
宗
教
的
自
由
の
憲
法
探
障
の
限
界
に
つ
い
て

請E

淳
一
紺
同
議

{
北
九
州
大
学
)

合
衆
岡
田
憲
法
修
正
一
条
は
、
「
宗
教
の
自
由
開
な
実
践
を
禁
圧
・
抑
止
す
る
法
」
の
制
定
を
、
連
邦
議
会
に
禁
じ
て
い
る
。
本
報
告
は
、

こ
の
辺
京
教
活
動
自
由
条
項
」
に
つ
い
て
、
合
衆
国
最
高
裁
が
、
開
条
項
の
適
用
範
腐
を
拡
大
し
、
も
し
く
は
そ
の
範
磁
を
繭
そ
う
と

し
て
、
ど
の
よ
う
・
な
解
釈
・
適
用
を
試
み
て
き
た
か
を
概
観
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

修
正
一
条
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
定
義
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(1) 

修
正
一
条
の
宗
教
条
項
(
宗
教
関
定
禁
止
条
項
と
宗
教
活
動
自
由
条
項
)
の
適
用
に
お
い
て
裁
判
所
が
腹
部
し
て
き
た
の
は
、

宗
教
の
定
義
の
問
題
で
あ
る
。
宗
教
条
項
関
係
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、

2
m教
の
国
定
に
関
す
る
法
」
と
い
え
る
も
の
、
あ
る

い
は

2
一
公
款
の
自
由
な
実
践
の
禁
圧
」
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
て
き
た
が
、
関
条
項
の
核
心
部
分
を
な
す
「
宗
教
」
と
い

う
概
念
の
意
味
に
つ
い
て
審
査
し
、
そ
の
見
解
を
示
し
た
例
は
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど
少
な
い
。

宗
教
と
い
う
こ
と
ば
は
、
日
常
ご
く
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
広
く
共
通
の
理
解
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
用
語
で

あ
る
。
だ
が
、
憲
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
は
、
憲
法
上
の
判
断
と
い
う
思
的
か
ら
、
そ
れ
が
自
常
用
い
ら
れ
る
ば
あ
い
と
は
著

し
く
異
な
る
意
味
会
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
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連
邦
最
高
裁
が
、
た
ぷ
義
す
る
こ
と
は
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
た
の
は
、
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
対
ヴ
ェ
ス
タ
事
件
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。
裁
判
所
が
、
ど
の
よ
う
な
信
仰
・
信
条
に
も
と
づ
く
行
為
が
保
護
の
対
象
と
な
る
か
と
い
う
憲
法
上
の
観
ぃ
良
か
ら
宗
教
の
意

味
を
限
定
し
、
あ
る
集
聞
や
個
人
の
教
義
ゃ
ん
信
条
に
つ
い
て
「
宗
教
的
な
」
も
の
と
「
非
宗
教
的
な
」
も
の
と
の
類
部
を
行
な
う
と
き

に
は
、
ぞ
れ
が
あ
る
信
悔
や
傍
条
の
実
設
を
宗
教
活
動
自
由
条
項
の
保
護
か
ら
締
め
出
す
こ
と
に
な
り
う
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

す
べ
て
の
宗
教
に
共
通
の
要
素
、
も
し
く
は
宗
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
晃
い
だ
し
、
宗
教
を
定
義
す
る
試
み
じ
た
い
に
問
題
が
あ
る
し
、

成
功
の
見
込
み
も
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
、
宗
教
条
項
が
何
を
保
護
し
、
約
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
か
を

確
定
す
る
た
め
に
「
宗
教
」
と
さ
れ
る
も
の
の
範
閥
を
確
定
す
る
必
裂
に
迫
ら
れ
る
ば
あ
い
の
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

し及。
(2) 

ρ

。
内
，

u

連
邦
最
高
裁
は
、
は
じ
め
、
宗
教
を
有
神
論
に
立
脚
し
て
宗
教
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
狭
く
解
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

)i、

九
O
年
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
対
ピ

i
ス
ン
事
件
判
決
は
、
「
宗
教
」
と
は
「
自
ら
の
創
造
者
と
の
関
係
に
関
す
る
人
の
目
見
解
、

お
よ
び
創
造

者
の
存
在
と
そ
の
性
格
と
に
対
す
る
崇
敬
の
念
お
よ
び
そ
の
意
五
に
対
す
る
服
従
心
か
ら
生
じ
る
義
務
に
か
か
わ
る
も
の
」
で
あ
る
と

{3) 

述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
二

O
世
紀
に
は
い
り
、
問
。
年
代
と
五

0
年
代
の
判
決
が
、
宗
教
を
有
神
論
と
同
一
視
し
、
そ
の
意
味
そ
狭
く
限
定
し
ょ

う
と
す
る
試
み
に
は
憲
法
上
問
題
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
さ
ら
に

九
六
一
年
の
ト
i
カ
ソ
ウ
対
ワ
ト
キ
ン
ズ
事
件
判
決
は
、
次
の

ょ
、
つ
に
、

一
九
世
紀
的
な
有
神
論
的
神
制
概
念
に
も
と
づ
く
宗
教
の
定
義
そ
明
確
に
否
認
す
る
に
い
だ
っ
た
。
?
」
の
留
の
宗
教
の
な
か

で
、
一
般
に
神
の
存
荘
に
対
す
る
一
信
仰
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
教
え
な
い
宗
教
と
し
て
は
、
仏
教
、
道
教
、
倫
理
教
育
(
回
答
芯
色

{4) 

の
巳
け
が
可
申
〉
、
セ
キ
ュ
ラ
!
・
ピ
ュ

i
マ
ニ
ズ
ム
、
お
よ
び
そ
の
他
の
も
の
が
あ
る
九

ト
ー
カ
ソ
ウ
判
決
の
広
い
宗
教
概
念
そ
承
認
し
、
あ
る
鑓
条
・
信
念
が
「
宗
教
的
」
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の



規
準
を
提
供
し
た
の
は
、

一
九
六
五
年
の
合
衆
国
対
ス
イ
1
ガ

l
事
件
判
決
で
あ
っ
た
。
間
判
決
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
判
断
の
規

準
と
な
る
も
の
は
、
「
誠
実
に
い
だ
か
れ
か
っ
深
い
意
味
を
も
つ
あ
る
信
念
が
、
そ
の
信
念
を
も
っ
者
の
生
活
の
な
か
で
、
軍
務
免
除

の
資
格
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
明
ら
か
な
人
び
と
の
内
面
に
お
い
て
そ
の
正
統
派
的
神
信
仰
が
占
め
て
い
る
の
と
等
し
い
位
覆
を
占
め

(5) 

て
い
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
ら
の
信
念
が
非
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
に
軍
務
免
除
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
と
の
判
断
会
示
し
た
…
九
七
O
年
の

ウ
エ
ル
シ
ユ
対
合
衆
国
事
件
判
決
は
、
ス
イ
i
ガ

i
判
決
め
宗
教
の
定
義
を
再
確
認
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
を
拡
強
し
さ
え
し
た

〈

6
)

と
解
し
う
る
。
関
判
決
は
、
「
宗
教
的
」
と
い
う
こ
と
ば
が
「
広
い
適
用
範
囲
令
も
っ
て
い
る
」
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
し
も
あ
る
偶
入
が
、
そ
の
源
泉
と
内
容
と
に
お
い
て
純
粋
に
倫
理
的
ま
た
は
選
徳
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
し
か
も
そ
れ
が
彼
に
、
い

つ
い
か
な
る
戦
争
に
も
参
加
し
な
い
よ
う
に
皐
心
的
義
務
を
諜
す
信
念
を
、
深
く
誠
実
に
い
だ
い
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
信
念
は

-217 

家李主的関自の憲法保障の夜弊について(波:華}

し
か
に
、
そ
の
人
の
生
活
の
な
か
で
、
い
伝
統
的
な
宗
教
信
抑
者
の
内
面
に
お
い
て
「
神
が
占
め
て
い
る
の
と
等
し
い
故
置
』
を
占
め
る

{7} 

も
の
で
あ
る
可
兵
役
法
は
、
そ
の
良
心
が
「
担
保
く
い
だ
か
れ
た
道
徳
的
、
倫
理
的
も
し
く
は
説
教
的
な
信
念
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら

れ
て
い
て
、
も
し
も
戦
争
の
一
手
段
と
一
な
る
こ
と
を
自
ら
に
許
す
な
ら
誌
、
い
か
な
る
安
息
も
平
安
も
与
え
ら
れ
な
い
人
び
と
の
す
べ

(8) 

て
い
に
、
軍
務
免
除
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
間
判
決
に
よ
れ
ば
、
ウ
ヱ
ル
シ
ユ
は
、
「
人
の
命
を
う
ば
う
こ
と
が
道
徳
的

(9) 

あ
る
い
と
の
信
念
を
、
「
」
伝
統
的
な
宗
教
的
確
信
の
強
さ
を
も
っ
て
」
い
、
だ
い
て
い
る
者
で
あ
る
。

で

(3) 

そ
の
後
、
連
邦
控
訴
裁
が
、
ス
イ
1
ガ

i
判
決
に
依
拠
し
て
、
類
似
性
に
よ
る
定
義
を
試
み
た
。
ア
フ
リ
カ
事
件
判
決
は
、
疑

λ
サ
O
J

そ
い
だ
か
れ
る
こ
と
な
く
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
宗
教
と
の
類
似
性
を
判
断
す
る
規
準
と
し
て
、
宗
教
を
特
徴
づ
け
る
も
の

を
提
示
し
た
が
、
ぞ
れ
は
宗
教
の
「
本
質
的
」
な
特
徴
と
い
う
よ
り
は
「
形
態
的
」
な
特
徴
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
し
う
る
。

こ
の
「
形
態
の
類
飢
性
〕
の
ア
ブ
ロ

i
チ
は
、
修
正

条
の

と
い
う
文
…
一
一
紛
の
解
釈
を
、
ど
こ
ま
で
も
日
常
的
な
こ
と
ば
と
し
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て
の
宗
教
(
そ
れ
は
宗
教
的
多
数
派
に
属
す
る
人
び
と
の
理
解
し
て
い
る
宗
教
で
も
あ
り
う
る
)
と
の
類
似
性
を
問
題
に
す
る
点
で
、

ス
イ
!
ガ

i
判
決
の
「
機
能
の
類
似
性
」
の
ア
プ
ロ

i
チ
よ
り
は
、
「
宗
教
」
と
さ
れ
る
も
の
の
範
囲
を
よ
り
狭
く
限
定
す
る
こ
と
に

な
る
よ
う
に
怠
わ
れ
る
。

ス
イ
i
ガ
i
判
決
の
類
似
性
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
た
し
か
に
、
「
ま
ぎ
れ
も
な
く
宗
教
的
な
も
の
」
と
の
類
似
性
を
規
準
と
し
、
伝
統

的
な
宗
教
信
仰
者
の
僑
条
・
信
念
が
そ
の
内
額
に
お
い
て
有
サ
る
機
能
に
着
眼
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
批
判
の
余
地
が
な
い

(
日
)

で
は
な
い
が
、
ウ
エ
ル
シ
ュ
判
決
が
、
こ
の
ア
プ
ロ
!
チ
を
適
用
し
て
、
「
宗
教
的
信
念
」
に
遵
徳
的
、
倫
理
的
確
信
が
含
ま
れ
る
と

の
解
釈
を
導
き
、
宗
教
の
自
由
が
良
心
の
自
由
を
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
こ
と
は
詮
尽
に
儀
す
る
。

ス
イ
!
ガ
i
事
件
は
、
夜
接
に
は
兵
役
法
上
の
箪
務
免
除
規
定
の
文
替
の
解
釈
が
争
点
と
な
っ
た
挙
件
で
あ
っ
た
が
、
連
邦
最
高
裁

は
、
ス
イ

i
ガ
i
判
決
の
宗
教
の
定
義
を
、
憲
法
上
の
意
味
、
設
要
牲
を
も
つ
も
の
と
解
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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そ
の
後
、
連
邦
最
潟
裁
は
、
事
件
の
争
点
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
宗
教
の
定
義
の
開
題
に
直
面
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

宗
教
活
動
自
白
条
項
の
保
障
範
臨

{
日

M
)

ジ
エ
フ
ア
ス
ン
と
マ
デ
ィ
ス
ン
の
見
解
は
、
修
正
一
条
の
宗
教
条
項
の
解
釈
に
大
き
な
事
響
を
与
え
て
き
た
c

ジ
ェ
フ
ア
ス

ン
は
、
宗
教
上
の
信
条
や
意
見
の
表
明
な
い
し
宣
布
の
{
際
的
を
自
然
権
で
あ
る
と
し
て
い
る
《
信
教
の
自
由
令
確
立
す
る
法
案
じ
。

マ
デ
ィ
ス
ン
は
、
自
ら
の
信
念
や
良
心
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
従
い
宗
教
を
実
賎
す
る
権
利
を
不
可
譲
の
権
利
で
あ
る
と
し
て
い
る

(
「
宗
教
課
税
に
反
対
す
る
誇
願
と
誌
議
」
)
。
法
に
よ
る
制
限
が
許
さ
れ
え
な
い
行
為
の
範
踏
に
つ
い
て
、

マ
デ
ィ
ス
ン
は
と
く
に
限
定

し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ジ
ェ
フ
ア
ス
ン
は
、
宗
教
上
の
行
為
の
な
か
で
、
信
仰
の
告
自
や
穏
条
の
笈
伝
と
い
っ
た



宗
教
信
仰
の
表
現
行
為
に
つ
い
て
は
、
絶
対
に
制
約
が
加
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ス
信
教
の
自
由
を
擁
立
す
る
法
案
」
〉
。
と

い
う
の
は
、
こ
う
し
た
行
為
が
他
者
に
笑
客
を
与
え
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
な
い
か
ら
(
「
ヴ
ァ

i
ジ
ニ
ア
覚
え
番
」
〉
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
見
解
に
は
、
人
の
内
心
と
礼
拝
堂
の
な
か
?
の
営
み
の
み
が
憲
法
上
の
保
護
の
対
象
と
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
の
か

と
の
接
関
が
呈
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ジ
ェ
フ
ア
ス
ン
は
、
信
仰
。
信
条
の
表
現
背
為
の
規
制
可
能
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
信
仰
向
・
僑
条
が
「
暁

ら
か
に
安
寧
と
善
良
な
秩
序
と
を
害
す
る
行
為
之
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
ば
あ
い
」
に
は
、
聞
が
こ
れ
を
規
制
し
う
る
し
、
そ
れ
で
足
り

る
と
い
う
弐
信
教
の
自
由
を
確
立
す
る
法
案
b
。
こ
こ
に
は
、
信
仰
・
信
条
の
表
現
行
為
も
、

一
般
的
法
規
制
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な

い
ば
あ
い
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

マ
デ
ィ
ス
ン
は
む
し
ろ
、
宗
教
上
の
こ
と
が
ら
は
、
も
っ
ぱ
ら
人
の
信
念
な
い
し
良
心
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
命
ず

Q
U
 

る
と
こ
ろ
と
し
て
の
実
践
行
為
の
自
由
の
権
科
が
制
緩
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
原
理
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

家教的自由の憲法保持撃の限界について(滋湾)

マ
デ
ィ
ス
ン
も
、
辺
一
小
一
教
が
口
実
と
さ
れ
、
閣
の
存
立
が
詑
換
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
明
白
な
ば
あ
い
」
に
は
、

ぞ
う
し
た
誰

用
行
為
が
法
の
規
制
に
臨
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

ジ
エ
ブ
ア
ス
ン
は
、
憲
法
に
よ
る
宗
教
的
自
由
の
保
護
が
、
宗
教
礼
拝
、
宗
教
信
仰
の
雪
白
や
寮
布
と
い
っ
た
狭
く
限
定
さ
れ
た
範

閣
聞
の
行
為
に
の
み
及
ぶ
と
の
見
解
を
公
式
に
述
べ
て
お
り
、
ま
た
書
簡
の
念
か
で
、
信
部
や
礼
拝
の
自
由
に
関
連
し
て
、
「
立
法
権
は

た
だ
行
為
に
亙
ぶ
だ
け
で
、
意
見
に
は
及
ば
な
い
」
と
し
、
「
人
は
そ
の
社
会
的
義
務
に
反
し
て
自
然
権
を
享
有
し
え
な
い
」
も
の
で

あ
る
(
「
ダ
ン
ベ
リ
・
パ
プ
テ
イ
ス
ト
協
会
あ
て
書
簡
」
〉
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
マ
デ
ィ
ス
ン
は
、
良
心
の
自
由
の
観
点
か
ら
、

こ
の
上
な
く
苦
説
委
な
政
府
の
日
約
な
い
し
利
援
が
侵
害
さ
れ
る
ぱ
あ
い
で
な
け
れ
ば
宗
教
の
実
践
行
為
を
規
制
・
抑
止
し
え
な
い
と
し

(
刊

M
)

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ジ
エ
ブ
ア
ス
ン
と
マ
デ
ィ
ス
ン
の
車
場
の
相
違
を
苔
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
忍
わ
れ
る
。
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八
七
八
年
の
レ
イ
ノ
ル
ズ
判
決
は
、
主
と
し
て
ジ
エ
ブ
ア
ス
ン
の
か
か
る
昆
解
に
依
拠
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

qλ 

「
法
と
い
、
う
つ
も
の
は
、
行
為
の
抑
制
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
信
仰
や
宗
教
的
意
見
そ
の
も
の
に
子
渉
す
る
こ
と
は

(
M持
〉

許
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
実
践
行
為
に
対
し
て
は
可
能
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
議
会
は
、
「
単
な
る
意
見
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た

く
立
法
権
を
、
つ
ば
わ
れ
て
い
る
」
が
、
「
社
会
的
義
務
に
違
反
し
、
も
し
く
は
蕃
良
な
秩
序
を
破
壊
す
る
行
為
に
Z
I
渉
す
る
こ
と
は
許

〈日〉

さ
れ
て
い
る
勺

こ
の
よ
う
な
見
解
の
も
と
で
は
、
宗
教
の
実
践
持
為
が
憲
法
上
の
保
護
を
与
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
が
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な

か
っ
た
し
、
少
な
く
と
も
、
宗
教
上
の
行
為
に
十
分
な
保
護
が
与
え
ら
れ
る
保
託
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

(3) 

一
九
四
一
年
の
キ
ャ
ン
ト
ウ
ェ
ル
判
決
は
、
宗
教
的
動
機
に
よ
る
作
為
に
も
修
正
一
条
の
保
護
が
設
ぶ
こ
と
を
笠
現
し
た
。
ま

般
的
法
規
制
が
「
憲
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い

-220-

た
、
キ
ャ
ン
ト
ウ
エ
ル
事
件
に
お
い
て
宗
教
活
動
〈
勧
誘
活
動
)
に
適
用
さ
れ
た

(怒

る
自
由
の
行
使
に
対
し
、
許
容
さ
れ
え
な
い
負
担
を
課
す
」
も
の
で
あ
る
と
し
、
宗
教
上
の
行
為
に
つ
い
て
直
接
的
な
強
制
や
禁
止

(
信
条
・
教
義
の
禁
ず
る
こ
と
を
命
じ
、
そ
の
命
ず
る
こ
と
を
禁
じ
る
)
が
み
ら
れ
な
く
て
も
、
僚
の
行
為
が
宗
教
の
実
践
に
「
負
祖
」

を
加
え
る
も
の
と
な
る
な
ら
ば
、
違
憲
と
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
た
。

さ
ら
に
、
間
判
決
は
、
「
国
の
規
制
権
は
、
許
容
さ
れ
う
る
目
的
を
達
成
す
る
に
さ
い
し
て
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
て
い
る
自
由
を
不

{
げ
)

当
に
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
公
共
の
利
益
l
世
俗
的
な
自
的
!
の
た
め
の
餌
に
よ

る
行
為
の
規
制
も
、
修
正
一
条
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
自
由
を
不
当
に
、
ま
た
は
不
必
要
に
抑
止
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
手
段
を

も
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
慢
な
い
し
公
共
の
利
益
に
と
っ
て
の
「
明
白
か
っ
琉
夜
の

危
険
」
も
し
く
は
「
直
接
の
脅
威
」
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
特
定
・
明
記
し
て
処
罰
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
規
制
範
囲
を
厳
禁
に
甑
定

(
時
四
〉

し
て
い
る
法
の
適
用
に
よ
っ
て
の
み
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
て
い
る
・
自
由
が
制
制
約
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。



か
よ
う
な
見
解
に
は
、
シ
ャ

l
パ
!
ト
判
決
の
厳
格
審
資
規
準
(
一
般
法
の
適
用
が
宗
教
笑
銭
行
為
に
品
封
鎖
を
課
す
ば
あ
い
で
も
、

そ
れ
が
閣
の
最
優
先
の
利
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
つ
制
約
が
最
小
限
の
他
の
選
択
し
う
る
規
制
方
法
の
な
い
こ
と

(
叩
ぽ
〉

が
立
証
さ
れ
な
ば
な
ら
な
い
〉
が
、
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
連
邦
最
高
裁
は
、
そ
の
後
、
キ
ヤ
ン
ト
ウ
ュ
ル
判
決
の
示
し
た
方
向
に
判
錦

法
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

キ
ャ
ン
ト
ウ
ユ
ル
判
決
に
依
拠
し
て
、
宗
教
実
践
行
為
が
一
般
法
か
ら
の
保
護
を
も
与
え
ら
れ
う
る
こ
と
を
よ
り
明
確
に
示
稜

a仏

τ

し
、
か
つ
「
制
約
が
最
小
限
の
他
の
選
択
し
う
る
規
鵠
方
法
」
と
い
う
要
件
を
適
用
し
た
の
は
、

一
九
六

年
の
ブ
ラ
ウ
ン
ブ
エ
ル
ド

判
決
で
あ
っ
た
。
間
判
決
に
よ
れ
ば
、
限
が
「
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で

般
法
を
制
制
定
す
る
こ
と
に
よ
り
行
為
を
規
制
す
る
ば
あ
い

そ
の
法
律
の
自
的
と
効
果
が
国
の
世
好
的
な
白
的
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
宗
教
遵
守
の
た
め
の
行
為
に
間
接
的
な
負
担
を

課
す
も
の
で
あ
っ
て
も
有
効
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
は
、
留
が
、
そ
う
し
た
負
拐
を
課
す
こ
と
の
な
い
手
段
を
も
っ
て
し
て
は
そ
の

g
的
を

(
鉛
)

達
し
え
な
い
ば
あ
い
に
か
ぎ
ら
れ
る
」
。
国
が
宗
教
的
行
為
に

← 221-

般
法
を
適
用
す
る
ば
あ
い
で
も
、
「
間
接
的
に
も
付
組
的
に
も
宗
教
の

系教委守自留め書聖法保障の線界について(i銭j華)

自
由
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
世
俗
的
自
的
を
遼
し
う
る
〕
手
段
、
方
法
を
選
択
す
る
余
地
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
検
証

(
幻
)

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
み
る
。

(5) 

一
九
六
一
一
一
年
の
シ
ャ

1
パ
!
ト
判
決
は
、

一
般
的
法
規
制
が
宗
教
的
動
機
に
よ
る
行
為
に
(
隣
接
的
な
い
し
付
随
的
)
負
担
を

課
す
ば
あ
い
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
正
当
化
す
る
に
足
り
る
だ
け
の
留
の
至
上
の
利
益
の
存
夜
と
制
約
が
最
小
限
の
他
の
選
択
し
う
る

規
制
方
法
の
不
存
在
の
立
誌
を
留
に
婆
求
す
る
厳
格
な
審
査
規
療
を
宣
暁
し
た
。

シ
ヤ
|
パ
ー
ト
判
決
は
、
ま
ず
、
ブ
ラ
ウ
ン
ブ
エ
ル
ド
判
決
に
よ
る
甚
接
的
負
担
と
間
接
的
負
担
の
区
間
を
否
認
し
た
。
間
判
決
に

よ
れ
ば
、
本
件
原
告
の
失
業
手
当
受
給
資
格
の
否
認
が
京
教
の
実
践
に
も
た
ら
す
結
果
は
「
掘
の
一
般
的
な
立
法
上
の
権
限
の
範
関
内

で
の
福
祉
立
法
の
跨
接
的
な
帰
結
に
ず
ぎ
な
い
」
と
し
て
も
、
ま
た
原
告
が
「
盟
六
百
働
く
よ
う
強
制
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」



宗教法第18号(1999)

に
せ
よ
、
そ
の
宗
教
の
実
践
に
一
法
追
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
原
告
は
、
「
自
ら
の
宗
教
の
戒
律
に
従
う
こ
と
」
と

一
方
で
は
「
失
業
手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
」
と
の
あ
い
だ
で
、
他
方
で
は
「
土
曜
日
の
仕
事
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
承
諾
す

〈
忽
)

る
た
め
に
そ
の
戒
律
の
ひ
と
つ
を
放
棄
す
る
こ
と
」
と
の
あ
い
だ
で
選
択
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
同
判
決
に
よ
れ
ば
、

(

ね

〉

ら
れ
、

2
一
小
教
的
苦
痛
・
た
め
ら
い
」
か
ら
太
曜
日
の
労
働
を
拒

原
告
は
、
「
安
息
臼
に
関
す
る
宗
教
的
確
告
を
般
棄
す
る
よ
う
強

〈
川
的
)

否
せ
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
失
業
手
当
の
受
給
を
、
慰
告
の
「
宗
教
の
主
饗
な
教
義
を
破
る
と
い
う
選
択
に
か
か
ら
し
め
る
」

〈
お
)

こ
と
は
、
原
告
が
自
ら
の
「
憲
法
上
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
を
、
事
実
上
訴
す
る
こ
と
に
な
る
」
。

か
く
し
て
関
判
決
は
、
「
合
程
的
関
係
」
テ
ス
ト
を
否
認
し
、
厳
格
審
査
テ
ス
ト
を
適
用
し
た
。
艇
告
の
宗
教
の
実
践
に
対
す
る
付

時
的
な
負
担
が
、
「
ぜ
ひ
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
菌
の
利
益
」
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
失
業
手
当
受
給
資
絡
を

(
お
}

沓
認
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
件
州
法
の
失
業
手
当
受
給
資
格
競
走
の
遮
鴻
に
つ
い
て
主
躍
さ
れ
る
践
の
利
益
が
、

(幻〉

原
告
の
宗
教
的
自
由
の
実
費
約
な
侵
害
を
正
当
化
す
る
の
に
十
分
な
も
の
と
は
認
め
が
た
い
と
し
、
原
告
に
、
円
安
息
日
に
関
す
る
宗

〈
お
)

教
的
確
信
を
放
棄
す
る
よ
う
強
い
る
よ
う
な
資
格
要
件
を
定
め
る
法
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
は
違
憲
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
あ
わ
せ
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て
、
間
判
決
は
、
宗
教
的
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
な
し
に
霞
の
利
益
を
守
り
推
進
す
る
た
め
の
「
他
の
選
択
し
う
る
規
制
方
法
」
が
存

〈
時
日
)

症
し
な
い
こ
と
の
論
証
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
た
。

つ
け (6)
る
中
主L

的
な

一
九
七
一
一
年
の
ヨ
ウ
ダ

i
判
決
も
、
厳
格
審
査
幾
準
を
適
用
し
、

六
歳
以
下
の
す
べ
て
の
子
ど
も
に
学
校
へ
の
出
席
を
義
務

一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
法
律
の
適
用
が
、

ア
ミ
ッ
シ
ユ
派
信
徒
の
宗
教
の
自
由
な
実
践
の
権
利
を
俊
答
す
る
、
と

判
示
し
た
。
「
一
申
書
向
の
地
位
を
も
っ
科
益
の
み
、
他
の
方
法
で
は
達
成
さ
れ
え
な
い
利
益
の
み
が
宗
教
の
自
由
な
実
践
に
対
す
る
合
法

(

お

〉

(

引

剖

〉

約
な
権
利
主
張
に
優
先
し
う
る
」
と
し
、
公
教
育
の
高
度
の
重
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
義
務
教
育
に
関
す
る
患
の
利
援
が
絶
対
的
な
も

〈

仇

記

)

の
で
は
な
く
、
ま
た
か
よ
う
な
屈
の
利
益
が
「
ア
ミ
ツ
シ
ユ
派
信
徒
に
義
務
教
育
の
免
除
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
そ
こ
な



(お〉

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
」
に
つ
い
て
の
立
託
費
任
は
閣
の
側
に
あ
り
、
そ
の
立
誌
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
た
。

'ze 

た
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
中
立
的
な
法
の
合
憲
性
審
査
に
お
い
て
、
シ
ャ

i
パ
i
ト
、
ヨ
ウ
ダ
i
一
向
判
決
の
厳
格
審
資
規
準
が
用
い
ら

v

〈
川
持
)

れ
つ
づ
け
た
。 九

八
0
年
代
を
通
じ
、
か
つ
九

0
年
代
に
は
い
っ
て
か
ら
も
、
宗
教
の
自
由
な
実
識
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
と
主
張
さ
れ

し
か
し
、
厳
格
審
査
規
準
を
適
用
す
る
に
さ
い
し
、
連
邦
品
取
高
裁
は
、

い
く
つ
か
の
事
件
で
、
そ
の
厳
格
さ
を
緩
和
し
、
宗
教
的
自

自
の
行
使
の
利
益
よ
り
聞
の
利
益
を
優
先
さ
せ
、
宗
教
の
実
践
に
実
質
的
な
魚
摂
が
諜
せ
ら
れ
て
い
る
と
は
認
め
ず
、
あ
る
い
は
当
該

規
準
の
適
用
を
間
避
し
た
。

連
邦
最
高
裁
の
シ
ャ
!
パ
ー
ト
・
テ
ス
ト
の
厳
格
さ
を
緩
和
し
、
あ
る
い
は
そ
の
適
用
を
岡
山
避
す
る
傾
向
は
、

(
お
)

ス
対
オ
レ
ゴ
ン
事
件
判
決
に
お
い
て
決
定
的
に
明
白
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
間
判
決
は
、
宗
教
の
自
由
な
実
績
の
権
利
に
も
と
づ
く

一
九
九

O
年
の
ス
ミ
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一
般
法
上
の
規
制
の
適
用
免
除
の
主
張
に
つ
い
て
、
厳
格
審
査
規
準
の
適
用
を
拒
吾
し
た
の
で
あ
る
。

宗教的自砲の憲法保懸の媛界について(滋i事)

一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
、
中
立
的
な
〈
特
定
の
宗
教
の
認
定
期
・
抑
止
を
企
図
し
て
い
な
い
)
法
は
、
ぞ
れ
が
宗
教

〈
お
)

的
自
由
に
負
担
を
課
す
も
の
と
な
っ
て
も
、
(
「
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
法
規
の
付
髄
的
効
楽
に
す
ぎ
な
い
い
が
ゆ
え
に
)
違
憲
、
無
効

(
幻
)

と
は
き
れ
な
い
と
判
示
し
、
結
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
特
定
の
行
為
を
一
律
に
禁
止
す
る
部
事
法
上
の
規
制
い
に

〈

情

相

)

つ
い
て
の
違
憲
の
主
張
に
は
「
シ
ャ

i
パ
ー
ト
・
テ
ス
ト
を
適
用
し
え
な
い
」
と
す
る
こ
と
が
、
「
大
多
数
の
先
剖
に
合
致
す
る
」
。

ス
ミ
ス
判
決
は
、

間
判
決
に
し
た
が
え
ば
、
「
最
高
度
に
守
ら
れ
る
べ
き
科
縫
を
保
護
す
る
も
の
で
は
な
い
(
と
さ
れ
た
て
行
為
を
規
制
す
る
あ
ら
ゆ

〈

帆

却

)

る
法
規
を
推
定
上
無
効
と
み
な
す
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
よ
う
な
厳
格
審
査
規
準
は
、
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
市
長
の
(
一
般

{
州
制
)

法
上
の
)
義
務
を
、
憲
法
上
の
婆
求
と
し
て
、
宗
教
的
理
由
に
よ
り
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
鰐
待
を
広
げ
る
も
の
と
な
る
勺

聞
の
利
益
が
「
ぜ
ひ
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
も
の
で
あ
る
ば
あ
い
の
ほ
か
、

般
的
に
適
用
さ
れ
る
法
令
が
あ
る
個
人
の
宗
教
上
の
鱈
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条
と
合
致
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
彼
に
法
令
に
従
う
義
務
が
生
じ
る
と
す
る
こ
と
は
、
信
条
を
理
由
と
し
て
、
人
が
「
自
分
じ
し

(

川

町

)

ん
に
と
っ
て
の
法
と
な
る
」
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
。

(8) 

多
数
意
見
は
、
次
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
事
件
を
そ
の
先
例
と
な
る
諸
事
件
か
ら
区
訓
し
よ
う
と
試
み
た
。
バ
州
連
邦
最
高
裁
が
、

一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
「
刑
事
法
」
の
適
用
そ
免
除
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
な
か
っ

シ
ャ

1
パ

i
ト
・
テ
ス
ト
を
適
用
し
て
、

(
必
)

た
し
、
今
後
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
出
失
業
補
翁
給
付
関
係
事
件
に
お
い
て
は
、
シ
ャ
!
パ
ー
ト
・
テ
ス
ト
が
適
用
さ
れ
、
屈
の
行
為
が

(
刊
日
)

無
効
と
さ
れ
て
き
た
が
、
ぞ
れ
は
、
こ
の
テ
ス
ト
が
「
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
の
理
由
に
つ
い
て
の
個
別
に
示
さ
れ
た
政
府

の
評
価
・
決
定
に
適
用
ぢ
れ
る
も
の
と
し
て
発
展
し
た
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
「
州
が
傾
倒
加
具
体
的
な
免
除
の
シ
ス
テ
ム
を
遮

切
に
整
備
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
で
は
、

2
一
小
教
的
な
苦
境
」
か
ら
提
起
さ
れ
た
事
件
に
、
「
ぜ
ひ
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
利
益
を
理
由
と
せ

{
付
制
)

ず
に
」
、
か
か
る
シ
ス
テ
ム
の
適
用
を
拒
否
‘
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

ωこ
れ
ま
で
、
宗
教
活
動
自
由
条
項
が
「
中
立
的
な
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一
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
法
の
適
用
を
禁
じ
て
い
る
」
と
の
判
断
が
示
怒
れ
た
の
は
、
他
の
懇
法
上
の
自
由
と
結
び
つ
い
た
か
た
ち
で
宗

(
M
W
)
 

教
の
実
銭
の
白
出
が
主
張
さ
れ
た
事
件
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

同
「
荊
事
法
規
」
の
適
用
が
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
事
件
と
の
区
別

ス
ミ
ス
判
決
は
、
シ
ャ
!
パ
!
ト
、
ト

i
マ
ス
、
ホ
ピ

i
各
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
(
失
業
手
当
受
給
資
格
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に

さ
し
控
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
)
京
教
的
動
機
に
よ
る
行
為
が
、
「
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
事
件

〈
組
問
)

と
ス
ミ
ス
事
件
と
の
相
違
を
決
定
的
な
も
の
に
す
る
と
い
う
。
第

ス
ミ
ス
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
綱
川
が
、
別
刑
事
法
に
よ
っ
て
、
あ
る
獲
の
宗
教
的
動
機
に
よ
る
行
為
を
修
正
一
条
に
違
反
す
る
と
と
な
し
に
禁
止
し
て
い
る
ば

あ
い
、
そ
う
し
た
行
為
安
行
な
う
者
に
失
業
補
償
給
付
を
寄
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
諜
せ
ら
れ
る
負
認
は
、
よ
り
小
さ
い
も
の
と
な
り

(
円
削
}

う
る
」
。
宗
教
上
の
良
心
な
い
し
宗
教
の
笑
践
に
加
え
ら
れ
る
「
負
担
」
の
観
点
よ
り
寸
れ
ば
、
宗
教
的
義
務
に
従
う
こ
と
と
扇
の
手



当
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
で
選
択
を
退
ら
れ
る
ば
あ
い
と
、
宗
教
的
義
務
に
議
う
こ
と
と
刑
事
訴
潟
を
歯
避
す
る
こ
と
と
の

あ
い
だ
で
選
択
を
迫
ら
れ
る
ば
あ
い
と
で
は
、

い
精
通
が
あ
る
と
は
患
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
オ
ウ
コ
ナ
i
鋭
利
宮
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
「
あ
る
人
の
宗
教
的
動
機
に
よ
る
行
為
を
犯
罪
と
す
る
と
き
、
そ
の
入
の
宗
教
の
自
腐
な
実
践
に
、
こ
の
上
な
く
過
酷
な
か

(
品
開
)

た
ち
で
負
担
を
議
す
も
の
と
な
る
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
の
ぜ
あ
い
「
負
担
は
よ
り
小
さ
い
」
と
し
、
問
題
の
行
為
が
樹
刑
事
法
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か

が
決
定
的
な
窓
味
を
も
っ
と
し
た
理
由
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
指
摘
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
川
宗
教
の
白
山
知
な
実
賎
に
負
担

を
課
す
法
が
刑
事
法
で
あ
る
ば
あ
い
、
法
の
適
用
機
一
執
行
の
利
益
の
震
裂
性
が
よ
り
高
震
の
も
の
と
な
り
、
そ
の
適
用
免
徐
に
よ
っ
て

国
の
税
益
が
そ
こ
な
わ
れ
る
程
度
が
よ
り
大
き
い
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
締
法
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
と
衝
突
す
る
宗
教
的
義
務

の
実
践
行
為
が
、
「
作
為
」
F

行
為
で
あ
る
ば
あ
い
と
「
不
作
為
」
行
為
で
あ
る
ば
あ
い
と
で
は
、
法
秩
序
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
の
翠
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撲
と
震
と
を
異
に
し
、
宗
教
的
動
機
に
よ
る
行
為
が
刑
事
法
壌
に
ふ
れ
る
ば
あ
い

(
そ
の
多
く
が
積
極
的
・
作
為
的
行
為
で
あ
る
こ
と

宗教的自由の懲iま保険<7)~長界について(瀧1畢)

か
ら
〉
そ
の
反
公
序
良
俗
性
な
い
し
京
社
会
伎
の
程
度
が
よ
り
大
き
い
も
の
と
な
り
、
憲
法
上
の
保
護
を
期
待
し
う
る
も
の
で
は
な
い

と
考
え
ら
れ
た
。
例
法
の
漉
用
に
よ
っ
て
宗
教
実
践
背
為
に
認
せ
ら
れ
る
負
担
の
経
度
は
、

の
要
求
す
る
行
為
と
衝
突
す
る
法
の

守
ろ
う
と
す
る
利
益
の
性
愛
や
震
要
性
の
判
断
と
の
関
連
で
相
対
的
に
評
価
怒
れ
る
べ
急
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

川
間
「
失
業
祷
償
〕
関
係
事
件
と
の
区
別

(
的
)

シ
ャ
!
パ
ー
ト
事
件
で
は
土
曜
日
を
安
息
日
(

と
し
て
滋
守
す
る
々
ヴ
ン
ス
デ
i
ア
ド
ヴ
エ
ン
テ
イ
ス
ト
派
の
信
徒
が
勤
務

は
被
傭
者
が
同
派
の
信
者

条
件
の
変
更
に
伴
っ
て
教
畿
の
禁
ず
る
土
曜
司
の
労
働
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
ホ
ピ

に
な
っ
た
た
め
に
宗
教
の
実
践
と
土
曜
日
の
勤
務
と
が
両
立
し
え
な
く
な
り
、

い
ず
れ
も
土
曜
日
の
勤
務
を
拒
否
し
た
た
め
解
援
さ
れ

た
。
緩
い
主
の
饗
求
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
(
失
業
手
市
況
の
受
給
よ
り
は
む
し
ろ
)
続
け
た
い
と
望
ん
で
い
た
仕
事
を
放
楽
す
る
よ
う
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(
口
社
)

強
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ト
i
マ
ス
事
件
で
は
、
兵
器
の
製
造
に
直
接
か
か
わ
る
こ
と
が
宗
教
的
信
条
に
反
す
る
と
す
る
エ
ホ
バ
の
鉱

人
派
の
詰
徒
が
配
置
転
換
で
、
戦
車
の
磁
塔
を
製
造
す
る
部
門
に
移
怒
れ
、
解
一
歳
一
を
求
め
た
が
拒
吾
さ
れ
、
辞
職
し
た
。
い
ず
れ
の
事

件
に
お
い
て
も
、
失
業
補
償
給
付
の
申
請
が
な
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
事
件
が
ス
ミ
ス
事
件
と
区
刻
さ
れ
る
と
寸
る
根
拠
に
つ
い
て
、
ス
ミ
ス
判
決
は
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
。

<D 

シ
ャ

i
バ
ト
・
テ
ス
ト
は
、
失
業
手
当
申
請
者
が
失
業
補
償
法
上
の
受
給
資
格
要
件
を
満
た
し
う
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
お
い

て
、
「
関
締
結
と
な
っ
て
い
る
行
為
の
理
由
に
つ
い
て
の
個
別
に
示
さ
れ
た
政
府
の
評
飯
・
決
定
に
適
用
さ
れ
」
て
き
た
。
失
業
補
償
計

画
を
窓
め
る
料
法
上
の
「
正
当
な
理
由
」
と
い
う
「
資
格
審
査
基
準
が
、
申
請
者
の
失
業
の
背
後
に
あ
る
特
定
の
事
情
の
考
慮
を
要
議

〈
四
品
)

す
る
」
。
こ
の
基
準
の
も
と
で
は
、
「
正
当
な
理
由
な
し
に
」
自
分
か
ら
仕
事
を
や
め
た
り
、
す
ぐ
就
け
る
適
当
な
仕
事
が
あ
る
の
に

「
正
当
・
な
理
取
な
し
に
」
拒
否
す
る
ば
あ
い
に
は
、
失
業
補
償
受
給
資
格
を
百
諒
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ス
ミ
ス
判
決
は
、
シ
ャ
!

〈

捻

〉

パ
i
ト
判
決
が
、
掛
失
業
補
償
法
に
つ
い
て
そ
れ
が
少
な
く
と
も
な
ん
ら
か
の
「
個
人
的
理
出
」
に
恕
留
す
る
失
業
に
対
し
て
手
当
の

〈
白
調
〉

給
付
を
-
認
め
る
も
の
と
解
し
た
、
と
す
る
。
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こ
の
よ
う
・
な
晃
解
は
、
次
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
ο

こ
の
よ
う
に
当
該
州
法
じ
た
い
が
、
救
済
措
鼎
慰
安
可
能

に
す
る
シ
ス
テ
ム
を
用
意
し
、
「
個
人
鰐
理
由
い
に
よ
る
失
業
に
つ
い
て
も
手
当
毅
付
の
議
令
開
い
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

か
か
る
資
格
要
件
規
定
を
逮
用
し
{
宗
教
的
理
由
が
「
正
当
な
理
由
」
と
さ
れ
え
な
い
と
し
て
)
撃
相
資
格
を
表
認
し
た
政
府
の
判
断
・

決
定
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
無
効
と
し
、
宗
教
的
理
自
に
よ
る
拒
否
に
対
し
協
調
鵠
対
応
措
置
を
講
ず
る
と
し
て
も
、
態
法
の

保
醸
す
る
宗
教
的
白
白
と

般
法
と
の
車
接
の
衝
突
、
前
者
に
も
と
づ
い
て
後
者
を
無
効
と
す
る
こ
と
を
回
避
し
う
る
の
で
あ
り
、

般
法
秩
序
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
最
小
限
に
と
ど
ま
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
ば
あ
い
の
宗
教
的
動
機
に
よ
る
一
行
為

に
適
用
さ
れ
る
法
が
資
格
饗
件
を
定
め
る
手
続
法
規
で
あ
っ
て
禁
止
法
令
で
な
く
、
か
つ
当
該
行
為
じ
た
い
一
履
い
主
の
勤
務
条
件
の
変



吏
や
配
蜜
転
換
の
結
来
と
し
て
の
特
定
日
の
労
働
の
拒
吾
、
あ
る
い
は
辞
職
で
あ
り
、
な
ん
ら
民
公
序
良
俗
性
、
違
法
性
を
帯
び
る
も

の
で
は
な
い
、
と
?
つ
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
判
決
は
、
吋
連
邦
最
高
裁
の
失
業
補
償
に
か
か
わ
る
諸
判
決
の
な
か
に
、
特
定
の
行
為

(犯〉

を
一
律
に
禁
止
す
る
刑
事
法
上
の
懇
制
に
関
す
る
も
の
は
み
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

<ID 

失
業
補
償
関
係
事
件
に
お
い
て
は
、
法
の
適
用
が
、
宗
教
的
義
務
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
と
国
の
供
与
す
る
利
益
を
享
受
す
る

〈
も
し
く
は
現
職
に
従
事
し
つ
づ
け
る
〉
こ
と
と
の
あ
い
だ
で
の
選
択
を
迫
る
も
の
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
判
決

は、

2
一
位
私
的
苦
境
」
か
ら
提
起
さ
れ
た
事
件
に
お
い
て
「
か
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
」
の
適
用
そ
拒
容
す
る
に
は
、

(
日
川
)

ら
ぬ
国
の
利
益
を
現
出
向
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
中
立
的
な

{幻〉

を
議
す
ば
あ
い
が
あ
り
、

ぜ
ひ
守
ら
れ
ね
ば
な

般
法
が
、
人
に
「
ほ
と
ん
ど
鬼
親
し
が
た
い
負
担
い

一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
法
の
付
随
的
効
果
と
し
て
で
あ
っ
て
も
人
に
そ
の
よ
う
な
良
心
的
苦
痛
を
与
え
る
ば

あ
い
に
は
、
シ
ャ

i
パ
i
ト
・
テ
ス
ト
が
逃
照
さ
れ
う
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

-227ー

川

W
昭
夫
な
る
複
数
の
権
利
主
読
が
な
さ
れ
た
事
件
と
の
区
別

祭数約自aの型軽渋保揮撃の限界について{請li事)

こ
れ
ま
で
、
中
宜
的
な

般
法
の
適
用
が
免
除
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
は
、
宗
教
的
自
出
を
含
む
「
複
合
的
〈
異
な
る
複
数
の
)
権
科
」

が
主
獲
さ
れ
た
、
と
の
指
摘
は
、
宗
教
上
の
自
由
を
根
拠
と
す
る
だ
け
で
は
一
般
法
の
適
用
免
除
は
容
認
さ
れ
え
な
い
と
の
解
釈
を
示

す
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
概
念
を
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ス
ミ
ス
事
件
を
ヨ
ウ
ダ
1
事
件
(
シ
ャ

i
パ
i
ト
・

(
四
岬
)

テ
ス
ト
が
適
用
さ
れ
て
一
般
法
の
適
帰
免
除
が
認
め
ら
れ
た
リ

i
デ
ィ
ン
グ
ケ
i
ス
)
か
ら
慌
附
加
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

け
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
理
由
も
指
摘
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
の
笑
賎
行
為
を
標
的
と
し
て
こ
れ
を
抑
止
す
る
こ
と
を
企
揺
し

て
い
な
い
、
山
市
立
的
な
、

一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
法
の
適
婦
を
、
宗
教
的
理
由
の
み
に
よ
り
免
除
す
る
こ
と
は
、
宗
教
的
信
条
に
、
非

宗
教
的
信
条
に
は
与
え
ら
れ
な
い
憲
法
上
の
保
護
会
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
宗
教
関
定
禁
止
条
項
の
も
と
で
麓
大
な
策
法
問
題
を
提
起

す
る
こ
と
に
な
り
う
る
。
か
よ
う
な
庶
別
の
試
み
は
、
多
数
意
見
が
、
基
本
的
に
、
宗
教
・
非
宗
教
問
中
立
の
原
射
に
立
脚
し
て
い
る
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こ
と
を
手
唆
し
て
い
る
と
悲
わ
れ
る
。

(9) 

ス
ミ
ス
判
決
は
、
こ
の
よ
う
に
、
中
立
的
な
一
般
法
が
京
教
の
実
践
に
憲
法
上
許
容
さ
れ
え
な
い
程
度
の
負
姐
を
諜
す
も
の
と

な
り
う
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
苔
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
シ
ャ

i
パ
i
ト
・
テ
ス
ト
じ
た
い
を
を
ま
っ
た
く
廃
棄
し
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。

し
か
し
、
ス
ミ
ス
判
決
は
、
宗
教
に
中
立
的
な
一
般
法
、
と
り
わ
け
刑
事
法
規
に
よ
っ
て
京
教
の
実
践
に
諜
せ
ら
れ
る
負
担
に
つ
い

て
国
が
こ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
ク
リ
ア
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
繋
件
と
し
て
、
シ
ャ
!
パ
ー
ト
・
テ
ス
ト
を
陥
い
る
こ
と
を
姫

百
し
、
特
定
の
宗
教
の
実
践
行
為
を
標
的
と
し
て
こ
れ
令
差
別
・
抑
止
す
る
も
の
で
は
な
い

般
的
に
適
用
さ
れ
る
法
が
宗
教
の
実
践

に
負
担
を
課
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
テ
ス
ト
(
厳
格
審
査
規
準
)
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
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九
九

0
年
代
に
は
い
る
ま
で
シ
ャ
!
パ
!
ト
・
テ
ス
ト
が
維
持
さ
れ
た
と
は
い
え
、

ヨ
ウ
ダ

i
料
決

以
降
、
シ
ャ

i
パ
ー
ト
-
テ
ス
ト
を
適
用
し
た
と
み
ら
れ
る
事
件
の
な
か
で
、
宗
教
的
少
数
者
の
権
利
主
張
が
認
め
ら
れ
た
事
件
は
ご

く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ォ
ウ
コ
ナ

l
裁
判
官
が
、
こ
れ
ま
で
「
連
邦
最
高
裁
は
、
競
合
す
る
利
益
に
つ
い
て
の
慎
重
な
衡
量
を
行
な
う
こ

〈
ぬ
)

と
な
し
に
、
特
定
の
憲
法
上
の
主
張
を
否
認
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
活
動
自
由
条
項
関
係
事
件
に

お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
シ
ャ

i
パ
i
ト
判
決
以
前
の
判
決
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
陀
判
決
以
降
の
シ
ャ

1
パ
i
ト
・
テ
ス
ト
を
緩
和

し
、
あ
る
い
は
そ
の
適
用
を
回
避
し
た
と
み
ら
れ
る
判
決
で
あ
ろ
う
と
、

一
般
的
に
、
利
益
衡
量
と
い
う
李
鵬
を
ふ
ま
ず
し
て
結
論
に

達
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
ス
ミ
ス
判
決
に
し
て
も
、
す
で
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
実
紫
的
に
、
利
議
衡
量
を
行
な
っ
た
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
立
的
な
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
法
の
付
髄
的
効
果
が
宗
教
の
実
践
に
負
担
を
謀
す
ば
あ
い
、
ぞ
れ
が
磁
の

の
利
益
に
よ
っ
て



正
当
化
さ
れ
る
必
要
は
な
い
(
ス
ミ
ス
・
テ
ス
ト
)
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
法
の
適
用
・
執
行
の
利
益
が
最
高
度
の
重
要
性
を
も

ち
、
か
つ
宗
教
的
自
由
の
制
約
が
最
小
限
の
他
の
選
択
し
う
る
手
段
の
な
い
こ
と
が
固
に
よ
り
立
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
(
シ
ャ

i
パ
i

ト
・
テ
ス
ト
)
と
す
る
の
か
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
憲
法
解
釈
・
運
沼
上
の
選
択
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、

一
方
で
、
宗
教
の
実
践

の
自
由
の
憲
法
保
障
の
範
囲
を
最
大
限
に
拡
大
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
規
準
令
磯
立
し
た
か
に
み
え
た
が
、
他
方
で
、
付
鑓
的
負
担
令

課
す
法
の
適
用
を
免
除
す
る
こ
と
に
よ
り
宗
教
の
告
白
な
笑
践
を
保
護
す
る
こ
と
が
、
重
姿
な
法
規
制
制
の
実
施
・
執
行
を
臨
常
設
し
、
法

秩
序
な
い
し
一
般
法
体
系
を
侵
食
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
社
会
の
世
俗
化
傾
向
の
著
し
い
進
緩
の

も
と
で
、
厳
格
審
査
規
準
の
適
用
を
態
踏
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
よ
う
に
怠
わ
れ
る
。

ス
ミ
ス
判
決
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

の
科
益
が
「
ぜ
ひ
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
い
も
の
で
あ
る
ば
あ
い
を
除
き
、

一
般
的

に
適
用
さ
れ
る
禁
止
法
令
が
あ
る
偶
人
の
繋
条
と
合
致
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
彼
に
法
令
に
従
う
義
務
が
生
じ
る
と
す
る
こ
と
は
、
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信
条
を
理
由
と
し
て
人
が
「
富
分
じ
し
ん
に
と
っ
て
の
法
と
な
る
同
こ
と
を
許
答
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
の
い
指
紋
と
コ
モ
ン
セ
ン
ス

(
m
m
)
 

と
に
反
す
る
」
。
そ
し
て
、
持
判
決
は
、
多
く
の
州
で
宗
教
犠
式
に
お
け
る
ペ
ヨ
テ
の
使
用
に
薬
物
規
制
法
の
適
用
免
除
を
定
め
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
う
し
た
立
法
に
よ
る
協
議
的
対
応
措
賓
が
望
ま
し
く
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
れ
が

上
婆
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

し
、
そ
の
よ
う
な
免
除
が
ど
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
行
な
わ
れ
う
る
か
の
判
断
を
裁
判
所

(
引
)

が
な
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
と
す
る
。

宗
教
活
動
向
患
の
保
鯵
と
宗
教
問
定
禁
止
の
深
刻

宗
教
的
理
滋
に
も
と
づ
く
法
の
適
用
な
い
し
法
的
義
務
の
免
除
の
要
求
の
容
認
が
、
連
邦
最
高
裁
の
宗
教
協
定
禁
止
条
項
関
係
判
例
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法
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
間
裁
判
所
の
裁
判
宮
た
ち
が
く
り
か
え
し
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
連
邦
最
高
裁
は
、
宗
教
的
信
条
に
も
と
づ
く
行
為
に
対
し
て
協
調
的
対
応
〈
号
8
2
5
0仏
民
芯
ロ
)
を
示
す
こ
と
が
宗
教
関

定
禁
止
条
項
に
進
一
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
そ
う
し
た
対
応
措
畿
を
講
じ
な
い
こ
と
が
か
え
っ
て
開
条
項
の
政
府
の
中
立
性
の

要
求
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
見
解
を
く
り
か
え
し
示
し
て
き
た
。

シ
ャ

1
バ
i
ト
判
決
に
対
す
る
同
意
意
見
の
な
か
で
、
ス
チ
ュ
ア
i
ト
裁
判
官
は
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
に
失
業
手
当
の
支

給
を
繋
求
す
る
こ
と
は
、
問
州
に
宗
教
盤
定
禁
止
条
項
に
遊
説
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
宗
教
を
非
宗
教
よ
り
優
設
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す

(mw〉

る
も
の
で
あ
る
と
し
、
反
対
意
見
を
記
し
た
ハ

i
ラ
ン
訟
判
官
も
、
原
告
の
宗
教
的
理
由
を
非
宗
教
的
理
由
よ
り
倭
通
す
る
こ
と
は

(mm) 

教
の
国
定
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
指
摘
に
対
し
て
、
シ
ャ

i
パ
i
ト
判
決
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
本
制
作
決
は
「
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州

-230-

に
お
け
る
セ
ヴ
ン
ス
デ

i
ア
ド
ヴ
エ
ン
テ
イ
ス
ト
の
議
教
の
麗
円
況
を
訪
長
し
よ
う
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
土
曜
日
を
安

息
日
と
し
て
守
る
人
び
と
に
対
し
日
韓
誌
を
安
患
日
と
し
て
守
る
人
び
と
と
同
様
に
失
業
手
当
を
給
付
す
る
こ
と
は
、
宗
教
上
の
梧
異
・

譲
別
に
直
面
し
た
ば
あ
い
に
政
府
は
中
立
的
立
場
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
反
唆
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
し
、
宗
教
盟
定

禁
止
条
項
の
百
的
が
ま
さ
に
そ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
閉
止
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
宗
教
的
機
関
と
散
俗
的
機
関
と
の
イ
ン
ヴ
ォ
ル

(
悦
}

ヴ
メ
ン
ト
を
示
す
も
の
で
は
な
い
」
。

ヨ
ウ
ダ
i
判
決
も
ま
た
、
こ
の
問
題
に
直
還
し
た
。
階
事
件
に
お
け
る
州
最
高
裁
の
ア
ミ
ッ
シ
ユ
派
信
徒
に
州
義
務
教
育
法
の
適
用

〈
侃

wv

免
除
を
認
め
る
判
決
が
、
許
容
さ
れ
え
な
い
宗
教
の
国
定
と
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
連
邦
最
高

裁
は
、
次
め
よ
う
な
見
解
を
も
っ
て
対
応
し
た
。
「
宗
教
を
理
由
に
市
民
~
般
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
そ
免
除
す
る
こ
と
が
宗
教
思
定
禁

止
条
項
と
抵
触
す
る
も
の
と
な
り
う
る
故
検
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い
」
。
だ
が
し
か
し
、
「
宗
教
の
自
由
な
実
践
の
権
利
に
ょ
っ



て
助
長
さ
れ
る
価
値
の
保
護
」
と
い
う
観
点
に
た
て
ば
、
か
よ
う
な
危
険
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
も
ち
う

る
に
せ
よ
、

い
か
な
る
一
般
法
上
の
義
務
の
免
除
も
認
め
な
い
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
。
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
れ
ま
で
、
「
宗
教

の
固
定
の
外
観
を
生
じ
さ
せ
る
」
よ
う
な
国
の
行
為
を
許
容
す
る
こ
と
な
く
「
宗
教
団
体
の
自
治
と
自
由
と
を
保
持
す
る
道
を
示
し
て

き
た
」
。
そ
れ
は
危
険
を
伴
う
「
綱
渡
り
の
綱
」
に
た
と
え
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
「
う
ま
く
渡
り
お
お
せ
て

(“) 
き
た
」
。
ウ
ォ
ル
ツ
判
決
に
よ
れ
ば
、
宗
教
固
定
禁
止
条
項
が
回
止
し
よ
う
と
す
る
固
と
宗
教
と
の
重
大
な
関
わ
り
あ
い
を
も
た
ら
す

も
の
は
、
「
宗
教
活
動
に
対
す
る
後
援
、
財
政
的
支
援
、
お
よ
び
国
の
主
導
的
関
与
(
虫
色

4
2
5
5
-
g
B
O
E
)
[
ぞ
Q
F
包
斗
巴
・
∞
-

。
。
少
巳

g∞
]
」
で
あ
る
。
「
ア
ミ
ッ
シ
ユ
派
信
徒
の
宗
教
的
信
条
に
国
が
協
調
的
対
応
を
一
不
す
こ
と

Z
S
O
B
自
主
巳
5
m
)
を
、
国

の
後
援
ま
た
は
主
導
的
関
与
に
あ
た
る
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
。
次
い
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
右
の
シ
ャ

l
パ
l
ト
判
決
の
見

解
を
引
用
し
て
、
か
よ
う
な
協
調
的
対
応

(
2
8
B
B
o
E
t
oロ
)
が
、
「
宗
教
的
機
関
と
世
俗
的
機
関
と
の
イ
ン
ヴ
ォ
ル
ヴ
メ
ン
ト
を

(
町
山
)

示
す
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
た
。
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ト
1
マ
ス
判
決
に
対
す
る
唯
一
の
反
対
意
見
を
記
し
た
レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
も
、
同
判
決
が
、
連
邦
最
高
裁
の
宗
教
固
定
禁
止
条
項

(
侃
)

関
係
諸
判
決
と
矛
盾
す
る
と
し
て
、
シ
ャ

l
パ
1
ト
事
件
に
お
け
る
ス
チ
ユ
ア
ー
ト
裁
判
官
の
見
解
を
支
持
し
た
。
同
判
決
は
、
右
の

(ω) 

シ
ャ

l
パ
l
ト
判
決
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
か
た
ち
で
、
こ
れ
に
対
応
し
た
。

ホ
ビ

l
事
件
に
お
い
て
、
被
告
国
側
は
、
原
告
ホ
ビ

l
に
失
業
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
宗
教
固
定
禁
止
条
項
違
反
と
な
る
と
主
張

し
た
。
ホ
ビ

l
判
決
は
、
こ
の
主
張
を
否
認
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
政
府
は
、
宗
教
の
実
践
に
対
し
協
調
的
対
応
を
示
す

こ
と
が
で
き
る
(
し
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
も
あ
る
)
こ
と
、
か
つ
宗
教
固
定
禁
止
条
項
に
違
反
す
る
こ
と
な
し
に
そ
う

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
前
よ
り
本
裁
判
所
の
認
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

E
2・
戸
、

g
n
o
E
3
2・
ぺ
O
丸
町
可
一
戸
、
Q
円

N

己

的

同

JQU

円。0
3
3
5臼
S
ロ
]
」
。
そ
し
て
、
同
判
決
は
、
「
本
件
で
問
題
と
な
る
よ
う
な
協
調
的
対
応
は
、

フ
ロ
リ
ダ
州
を
宗
教
の
違
法
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(
刊
川
)

と
し
て
、
ト

i
マ
ス
判
決
と
前
様
に
、
シ
ャ

i
パ
i
ト
判
決
の
見
解
を
山
引
用
し
た
ο

(

引

は

)

シ
ャ

l
パ
i
ト
、
ト

i
マ
ス
、
ホ
ビ

i
)
と
は
区
別
し
が
た
い
フ
レ
イ
ズ
ィ

i
事
件
(

で

な
助
長
に
か
か
わ
ら
せ
る
も
の
で
は
な
い

九
八
九
年
判
決

十
伯
の
三
つ
の
事
件

は
、
連
邦
段
高
裁
は
、
レ
ン
キ
ス
ト
芭
席
裁
判
官
を
含
む
全
員
一
致
で
、
原
告
の
主
張
を
支
持
し
た
が
、
こ
の
事
件
で
被
告
詔
燃
は
、

宗
教
邸
側
定
京
止
条
項
を
誌
弁
と
し
て
持
ち
出
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。
も
は
や
、
こ
の
事
件
で
は
、
連
邦
最
高
裁
は
、
失
業
績
倹
給
付
に

器
開
す
る
事
件
を
宗
教
吋
活
動
自
由
条
項
と
宗
教
指
定
禁
止
条
項
と
の
衝
突
の
ケ
i
ス
と
し
て
扱
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
変
化
そ
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
は
、
リ
l
判
決
に
対
す
る
同
意
意
見
に
お
け
る
ス
テ
ィ

i
ヴ
ン
ズ
裁
判
官
の
次
の
よ

う
な
見
解
の
、
他
の
裁
判
窓
た
ち
に
対
す
る
彩
轡
力
が
あ
げ
ら
れ
る
。
シ
ャ

i
パ
i
ト
事
件
や
ト

i
マ
ス
事
件
に
お
け
る

1

新
た
な
仕

事
の
祭
求
に
対
す
る
宗
教
的
線
的
に
よ
る
恒
告
に
う
い
て
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
環
境
・
条
件
の
変
誌
に
よ
り
被
雇
者
に
社
率
を
続
け
る

の
を
不
可
能
に
さ
せ
る
身
体
的
損
傷
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
は
、
当
該
宗
派
の
信
徒
に
倭
通
安
与
え
る
と
い
う
よ
り
は
、
不
平

(
花
)

み
ら
れ
う
る
明
、
あ
ろ
う
」
。
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等
な
扱
い
か
ら
の

(2) 

レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
[
首
席
裁
判
官

九
八
六
年
;
)
}
は
、
ト

i
マ
ス
判
決
に
対
す
る
反
対
意
日
比
の
な
か
で
、
シ
ャ

i
パ
j

ト
判
決
が
連
邦
最
高
裁
の
宗
教
誼
定
禁
止
条
項
関
係
判
簡
の
見
解
と

の
ス
チ
ュ
ア
;
ト
訟
判
官
の
指
摘
を
記
し
た
あ
と
、

(
判
川
)

罷
は
、
宗
教
悶
定
禁
止
条
墳
の
も
と
で
、
「
す
べ
て
の
宗
教
を
援
助
す
る
」
権
限
を
ま
っ
た
く
う
ば
わ
れ
、
も
し
く
は
そ
う
し
た
法
律

(
九
)

の
制
定
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
の
エ
ヴ
ア
ス
ン
判
決
の
解
釈
令
間
引
用
し
て
い
る
。

エ
ヴ
ア
ス
ン
判
決
に
し
た
が
え
ば
、

関
が
中
立
的
で
あ
る

条
は
、
器
偶
者
の
諸
集
団
と
加
熱
一
担
問
符
お
と
の
関
係
に
お
い
て
、

こ
と
を
婆
求
し
て
い
る
。
修
正
一
条
は
、
州
が
協
約
問
者
の
諸
集
団
の
敵
と
な
る
こ
と
を
要
求
し
て
は
い
な
い
。
州
の
権
力
は
、
諸
宗
教

(
苅
)

を
不
科
な
地
税
に
お
く
(
志
向
阿
仕

SMM)
よ
う
に
も
、
そ
れ
ら
を
優
還
す
る
よ
う
に
も
用
い
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
可
宗
教
信
仰
者
と
無

告
仰
者
と
の
、
宗
教
と
非
宗
教
と
の
あ
い
だ
の
中
立

、
す
べ
て
の
宗
教
・
京
涼
を
平
等
に
優
遇
す
る
こ
と
そ
も
許
谷
す
る
も



の
で
は
な
い
と
階
特
に
、

ハ
ン
デ
ィ
キ
ヤ
ツ

の
よ
う
な
宗

る
。
し
た
が
っ
て

教
、
宗
派
の
信
者
に
も
無
一
信
仰
者
に
も
、
そ
の

益
の
享
受
を
否
翠
し
で
は
な
ら
な
叩
」
。
そ
の
よ
う
な
判
官
放
供
与
を
容
認
す
れ
ば
、

。〉

利

ゆ
〕
亀
戸
ω
M
b
い
れ
川
和

h
リ
、

の
原
践
に

ま
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(3) 

ス
ミ
ス
判
決
が
、
宗
教
的
動
機
に
よ
る
行
為
に
対
す
る
や
立
的
な
一
般
法
の
適
用
免
除
の
要
求
に
つ
い
て
は
厳
絡
饗
資
規
獲
を

適
用
し
え
な
い
と
し
た
の
は
、
同
判
決
が
、
宗
教
霞
定
禁
止
条
項
が
宗
教
と
非
宗
教
の
あ
い
だ
で
の
中
立
を
要
求
す
る
と
め
厳
格
な
や

立
の
原
則
削
に
た
っ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
回
何
時
に
、
こ
の
原
則
闘
が
宗
教
に
対
す
る
不
利
、
不
平
等
な
扱
い
を
許
容
す
る
も

め
で
は
な
い
と
の
観
点
か
ら
、
シ
ャ

l
パ
!
ト
事
件
、
ト
i
マ
ス
事
件
、
ホ
ピ

i
事
件
等
に
お
け
る
厳
格
審
査
規
準
の
適
用
を
肯
定
す

る
見
解
を
示
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
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ス
ミ
ス
判
決
が
、
失
業
補
償
に
関
す
る
諸
事
件
を
般
の
事
件
と
区
判
別
す
る
た
め
に
依
拠
し
た
先
例
は
、

ロ
イ
判
決
で
あ
っ
た
。
ロ
イ

宗教的自治の憲法保滋のs.語界について(iまti事)

判
決
は
、
シ
ャ

i
パ
i
ト
事
件
、
ト
l
マ

お
よ
び
ホ
ピ

i
事
件
の
よ
う
な
事
例
で
、
宗
教
的
拒
ナ
何
者
に
免
徐
を
認
め
な
い
と

き
は
、

で
は
な
く
、

に
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
O

L

す
な
わ
ち
、
同
判
決
に
よ
れ
、
は
、
「
対
が

そ
の
よ
う
な
メ
カ

ズ
ム
そ
っ
く
り
だ
し
て
い
る
ば
あ
い
に
は
、
宗
教
的
芳
枕
恨
の
事
例
に
免
除
の
範
屈
を
拡
大
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る

め
と
・
な
ろ
う
。
ト
ー
マ
ス
判
決
に
お
い

こ
と
は
、
差
別
的
意
図
の
あ
る

、
宗
教
的
動
機
に

よ
る
辞
職
を
「
正
当
な
縄
出
が
な
い
」
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
、

の
で
は
な
く
、

-
敵
対
を
示
寸

も
の
と
な
り
う
る
お
含
み
町
立
・

2
ち
ケ
品
O
N
E
-
仏

次
い
で
、
ロ
イ
判
決
は
、
ト
i
マ
ス
判
決
や
シ
ャ
!
パ

i

ト
判
決
が
「
当
該
宗
派
の
信
徒
に
優
遇
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
彼
ら
を
不
平
等
な
按

3

ペラ
J

F
7、

と
み
て
い
い
で
あ
ろ
う
と
の
、
リ
i
判
決
に
対
す
る
同
意
意
誌
の
な
か
で
ス
テ
ィ

1
ヴ
ン
ズ
裁
判
官
が
述
べ
た
見
解
を
く
り
か
え
し
れ
~
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ス
テ
ィ

i
ヴ
ン
ズ
裁
判
官
の
リ

i
判
決
に
対
す
る
同
意
意
見
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
お
い
て
被
一
展
者
ら
が
そ

の
要
求
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
「
不
平
等
な
扱
い
か
ら
の
保
護
」
と
い
う
鱗
点
よ
り
す
れ
ば
、
身
体
的
障
害
を
も
っ
者
に
対
す
る
の

と
時
様
の
措
援
が
と
ら
れ
た
と
み
る

で
き
、
そ
の
嬰
求
を
否
認
す
る
こ
と
は
「
宗
教
に
対
す
る
敵
対
」
と
な
り
、
中
立
の
原
則

に
試
す
る
、
と
考
え
ら
れ
た
も
の
と
患
わ
れ
る
。

シ
ャ
1
パ
i
ト
判
決
は
、

(
初
)

の
格
異
・
援
聞
に
直
面
し
た
ば
あ
い
に
政
府
は
中
立
的
立
場
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と

A
せ

し
て
、
宗
教
的
理
儲
か
ら
土
濯
自
の
仕
事
令
拒
否
し
て
解
雇
さ
れ
た
者
に
失
業
手
当
の
受
給
資
格
を
器
め
る
こ
と
が
宗
教
を
優
遇
し
、

宗
教
悶
定
禁
止
条
項
と
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
そ
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
ば
あ
い
の
中
立
は
、
形
式
的
に
は
然
教
関
・
宗
派
間

の
中
立
を
意
味
す
る
と
解
し
う
る
が
、
実
質
的
に
は
、
宗
教
的
少
数
者
の
保
護
の
視
点
に
立
つ
中
立
の
概
念
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
判
決
は
、
藤
本
的
に
は
、
宗
教

-234-

般
に
対
す
る
(
宗
教
関
・
祭
派
需
に
公
平
な
〉
優
遇
・
支
援
も
認
め
ら
れ
な
い
と
の
、

γ内

ヴ
ア
ス
ン
判
決
の
宣
明
し
た
厳
格
な
中
立
の
原
邸
側
に
た
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
宗
教
の
自
由
な
実
践
の
権
利
に
も
と
づ
く

一
般
法
の
適
用
免
除
の
主
張
の
容
認
が
議
教
関
定
禁
止
条
項
と
扱
触
す
る
と
の
、

ス
チ
ユ
ア

i
ト
、
レ
ン
キ
ス
ト
、

ハ
i
ラ
ン
各
裁
判

ん
お
た
ち
の
日
見
解
に
み
ら
れ
る
中
立
の
概
念
も
悶
様
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
か
か
る
厳
格
な
や
立
の
原
副
知
は
、

エ
ヴ
ア
ス
ン
判
決
に

し
た
が
え
ば
、
宗
教
と
非
宗
教
の
あ
い
だ
の
中
立
を
要
求
し
、
罷
は
、
非
宗
教
に
対
し
て
宗
教
を
不
利
な
綾
世
に
お
く
(
ハ
ン
デ
ィ
キ
ヤ
ツ

〈

Mm〉

プ
を
与
え
る
)
こ
と
は
許
き
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
京
教
、
宗
派
の
信
者
に
も
、
そ
の
一
信
仰
を

(
的
出
)

の
で
あ
る
。

に
、
「
公
共
福
祉

の
利
益
の
享
受
を
寄
認
し
で
は
な
ら
な
い

ス
ミ
ス
判
決
が
、
失
業
補
償
に
関
す
る
事
件
を
他
の
事
件
と
皇
制
約
し
、
前
零
に
お
け
る
厳
格
審
査
規
準
の
護
用
を
容
認
す
る
に
さ
い

ロ
イ
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
宗
教
的
動
機
に
よ
る
稼
織
を
「
正
当
な
理
由
が
な
い
」
と
み
な
し
、

(
例
制
)

失
業
補
横
給
付
を
否
認
す
る
こ
と
は
、
「
宗
教
に
対
す
る
や
立
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
敵
意
・
敵
対
を
示
す
も
の
と
な
り
う
る
勺
ロ

し
て
依
拠
し
た
先
例
、



(
山
間
〉

イ
判
決
は
、
こ
の
見
解
を
、
シ
ャ
!
パ
ー
ト
判
決
の
ほ
か
、
前
掲
の
リ
!
判
決
に
対
す
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
裁
判
官
の
向
沓
菩
首
ぬ
(
ト
i

マ
ス
判
決
や
シ
ャ
!
パ
ー
ト
判
決
は
、
「
当
該
宗
派
の
…
箔
徒
に
優
遇
を
与
え
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
不
平
等
な
扱
い
か
ら
の
保
護
〕

〈
出
制
〉

と
み
ら
れ
う
る
〉
に
依
拠
せ
し
め
て
い
る
。
ゆ
す
一
の
探
刑
期
の
も
と
で
宗
教
的
少
数
者
に
対
す
る
「
不
平
等
な
扱
い
か
ら
の
保
護
〕
が
要

請
さ
れ
る
と
の
見
解
に
立
っ
て
、
ス
ミ
ス
判
決
は
、
シ
ャ

i
パ
i
ト
判
決
、
ト
i
マ
ス
判
決
、
そ
し
て
ホ
ピ

l
判
決
等
に
お
い
て
宗
教

活
動
自
由
条
項
の
要
求
と
宗
教
臨
定
禁
止
条
項
の
要
求
と
が
と
も
に
充
足
さ
れ
て
い
る
と
み
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

(5) 
な
教
義
を
破
る
と
い
う
選
択
に
か
か
ら
し
め

い
ず
れ
も
、
「
失
業
手
当
の
受
給
を
、
原
告
の
、
自
ら
の
宗
教
の
主
要

(
出
凹
)

こ
と
は
許
怒
れ
な
い
、
端
情
援
す
れ
ば
、
関
の
供
与
す
る
利
益
の
学
受
に
、
憲
法
上
の

シ
ャ
!
パ
!
ト
、
ト
!
マ
ス
、
ホ
ピ
!
等
諸
判
決
は
、

自
由
の
権
利
の
放
棄
と
い
う
条
件
を
付
す
こ
と
は
許
怒
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
っ

レ
ン
キ
ス
ト
議
判
宮
は
、
ト
i
マ
ス
判
決
に
対
す
る
反
対
意
見
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
シ
ャ

i
パ
ー
ト
事
件
に
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お
い
て
、
州
が
、
宗
教
的
理
由
で
仕
事
を
拒
吾
す
る
者
に
(
失
業
)
補
穫
を
容
認
し
え
な
い
の
な
ら
ば
、
宗
教
的
理
由
か
ら
教
夜
学
校

2長教的自E告の憲法係隊の!茨界について(清li事〉

に
通
う
こ
と
を
選
択
し
た
学
生
に
授
業
料
の
償
譲
を
百
認
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
」
。
そ
う
し
た
主
張
に

し
た
が
え
ば
、
ま
た
、
「
州
は
、
人
が
平
等
な
教
育
を
受
け
る
た
め
に
、
白
日
の
宗
教
的
信
条
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
、
彼
に
要
求
し

{
的
制
〉

え
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
う
る
。

だ
が
、
レ
ン
キ
ス
ト
の
い
う
よ
う
に
、
教
区
学
校
に
、
通
う
者
が
授
業
料
の
償
還
を
留
に
要
求
し
、
あ
る
い
は
宗
教
的
信
条
に
も
と
づ

い
て
公
教
育
機
関
に
対
し
そ
の
世
俗
教
育
計
額
に
宗
教
的
要
棄
を
導
入
す
る
こ
と
を
婆
求
す
る
こ
と
を
、

お
邪
教
活
動
自
由
条
項
)

に
も
と
づ
い
て
主
張
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

ダ
グ
ラ
ス
裁
判
誌
は
、
シ
ャ

1
パ
ー
ト
判
決
に
対
す
る
関
意
意
見
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
本
件
は
、
個
人
が
菌
に
何
を

要
求
し
う
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
国
が
個
人
に
対
し
て
、
そ
の
宗
教
的
良
心
を
侵
害
し
て
、
何
を
な
し
え
な
い
か
と
い
う
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観
点
か
ら
の
み
解
決
し
う
る
の
で
あ
る
。
国
が
、

い
か
に
わ
ず
か
ヤ
あ
ろ
う
と
私
の
宗
教
的
良
心
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
私
に
強
要
し

え
な
い
と
い
う
事
実
は
、
も
ち
ろ
ん
、
私
が
、
な
に
が
し
か
の
金
銭
を
割
に
要
求
し
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う

の
は
、
宗
教
活
動
自
出
条
項
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
揺
が
偶
人
に
何
を
な
し
え
な
い
か
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
偶
人
が
躍
に
対
し
て

(∞∞) 

何
を
要
求
し
う
る
か
に
関
し
て
ヤ
は
な
い
か
ら
で
あ
る
勺
宗
教
活
動
自
由
条
項
は
、
宗
教
上
の
選
択
の
自
由
を
保
障
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
理
由
に
よ
る
国
の
計
爾
の
実
施
、
推
進
、
変
更
の
婆
求
や
、
間
に
対
す
る
助
成
の
要
求
を
正
当
化
す
る
も
の

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
判
決
を
記
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
支
持
し
た
裁
判
官
た
ち
は
、
か
よ
う
な
点
で
も
、
シ
ャ

i
パ
i
ト
判
決
、
ト
!
マ
ス
判
決
、

そ
し
て
ホ
ピ
!
判
決
等
が
、
宗
教
活
動
自
由
条
項
の
要
求
と
宗
教
固
定
禁
止
条
項
の
要
求
と
に
応
え
う
る
も
の
で
あ
る
と
み
て
い
た
、

と
解
し
う
る
。
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才ヨ

オコ

本
報
告
明
、
は
、
宗
教
的
自
凶
の
保
障
の
限
界
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
宗
教
の
定
義
、
宗
教
活
動
白
山
条
項
の
保
脇
陣
範
路
、
お
よ

ぴ
宗
教
活
動
自
由
条
項
と
宗
教
関
定
禁
止
原
則
則
の
関
係
と
い
っ
た
テ
!
マ
を
と
り
あ
げ
た
。

(1) 

連
邦
最
高
裁
は
、
徴
兵
法
上
の
軍
務
免
除
規
定
の
「
宗
教
的
信
念
い
と
い
う
文
一
言
の
意
味
内
容
を
、
「
機
能
の
類
似
性
」

ア
プ

ロ
!
チ
を
用
い
て
、
最
大
般
に
広
く
解
し
た
。
逮
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
適
用
す
る
ば
あ
い
、
自
弓
の
龍
条
や
行
為
を
宗

教
的
な
も
の
と
主
張
す
る
者
じ
し
ん
の
、
そ
う
し
た
主
観
的
な
見
方
を
可
能
な
か
ぎ
り
鰻
重
す
る
姿
勢
そ
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
ア

ブ
ロ
ー
チ
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
宗
教
的
な
も
の
と
の
類
似
性
、
換
言
す
れ
ば
、
伝
統
的
な
宗
教
信
仰
者
の
い
だ
く
信
条
・
信
念
の
果
た



の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
山
信
条
や
行
為
の
宗
教
設
を
判
断
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

の
解
釈
の
拡
大
に

定
の
緩
界
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

1愛
i最 (2)

、
こ
れ
ま
で
、
宗
教
活
動
自
由
条
項
に
も
と
ず
く
緩
和
主
張
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
容
認
す
る
こ
と
が
、
宗
教
の

な
り
、

の
で
は
な
い
か
と
い

て
き
た
。

間
最
高
裁
は
、

い
て
、
シ
ャ

i
パ
i
ト
、
ト

i
マ
ス
、
ホ
ど

i
と
い
っ
た
失
業
捕
僕
関
係
事
件
に
つ
い
て
は
、
厳

ス
ミ

格
審
査
規
換
が
適
用
さ
れ
う
る

つ
い
て
、
ス
ミ
ス
持
決
が
依
拠
し
た
の
は
、
シ
ャ
!
パ

i
ト
判
決
や
ト
i

マ
ス
判
決
が
「
当
該
宗
派
の
信
徒
ら
を
後
退
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し

い
か
ら
彼
ら
を
保
護
す
る
も
の
〕
で
あ
る
と

の
ロ
イ
判
決
の
見
解
で
あ

ロ
イ
判
決
が
依
拠
し
た
の
は
、
ワ

る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
裁
判
官
の
、
次
の

そ
し
て
、

よ
う
な
見
解
で
あ
っ
た
。
「
新
た
な
仕
事
の
要
求
に
対
す
る
宗
教
的
埋
告
に
よ

つ
い
て
、
あ
た
か
も
そ
れ

条
件
の
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変
化
に
よ
っ
て
被
雇
者
に
仕
事
を
続
け
る
こ
と
を
不
可
能
に
さ
せ
る
身
体
的
援
傷
で
あ
る
か
の

こ
と
は

三託教的自仰の憲法保障の限界について(瀧I畢)

教
的
拒
否
者
を
優
遇
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
不
平
等
な
扱
い
か
ら
保
護
す
る
」
も
の

社
会
の
多
数
派
の
人
び
と

し
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
社
会
生
活
上
の
諸
条
件
の
も
と
で
、
多
数
者
と
は
異
な
る
身
体
的
条
件
会
も
つ
が
ゆ
え
に
不
利
な
地
粒
に
お

か
れ
る
者
に
対
し
多
数
者
と
は
異
な
る
扱
い
を
要
嘉
さ
れ
、
特
則
的
の
対
応
時
煮
を
講
ず
る
よ
う
に
、
悶
が
、
宗
教
的
少
数
お
に
協
説
的

対
応
措
置
を
講
ず
る
(
号

2
5自
主
主
昂
)
こ
と
は
、
宗
教
を
優
遇
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
問
の

供
与
す
る
利
益
の
享
受
の
条
件
と
し
て
、
人
に
そ
の
宗
教
上
の
信
条
・
信
会
の
放
棄
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
法
の
適
用
・
執
行

が
、
中
立
の
原
則
別
に
反
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
不
唆
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
宗
教
に
対
す
る
協
調
的
対
応
措
置
の
認
め
ら
れ
る
ひ
と

つ
の
根
拠
が
一
ぷ
ち
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
綬
度
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

、
宗
教
一
出
動
自
由
条
項
が
、
宗
教
上
の
こ
と
が
ら
に
関
す
る
個
人
の
選
択
の
自
由
、
な
ら
び
に
自
由
に
選
択

ま
た
、
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