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
憲
法
上
根
拠
が
必
要
と
な
る
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
毛
利
透
『
民
主
政
の
規
範
理
論
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
二
年
（
二
八
三
頁
以
下
は
、
憲
法
一
六
条
の
請
願
権
の
強
化
と

し
て
の
一
定
の
条
件
の
下
で
の
国
民
か
ら
の
国
会
へ
の
法
案
の
提
出
は
国
会
の
「
唯
一
の
立
法
機
関
性
」
を
侵
害
し
な
い
と
す
る
。

（
71
（　

特
に
、
誰
が
国
民
投
票
に
付
す
こ
と
を
発
議
で
き
る
こ
と
と
す
る
か
（
国
会
か
、
い
ず
れ
か
の
議
院
か
、
各
議
院
の
一
定
数
の
議
員
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か
、
内
閣
か
、
一
定
数
の
国
民
か
な
ど
（
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
合
い
や
機
能
は
異
な
る
ほ
か
、
国
民
投
票
の
対
象
と
す
る
事
項
や
、
国
民

の
意
思
の
問
い
方
な
ど
の
問
題
も
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

（
72
（　

国
民
が
内
閣
に
対
し
て
請
求
し
、
こ
れ
を
受
け
内
閣
が
意
見
を
付
し
て
国
会
に
提
出
す
る
案
、
い
ず
れ
か
の
議
院
に
対
し
て
国
民
が

直
接
に
発
案
す
る
案
、
実
質
的
に
法
案
提
出
権
の
な
い
会
派
が
国
民
の
一
定
数
の
署
名
を
備
え
る
こ
と
で
発
議
権
を
認
め
る
案
（
第
一
五

九
回
国
会
衆
議
院
憲
法
調
査
会
「
最
高
法
規
と
し
て
の
憲
法
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
小
委
員
会
」
で
の
井
口
秀
作
参
考
人
の
発
言
（
同

小
委
員
会
議
録
二
号
（（
な
ど
様
々
な
も
の
が
あ
り
得
る
。

（
73
（　

前
掲
注（
70
（大
石
一
三
七
頁
。
な
お
、
同
教
授
は
、
そ
の
上
で
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」
を
権
限
分
配
上
の
実
体
的
・
内
容
的
な
原

則
と
国
家
行
為
形
成
上
の
手
続
的
・
形
式
的
な
原
則
に
再
構
成
す
る
が
、
そ
の
法
的
な
意
味
が
国
会
に
よ
る
権
限
・
責
任
の
放
棄
と
他
の

機
関
に
よ
る
そ
の
侵
奪
の
禁
止
に
あ
り
、
ま
た
、
法
律
の
制
定
手
続
に
つ
い
て
は
五
九
条
一
項
で
カ
バ
ー
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
法
的

な
原
則
や
規
範
と
し
て
二
つ
に
分
け
る
意
味
が
ど
こ
ま
で
あ
る
か
は
な
お
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
74
（　

前
掲
注（
32
（の
拙
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
に
、
形
式
的
な
面
か
ら
「
ま
し
な
立
法
」
と
い
え
る
た
め
の
必
要
条
件
に
つ

い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
規
範
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
も
あ
れ
ば
、
立
法
者
の
道
徳
・
責
務
に
と
ど
ま
る
も
の
も
あ
る
が
、

そ
れ
を
政
治
の
側
も
納
得
す
る
よ
う
な
法
的
な
枠
組
み
・
約
束
事
と
し
て
明
確
化
・
共
有
化
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

（
75
（　

法
律
の
ほ
か
に
も
、
予
算
の
形
式
、
承
認
・
同
意
の
形
式
、
決
議
な
ど
、
国
会
あ
る
い
は
議
院
が
意
思
を
決
定
し
そ
れ
を
示
す
方
式

に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
も
国
会
に
よ
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
段
と
な
り
得
る
。
そ
れ
ら
の
形
式

に
よ
る
法
律
の
代
替
を
安
易
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
必
ず
法
律
で
定
め
る
べ
き
事
項
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
が
、

そ
の
一
方
で
、
法
律
は
あ
く
ま
で
も
法
の
形
式
で
あ
る
以
上
、
何
で
も
法
律
の
形
式
を
用
い
よ
う
と
す
る
状
況
に
つ
い
て
は
、
見
直
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。


