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は
じ
め
に

本
稿
は
､
平
成

一
六
年

(
ワ
)
第
三
四
二
〇
号
慰
謝
料
等
請
求
事
件

(原
告

･
玄
順
任
ほ
か
四
名
､
被
告

･
国
)
に
お
い
て
'
原
告
ら

代
理
人
の
要
請
に
応
じ
京
都
地
方
裁
判
所
に
提
出
し
た
意
見
書
に
必
要
な
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡
本
件
で
は
､
在
日
韓
国

･
朝
鮮

人
高
齢
者
が
国
民
年
金
制
度
か
ら

一
貫
し
て
除
外
さ
れ
て
き
た
事
態
の
憲
法

･
国
際
人
権
条
約
適
合
性
が
争
わ
れ
た
が
､
二
〇
〇
七
年
二

月
二
三
日
に
､
京
都
地
裁
は
請
求
棄
却
の
判
断
を
示
し
､
原
告
ら
の
訴
え
を
退
け
た
｡
小
論
は
､
｢経
済
的
､
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利

に
関
す
る
国
際
規
約
｣
(以
下
､
社
会
権
規
約
と
略
す
｡
)
第
二
条
二
項
お
よ
び

｢市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
｣
(以

下
､
自
由
権
規
約
と
略
す
｡
)
第
二
六
条
の
観
点
か
ら
本
件
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡

社
会
権
規
約
お
よ
び
自
由
権
規
約
は
､
と
も
に

一
九
七
九
年
九
月
二

1
日
に
日
本
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
｡
日
本
を
拘
束
す
る
条
約

は
憲
法
第
九
八
条
二
項
に
よ
-
そ
の
ま
ま
国
内
法
と
し
て
の
効
力
を
も
つ
｡
し
た
が
っ
て
両
規
約
は
､
対
外
的
に
日
本
を
拘
束
す
る
と
と

も
に
､
日
本
の
国
内
法
と
し
て
の
位
置
づ
け
も
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
日
本
の
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
条
約
の
効
力
順
位
は
､
憲
法
よ
-
は

下
位
'
法
律
よ
-
は
上
位
と
さ
れ
る
｡
こ
の
た
め
'
法
律
や
命
令
は
条
約
に
抵
触
す
る
限
-
に
お
い
て
無
効
で
あ
-
､
そ
う
し
た
事
態
を

(-
)

回
避
す
る
た
め
に
も
法
令
は
条
約
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
適
用
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な

い

｡

ま
た
条
約
は
'
憲
法
に
違
背
す
る
限
り
に
お
い
て
国
内
的
効
力
を
否
認
さ
れ
る
が
､
そ
う
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
'
通
例
､
条

約
へ
の
署
名

･
批
准
等
に
あ
た
-
留
保
が
付
さ
れ
､
国
際
的
義
務
と
の
調
整
が
は
か
ら
れ
る
｡
そ
の

1
方
で
､
留
保
を
付
さ
れ
て
い
な
い

条
約
規
定
は
､
憲
法
に
適
合
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
｡
た
だ
し
､
後
述
す
る
よ
う
に
､
条
約
の
意
味
内
容
は
､
も

っ
ぱ
ら
国
際
法
の
定

め
る
解
釈
規
則
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
-
､
文
言
が
類
似
し
て
い
る
等
の
理
由
に
よ
-
憲
法
解
釈
の
中
に
条
約
解
釈
を
安
易
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に
解
消
し
て
し
ま

っ
て
は
な
ら
な
い
｡
条
約
は
あ
く
ま
で
条
約
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
そ
う
し
た
解
釈
作
業
を
通
じ
て
導

き
出
さ
れ
る
条
約
規
定
の
内
実
が
憲
法
上
の
権
利
を
い
っ
そ
う
具
体
化

･
明
確
化
し
て
い
る
場
合
に
は
､
国
際
協
調
主
義
お
よ
び
国
際
法

遵
守
義
務

(憲
法
第
九
八
条
二
項
)
に
照
ら
し
､
憲
法
を
条
約
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
｡
た
と
え
､
上
位
法

で
あ
る
憲
法
の
解
釈
を
下
位
法
で
あ
る
条
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
論
を
採
用
す
る
場
合
で
あ

っ
て
も
､
条
約

が
憲
法
上
の
権
利
を
よ
-
具
体
化

･
明
確
化
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
､
特
定
の
国
家
行
為
を
違
憲
で
は
な
い
が
条
約
に
は
違
反
す
る
と
判

(2
)

断
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
ず
､
ま
た
､
条
約
義
務
を
履
行
す
る
う
え
で
は
そ
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な

い
｡

Ⅰ

条
約

の
解
釈

-

解
釈
規
則
の
相
貌

条
約
の
解
釈
規
則
を
定
め
て
い
る
の
は

｢条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
｣
(以
下
､
条
約
法
条
約
と
略
す
｡
)
で
あ
る
｡
条
約
法
条

(3
)

約
の
関
連
規
定
を
条
約
解
釈
の
際
に
依
拠
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
大
阪
高
裁
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
｡

187

[条
約
法
]
条
約

(わ
が
国
に
お
い
て
は
､
昭
和
五
八
年
八
月

一
日
発
効
)
は
､
国
際
慣
習
法
と
し
て
形
成
さ
れ
適
用
さ
れ
て
き
た

条
約
法
の
諸
規
則
を
法
的
に
確
認
す
る
た
め
法
典
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
条
約
の
解
釈
に
つ
い
て
も

一
般
規
則
及
び
補
助
的
手
段

が
三

一
条
な
い
し
三
三
条
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
｡
右
条
約
は

一
九
八
〇
年

一
月
二
日
に
発
効
し
て
お
-
､
遡
及
効
を
持
た
な
い
た

め
そ
れ
以
前
に
発
効
し
た

[社
会
権
お
よ
び
自
由
権
]
規
約
に
は
形
式
的
に
は
適
用
が
な
い
が
'
同
条
約
の
内
容
は
そ
れ
以
前
か
ら

の
国
際
慣
習
法
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
､
[両
]
規
約
の
解
釈
に
お
い
て
も
指
針
に
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
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そ
し
て
同
条
約
二
七
条
で
は
､
条
約
の
不
履
行
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
国
内
法
を
援
用
で
き
な
い
こ
と
が
､
二
二

条

一
項
で

は
､
条
約
の

1
股
的
解
釈
原
則
に
つ
き
､
文
脈
に
よ
-
､
か
つ
そ
の
趣
旨
及
び
目
的
に
照
ら
し
て
与
え
ら
れ
る
用
語
の
通
常
の
意
味

に
従
い
'
誠
実
に
解
釈
す
べ
き
こ
と
が
､
三
二
条
で
は
､
文
言
が
暖
味
で
あ

っ
た
-
'
三

一
条
に
則

っ
た
解
釈
に
よ
る
と
明
ら
か
に

常
識
に
反
し
た
又
は
不
合
理
な
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
に
は
､
解
釈
の
補
足
的
な
手
段
に
依
拠
す
る
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ

れ
て
い
る
｡

よ
っ
て
､
わ
が
国
の
裁
判
所
が

[両
]
規
約
を
解
釈
適
用
す
る
場
合
､
右
解
釈
原
則
に
し
た
が
っ
て
そ
の
権
利
の
範
囲
を
確
定
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

(188)

条
約
法
条
約
は
条
約

一
般
に
関
わ
る
解
釈
規
則
を
成
文
化
し
た
も
の
だ
が
､
人
権
条
約
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
､
さ
ら
に
次
の
二
つ
の

手
法
を
採
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡

1
つ
は

｢実
効
性
の
原
則

(p
r
in
ciple
of
effectiveness)｣
､
も
う

一
つ
は

｢発
展
的
解
釈

(evolutive
in
terp
retation
)｣
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
､
い
ず
れ
も
条
約
の

｢趣
旨
及
び
目
的
に
照
ら
し
｣
た
解
釈
を

求
め
る
条
約
法
条
約
第
三

一
条
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
う
る
も
の
で
は
あ
る
が
'
人
権
条
約
の
特
殊
性
に
鑑
み
て
特
に
そ
の
重
要
性
が
強
調

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

米
州
大
陸
で
国
際
人
権
保
障
の
任
を
担
う
米
州
人
権
裁
判
所
が
明
言
す
る
よ
う
に
､
人
権
条
約
は
､
国
家
間
相
互
の
権
利
義
務
関
係
を

定
め
る

一
般
の
条
約
と
は
異
な
-
､
個
人
の
人
権
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
｡
条
約
の
保
護
法
益
は
締
約
国
の
主
観
的
権
利
に
見
出
さ
れ

(4
)

る
の
で
は
な
-
､
基
本
的
人
権
の
保
護
を
目
的
と
す
る
客
観
的
な
法
秩
序
の
維
持
に
あ

る

｡

こ
の
た
め
'
人
権
条
約
は
､
国
家
主
権
の
擁

護
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
-
､
む
し
ろ
､
国
家
主
権
を
制
約
し
､
そ
れ
に
よ
っ
て
人
権
の
保
護
を
促
進

･
確
保
す
る
よ
う
に
解
釈
さ

れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
れ
が
､
実
効
性
の
原
則
の
要
請
で
あ
る
｡
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も
う

一
つ
の
発
展
的
解
釈
に
つ
い
て
は
､
欧
州
で
国
際
人
権
保
障
の
任
を
担
う
欧
州
人
権
裁
判
所
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
[人

権
]
条
約
は
生
け
る
文
書
で
あ
-
､
今
日
の
条
件
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
-
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
れ
ら
の
規
定
を
.E
I

(5
)

〇
年
以
上
も
前
に
表
明
さ
れ
た
起
草
者
の
意
図
に
た
だ
従

っ
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
｣
｡
米
州
人
権
裁
判
所
も
ま
た
､
｢人
権
条
約

(6
)

は
生
け
る
文
書
で
あ
-
､
そ
の
解
釈
も
､
現
存
す
る
事
情
に
照
ら
し
､
時
と
と
も
に
発
展
し
て
い
か
な
-
て
は
な
ら
な

い
｣
と
い
う
｡
人

権
条
約
に
活
力
を
注
入
し
て
い
る
の
は
こ
う
し
た

｢発
展
的
解
釈
｣
の
手
法
と
い
っ
て
よ
い
｡
人
権
条
約
は
､
過
去
の
特
定
の
時
点
に
固

定
さ
れ
た
静
態
的
な
法
文
書
と
し
て
で
は
な
-
､
今
日
の
時
代
的
文
脈
に
応
じ
た
意
味
あ
る
法
文
書
と
し
て
解
釈
適
用
さ
れ
な
-
て
は
な

(7
)

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る

｡

解
釈
に
あ
た

っ
て
複
数
の
条
約
が
関
わ
る
場
合
に
は
､
｢当
事
国
の
間
の
関
係
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
法
の
関
連
規
則
｣
を

｢文

脈
｣
に
含
め
て
解
釈
す
る
よ
う
要
請
す
る
条
約
法
条
約
第
≡

一
条
三
項

(
C
)

の
規
定
が
重
要
に
な
る
｡
そ
の
際
､
同

一
の
人
権
規
範

の
保
障
水
準
に
お
い
て
､
複
数
の
条
約
間
に
差
異
が
あ
る
場
合
に
は
､
最
も
高
い
保
障
水
準
が
確
保
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
人
権

条
約
に
は
こ
の
よ
う
に
個
人
に
と

っ
て
最
も
恵
ま
れ
た
取
扱
い
を
確
保
す
る
よ
う
求
め
る
規
定
が
ほ
ぼ
例
外
な
-
お
か
れ
て
い
る
｡
た

と
え
ば
､
社
会
権
規
約
と
自
由
権
規
約
は
と
も
に
第
五
条
二
項
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
｡
｢
い
ず
れ
か
の
国
に
お
い
て
-
条
約

-
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
又
は
存
す
る
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
は
､
こ
の
規
約
が
そ
れ
ら
の
権
利
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
又
は
そ
の
認
め

る
範
囲
が
よ
-
狭
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
､
そ
れ
ら
の
権
利
を
制
限
し
又
は
侵
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｡｣
こ
れ
は
､
｢最
恵
者
条
項

(th
e

(8
)

m
ost
favourab
le
tot
he
individuatcla
u
se
)｣
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

る

｡

国
を
拘
束
し
て
い
る
他
の
条
約
が
よ
-
低
い
水
準
を
設

定
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
人
権
保
障
レ
ベ
ル
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
は
､
こ
う
し
た
規
定
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
に
な

る
｡

189
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2

人
権
条
約
機
関
の
意
見
/
判
断
の
法
的
意
義

人
権
条
約
は
､
人
権
保
護
の
た
め
に
国
境
を
越
え
た
客
観
的
な
法
秩
序
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
自
由
権
規
約
に
つ
い
て
は
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自
由
権
規
約
委
員
会

(H
u
m
an
R
igh
ts
C
om
m
ittee)
が
､
社
会
権
規
約
に
つ
い
て
は
社
会
権
規
約
委
員
会

(
C
om
m
itt
ee
oロ

E

con
om
ic,Soc
ial

a
n
d
C

uLturalR
igh
ts)
が
設
置
さ
れ
､
そ
れ
ぞ
れ
の
条
約
履
行
監
視
機
関
と
し
て
条
約
解
釈
の
統

l
･調
和
に
向
け

た
作
業
等
を
担
っ
て
き
て
い
る
｡
い
ず
れ
の
委
員
会
も
'
人
権
の
分
野
に
お
い
て
能
力
を
認
め
ら
れ
た

1
人
名
の
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
｡

自
由
権
規
約
委
員
会
が
現
在
行

っ
て
い
る
活
動
は
大
別
し
て
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
｡
第

一
は
､
定
期
報
告
審
査
で
あ
る
｡
締
約
国
が
定

期
的
に
提
出
す
る
自
由
権
規
約
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
を
審
査
し
'
｢総
括
所
見

(Con°-u
d

iロ
g
O
bserv
atio
ロ
)｣
を
通
じ
て
必

要
な
勧
告
を
行
う
手
続
で
あ
る
｡
第
二
は
､
個
人
通
報
審
査
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
内
容
に
即
し
て
い
え
ば
､
国
際
人
権
救
済
申
立
手
続
と

称
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
い
え
る
｡
自
由
権
規
約
の
定
め
る
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
被
害
者
が
国
内
的
救
済
手
続
を
尽
-

し
た
後
に
な
お
救
済
さ
れ
ぬ
権
利
違
反
の
事
態
を
自
由
権
規
約
委
員
会
に
直
接
に
訴
え
出
る
手
続
で
あ
る
｡
委
員
会
は
'
書
面
審
査
に
よ

-
被
害
者
か
ら
の
訴
え

(個
人
通
報
)
を
検
討
し
､
違
反
の
有
無
や
､
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
必
要
な
救
済
措
置
を
指
示
す
る

｢見
解

(S
e
w
)｣
を
公
に
す
る
｡
個
人
通
報
手
続
が
利
用
可
能
に
な
る
た
め
に
は
､
自
由
権
規
約
に
付
属
す
る
第

一
選
択
議
定
書
が
別
途
締
結

さ
れ
て
い
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
が
､
日
本
は
当
該
議
定
書
を
締
結
し
て
い
な
い
た
め
､
日
本
国
に
よ
る
人
権
侵
害
を
自
由
権
規
約
委
員
会

に
訴
え
出
る
こ
と
は
い
ま
の
と
こ
ろ
は
で
き
な
い
｡
第
三
は
､
｢
一
般
的
意
見

(G
enera
-

C
om
m
ent)｣
の
作
成

･
公
表
で
あ
る
｡
｢
一

般
的
意
見
｣
を
通
じ
､
締
約
国
の
負
う
義
務
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
､
ま
た
'
そ
の
半
面
と
し
て
個
人
の
有
す
る
権
利
の
内
容
が
明
確

化
さ
れ
て
き
て
い
る
｡
他
方
で
社
会
権
規
約
委
員
会
も
､
こ
れ
ら
三
つ
の
活
動
の
う
ち
､
条
約
上
定
め
の
な
い
個
人
通
報
審
査
を
除
-
二

つ
の
活
動
に
精
力
的
に
従
事
し
て
き
て
い
る
｡
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｢総
括
所
見
｣
､
｢見
解
｣
､
｢
一
般
的
意
見
｣
は
い
ず
れ
も
そ
れ
自
体
に
は
形
式
的
な
意
味
で
の
法
的
拘
束
力
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て
き

て
い
る
｡
個
人
通
報
手
続
の
下
で
示
さ
れ
る

｢見
解
｣
に
つ
い
て
は
､
そ
も
そ
も
選
択
議
定
書
を
締
結
し
て
い
な
い
日
本
に
対
し
て
直
接

に
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
｡
し
か
し

｢見
解
｣
や

｢
一
般
的
意
見
｣
等
は
､
規
約
の
履
行
監
視
権
限
を
規
約
そ
れ
自

体
に
よ
っ
て
明
示
的
に
与
え
ら
れ
た
国
際
的
機
関
に
よ
る
法
認
識
の
開
陳
と
し
て

｢最
も
権
威
あ
る
｣
条
約
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の

(9
)

と
見
な
-
て
は
な
ら
な

い
｡

自
由
権
規
約
委
員
会
委
員
か
ら
国
際
司
法
裁
判
所
判
事
に
転
身
し
た
米
国
出
身
の
-
マ
ス

･
バ
ー
ゲ
ン
サ
ル

の
言
葉
を
借
-
る
な
ら
､
と
-
わ
け

｢
T
般
的
意
見
｣
は
､
規
約
解
釈
の
あ
-
方
を
指
し
示
す

｢勧
告
的
意
見

(a
d
visory
op
inion
)｣

(10
)

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ

る

｡

｢見
解
｣
や

｢
一
般
的
意
見
｣
等
の
条
約
解
釈
規
則
上
の
位
置
づ
け
は
必
ず
し
も

一
義
的
に
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
先
述
し

､〓
｣

た
大
阪
高
裁
判
決
は
､
こ
れ
ら
を

｢解
釈
の
補
足
的
手
段
と
し
て
依
拠
す
べ
き
も
の
｣
と
解
し
て
い

る

.

｢
1
股
的
意
見
｣
に
つ
い
て
は
､

締
約
国
か
ら
異
議
が
呈
さ
れ
な
い
限
-
､
そ
こ
に
示
さ
れ
た
条
約
解
釈
は
締
約
国

一
般
に
よ
っ
て
受
諾
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
も
で

き
る
｡
と
な
れ
ば
､
こ
れ
は
､
条
約
法
条
約
第
三

一
条
三
項

(b
)
の
定
め
る

｢条
約
の
適
用
に
つ
き
後
に
生
じ
た
慣
行
で
あ
っ
て
､
条

約
の
解
釈
に
つ
い
て
当
事
国
の
合
意
を
確
立
す
る
も
の
｣
に
相
当
す
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
｡
裁
判
例
の
中
に
は
､
｢
一
般
的
意
見
｣
に

つ
い
て

｢当
事
国
の
合
意
を
確
立
す
る
も
の

(条
約
法
条
約
三

1
条
三
項

(b
)
参
照
)
な
い
し
解
釈
の
補
足
的
手
段

(条
約
法
条
約
三

二
条
参
照
)
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
､
[両
]
規
約
の
解
釈
に
当
た
-
'
相
当
程
度
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
も
の
も

(12
)

あ
る
｡
他
方
で
､
国
連
文
書
の
中
に
は
､
規
約
の
実
施
に
あ
た
っ
て
締
約
国
が
人
権
条
約
機
関
の
示
す
解
釈
を
無
視
す
る
か
あ
る
い
は
そ

う
し
た
解
釈
に
基
づ
い
て
行
動
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
､
条
約
を

｢誠
実
に
遵
守
す
る
義
務
｣
か
ら
の
逸
脱
が
問
わ
れ
る
旨
を
示
唆
す
る
も

(13
)

の
も
あ

る

｡

191

い
ず
れ
に
せ
よ
､
人
権
条
約
機
関
の
示
す
条
約
解
釈
に
相
当
の
重
み
な
い
し
は
法
的
価
値
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
､
実
務
上
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も
学
説
上
も
広
範
な
了
解
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
重
要
な
こ
と
は
､
そ
こ
に
形
式
的
な
意
味
で
の
法
的
拘
束
力
が
あ
る
か
ど
う
か
で

は
な
い
｡
条
約
機
関
の
示
す
判
断
は
条
約
解
釈
の
際
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
-
､
そ
れ
を
怠
る
こ
と
は
条
約
法
条
約

と
の
抵
触
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
も
と
よ
-
､
条
約
機
関
の
判
断
の
法
的
性
質
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
､

締
約
国
が
条
約
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
-
な
い
｡
条
約
機
関
の
判
断
に
拘
束
力
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
条
約
そ
の
も

の
の
拘
束
性
ま
で
否
定
的
に
解
す
る
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
｡

ち
な
み
に
､
本
件
と
同
様
の
事
案
が
争
点
と
な
っ
た
障
害
基
礎
年
金
不
支
給
決
定
取
消
等
請
求
事
件
に
お
い
て
､
大
阪
高
裁
は
次
の
よ

う
な
認
識
を
示
し
て
い
る
｡
｢規
約
人
権

[自
由
権
規
約
]
委
員
会
が
B

[自
由
権
]
規
約
の
締
約
国
の
規
約
の
履
行
状
況
に
関
す
る
報

告
を
検
討
す
る
機
関
で
あ

っ
て
B
規
約
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
検
討
及
び
参
考
意
見
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
-

(B
規
約
四
〇
条
四
項

参
照
)
'
ま
た
､
我
が
国
が
第

一
選
択
議
定
書
を
批
准
せ
ず
､
B
規
約
四

一
条
に
基
づ
-
規
約
人
権
委
員
会
の
検
討
す
る
権
限
の
受
諾
宣

言
を
し
て
い
な
い
か
ら
､
規
約
人
権
委
員
会
の
意
見
は
､
我
が
国
に
対
し
て
法
的
拘
束
力
を
有
し
て
い
な
い
｡
そ
う
す
る
と
､
裁
判
規
範

と
し
て
は
､
社
会
権
に
つ
い
て
の
合
憲

･
合
法
性
の
判
断
に
お
け
る
B
規
約
二
六
条
の
適
用
に
関
す
る
限
り
､
同
じ
事
柄
を
規
定
す
る
憲

(14
)

法

一
四
条
に
よ
る
こ
と
で
十
分
で
あ
-
､
消
極
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
な

る

｣

｡

人
権
条
約
機
関
の
意
見
に
法
的
拘
束
力
が
な
い
こ
と
を
も

っ
て
当
該
意
見
の
法
的
価
値
を
否
認
す
る
に
等
し
い
こ
の
判
断
は
'
控
え
め

に
言

っ
て
も
不
正
確
な
理
解
で
あ
-
､
端
的
に
言

っ
て
し
ま
え
ば
､
誤
り
と
断
言
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
｡
条
約
の
履
行
監
視

権
限
を
与
え
ら
れ
た
唯

一
の
国
際
的
機
関
が
示
す
法
解
釈
を
無
視
な
い
し
軽
視
す
る
こ
と
は
､
条
約
法
条
約
の
定
め
る
条
約
解
釈
規
則
に

反
す
る
事
態
で
あ
-
､
そ
れ
自
体
が
国
際
法
違
反

(条
約
法
条
約
違
反
)
を
構
成
し
う
る
も
の
と
い
わ
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
ま
た
､
こ

の
判
断
は
､
人
権
条
約
機
関
の
示
す
意
見
に
法
的
拘
束
力
が
な
い
こ
と
を
も

っ
て
条
約
そ
れ
自
体
の
拘
束
力
を
も
否
認
す
る
に
等
し
-
'

こ
こ
に
も
重
大
な
誤
謬
の
位
相
が
見
て
取
れ
る
｡
さ
ら
に
'
条
約
の
解
釈
を
憲
法
解
釈
の
中
に
安
易
に
解
消
し
て
い
る
こ
と
も
条
約
解
釈
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の
あ
-
方
と
し
て
杜
撰
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
｡

条
約
機
関
の
判
断
に
法
的
拘
束
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
条
約
違
反
の
否
認
に
接
合
す
る
主
張
は
､
多
-
の
訴
訟
に
お
い
て
国

(政

府
)
に
よ
-
な
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
が
､
そ
う
し
た
主
張
は
､
条
約
を
誠
実
に
遵
守
す
る
義
務
を
負

っ
て
い
る
国
自
ら
が
当

該
義
務
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
-
､
国
際
法
の
観
点
か
ら
は
容
認
し
え
ぬ
事
態
で
あ
る
｡
そ
れ
だ
け
に
､
そ
う
し
た
主
張
は
司
法
に

よ
っ
て
厳
格
に
是
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
ま
し
て
､
裁
判
所
自
身
が
国
際
的
義
務
に
違
背
す
る
主
張
を
そ
の
ま
ま
容
れ
た
判
断
を
示

す
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
｡
裁
判
所
と
い
え
ど
も
国
の
機
関
で
あ
る
以
上
､
そ
の
行
為

(判
決
)
が
直
接
に
国
際
義
務
違
反
を
構
成

し
う
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

な
お
､
国
は
､
先
に
触
れ
た
大
阪
地
裁

･
後
藤
国
賠
事
件
で
も

｢
一
般
的
意
見
｣
に
は
法
的
拘
束
力
が
な
い
と
い
う
主
張
を
行

っ
て
い

た
｡
し
か
し
大
阪
地
裁
は
､
｢か
か
る
拘
束
力
の
有
無
と

[自
由
権
]
規
約
の
解
釈
に
当
た
っ
て
参
考
と
さ
れ
る
か
否
か
と
は
別
個
の
間

(15
)

題
で
あ
る
｣
と
述
べ
､
｢
1
股
的
意
見
が
相
当
程
度
参
考
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
-
な
い
｣
と
的
確
に
判
示
し
て
い

る

｡

障
害
基
礎
年
金
不
支
給
決
定
取
消
等
請
求
事
件
大
阪
高
裁
判
決
と
は
好
対
照
を
な
す
判
断
で
あ

っ
た
が
､
大
阪
地
裁
の
判
断
が
法
的
な
意

味
に
お
い
て
明
ら
か
に
精
確
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
-
で
あ
る
｡
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Ⅱ

社
会
権
規
約

･
自
由
権
規
約
と
差
別
の
禁
止

-

社
会
権
規
約
の
法
的
位
相

本
件
事
案
は
国
民
年
金
の
受
給
資
格
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
-
､
社
会
権
規
約
第
九
条
の
定
め
る
社
会
保
障

へ
の
権
利
の
実
現
が
直
裁

に
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡
同
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
｡
｢
こ
の
規
約
の
締
約
国
は
､
社
会
保
険
そ
の
他
の
社
会
保
障
に
つ
い
て
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の
す
べ
て
の
者
の
権
利
を
認
め
る
｣
｡

も

っ
と
も
､
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
の
中
に
は
､
社
会
権
規
約
に
つ
い
て
'
第
二
条

一
項
の
定
め
る
締
約
国
の
義
務
の
性
質
を
根
拠
に
､

そ
の
権
利
性
や
裁
判
規
範
性
を
包
括
的
に
否
認
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
｡
た
と
え
ば
前
記
障
害
基
礎
年
金
不
支
給
決
定
取
消
等
請
求
事
件

大
阪
高
裁
判
決
が
､
｢
[社
会
権
]
規
約
二
条
は
､
-
-

一
項
の
文
理
上
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
締
約
国
に
お
い
て
､
そ
の
権
利
の
実

現
に
向
け
て
積
極
的
に
社
会
保
障
政
策
を
推
進
す
べ
き
政
治
的
責
任
を
負
う
こ
と
を
宣
明
し
た
も
の
｣
と
述
べ
る
ご
と
-
で
あ
る
｡
こ
う

(e
)

し
た
認
識
は
塩
見
訴
訟
上
告
審
判
決
の
次
の
一
節

に

強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

神奈川法学第40巻第 1号 2007年

経
済
的
､
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約

(昭
和
五
四
年
条
約
第
六
号
)
九
条
は

『
こ
の
規
約
の
締
約
国
は
､
社
会

保
険
そ
の
他
の
社
会
保
障
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
者
の
権
利
を
認
め
る
｡
』
と
規
定
し
て
い
る
が
､
こ
れ
は
､
締
約
国
に
お
い
て
'

社
会
保
障
に
つ
い
て
の
権
利
が
国
の
社
会
政
策
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
､
右
権
利
の
実
現
に
向

け
て
積
極
的
に
社
会
政
策
を
推
進
す
べ
き
政
治
的
責
任
を
負
う
こ
と
を
宣
明
し
た
も
の
で
あ

っ
て
'
個
人
に
対
し
即
時
に
具
体
的
権

利
を
付
与
す
べ
き
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
同
規
約
二
条

一
が

『立
法
措
置
そ
の
他
の
す
べ
て
の
適
当
な
方

法
に
よ
り
こ
の
規
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
の
完
全
な
実
現
を
漸
進
的
に
達
成
す
る
』
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
｡

(194)

東
京
高
裁
が
的
確
に
判
示
し
た
よ
う
に

｢社
会
権
規
約
は
わ
が
国
も
批
准
し
た
条
約
で
あ

っ
て
､
わ
が
国
に
対
し
て
法
的
拘
束
力
を
有

(17
)

す
る
も
の
で
あ

る

｣

は
ず
な
の
に
､
現
実
の
解
釈

･
適
用
の
段
に
な
る
と
､
右
最
高
裁
判
決
の
ご
と
-
､
そ
の
法
的
意
義
を
無
化
す
る
言

(18
)

説
が
繰
り
返
し
出
来
し
､
法
廷
の
風
景
を
覆
い
尽
く
し
て
き

た

｡

し
か
し
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
､
条
約
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
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は
国
際
法
自
体
の
問
題
で
あ
る
｡
条
約
の
解
釈
は
､
条
約
法
条
約
等
に
具
体
化
さ
れ
た
解
釈
規
則
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
な
-
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
｡
社
会
権
規
約
の
解
釈

･
適
用
は
､
自
由
権
規
約
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
｢規
約
の
文
言
お
よ

び
概
念
が
い
か
な
る
特
定
の
国
家
制
度
か
ら
も
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
辞
書
の
上
の
定
義
か
ら
も
独
立
し
て
い
る
と
い
う
原
則
に
も
と
づ
い
て

い
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
規
約
の
文
言
は
多
-
の
諸
国
に
お
け
る
長
い
伝
統
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
-
今
や
､
そ
れ
ら
の
文
言
が

(19
)

自
律
し
た
意
味
を
も

つ
も
の
と
み
な
さ
な
-
て
は
な
ら
な

い

｣

｡
社
会
権
規
約
は
､
そ
れ
自
体
自
律
し
た
文
書
と
し
て
､
国
際
法
上
の
解

釈
規
則
に
基
づ
い
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
極
め
て
遺
憾
な
こ
と
に
､
上
記
最
高
裁
判
決
や
当
該
判
決
を
踏
襲
し
た
下
級
審
判

断
は
､
そ
う
し
た
解
釈
規
則
に
則

っ
た
法
的
営
み
で
は
な
か

っ
た
｡

社
会
権
規
約
を
政
治
的
責
務
を
課
す
文
書
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
理
解
は
'
締
約
国
の
義
務
に
つ
い
て
定
め
る
社
会
権
規
約
第
二
条

一
項

の
次
の
よ
う
な
規
定
ぶ
-
に
よ

っ
て
促
さ
れ
て
き
た
｡

こ
の
規
約
の
各
締
約
国
は
､
立
法
措
置
そ
の
他
の
す
べ
て
の
適
当
な
方
法
に
よ
-
こ
の
規
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
の
完
全
な

実
現
を
漸
進
的
に
達
成
す
る
た
め
､
自
国
に
お
け
る
利
用
可
能
な
手
段
を
最
大
限
に
用
い
る
こ
と
に
よ
-
､
個
々
に
又
は
国
際
的
な

援
助
及
び
協
力
､
特
に
､
経
済
上
及
び
技
術
上
の
援
助
及
び
協
力
を
通
じ
て
'
行
動
を
と
る
こ
と
を
約
束
す
る
｡

195

な
か
で
も

｢漸
進
的
｣
と
い
う
語
の
使
用
が
､
社
会
権
規
約
の
義
務
の
性
質
を
政
治
的
な
性
質
の
も
の
と
解
す
る
決
定
的
因
子
に
な

っ

て
き
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
社
会
権
規
約
の
解
釈
を
国
際
的
に
主
導
す
る
社
会
権
規
約
委
員
会
の

一
般
的
意
見
三
が
指
摘

す
る
よ
う
に
､
漸
進
的
に
達
成
す
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
の
は
関
連
諸
権
利
の

｢完
全
な
実
現
｣
な
の
で
あ

っ
て
､
そ
れ
ま
で
の
間
､

国
家
が
何
ら
具
体
的
な
義
務
を
負
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
国
家
は
'
社
会
権
規
約
を
締
結
し
た
こ
と
に
よ
り
､
諸
権
利
の
完
全
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な
実
現
を
漸
進
的
に
達
成
す
る
た
め
､
利
用
可
能
な
手
段
を
最
大
限
用
い
て
､
即
時
に
必
要
な
行
動
を
始
め
る

(あ
る
い
は
控
え
る
)
法

的
義
務
を
負

っ
て
い
る
｡
完
全
な
実
現
に
は
時
間
が
か
か
ろ
う
が
､
そ
の
た
め
の
行
動
は
即
時
に
起
こ
さ
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
い

か

な

る
行
動
が
即
時
に
と
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
､
い
か
な
る
行
動
が
後
に
と
ら
れ
れ
ば
よ
い
の
か
は
個
々
具
体
的
に
決
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
だ

が
､
い
ず
れ
に
し
て
も
漸
進
的
実
現
義
務
を
単
な
る
政
治
宣
言

的
な
目
標
に
解
消
し
て
し
ま
う
解
釈
は
､
社
会
権
規
約
委
員
会
に
よ
-
強

(20
)

-
排
斥
さ
れ
て
お
-
､
内
外
の
支
配
的
な
学
説
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ

る

｡

今
日
､
国
際
社
会
で
は
､
自
由
権
､
社
会
権
を
問
わ
ず
､
す
べ
て
の
人
権
の

一
体
性

･
相
互
不
可
分
性
が
多
-
の
機
会
を
と
ら
え
て
強

調
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､

1
九
九
三
年
の
第
二
回
世
界
人
権
会
議
で
採
択
さ
れ
た
ウ
ィ
ー
ン
宣
言
及
び
行
動
計
画
第

五
は
､
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
｡
｢す
べ
て
の
人
権
は
､
普
遍
的
で
あ
り
､
不
可
分
か
つ
相
互
に
依
存
し
相
互
に
関
連
し
合

っ
て
い
る
｣
｡

こ
う
し
た
認
識
に
促
さ
れ
､
国
家
の
義
務
の
性
質
は
自
由
権
に
つ
い
て
も
社
会
権
に
つ
い
て
も
本
質
的
に
は
異
な
ら
な
い
と
い
う
理
解
が

国
際
人
権
法
の
理
論
と
実
務
の
双
方
に
お
い
て
共
通
の
了
解
に
な

っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

自
由
権
に
つ
い
て
も
社
会
権
に
つ
い
て
も
､
国
家
は
次
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
の
義
務
を
同
様
に
負
う
と
認
識
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､

尊
重
義
務

(o

btigatio
n
t
o
respect)'
保
護
義
務

(o
b
lig
a
tion
to
pr
otect)､
充
足
義
務

(o
b
tig
a
tion
to
fu
lfill)
で
あ
る
｡
尊
重
義

務
と
は
､
権
利
の
実
現
を
阻
む
行
動
を
国
家
が
控
え
る
こ
と
､
保
護
義
務
と
は
第
三
者
に
よ
る
権
利
侵
害
を
国
家
が
規
制
し
阻
止
す
る
こ

(21
)

と
､
充
足
義
務
と
は
権
利
の
完
全
な
実
現
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
積
極
的
に
と
る
こ
と
､
で
あ

る

｡

こ
れ
ま
で
自

由
権
は
尊
重
義
務
に
､
社
会
権
は
充
足
義
務
に
過
度
に
引
き
付
け
ら
れ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
た
め
､
両
者
が
あ
た
か
も
別
物
で
あ
る
か
の

よ
う
な
心
象
が
醸
し
出
さ
れ
て
き
た
が
､
自
由
権
に
も
充
足
義
務
が
伴
い
､
社
会
権
に
も
尊
重
義
務
が
伴
う
こ
と
を
知
れ
ば
､
そ
の
違
い

は
質
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
強
調
さ
れ
る
側
面
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
ろ
う
｡

裁
判
規
範
の
観
点
か
ら
い
え
ば
､
尊
重
義
務
の
側
面
は
国
家
が
行
為
を
控
え
る
こ
と
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
即
時
に
合
法

こ
遅
法
の
認
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走
が
し
や
す
い

(
つ
ま
-
､
当
該
規
定
に
は
自
動
執
行
性
が
あ
る
と
判
断
で
き
る
｡
)
の
に
対
し
て
､
充
足
義
務
の
側
面
は
国
家
の
積
極

的
な
介
入
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
た
め
､
裁
判
所
と
し
て
は
合
法

･
違
法
の
判
断
に
踏
み
込
み
に
-
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡
社
会
権

は
､
多
-
の
場
合
に
充
足
義
務
に
引
き
付
け
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
､
そ
の
裁
判
規
範
性
を
ど
う
し
て
も
消
極
的
に
解
さ
れ
が
ち
で

あ

っ
た
｡
し
か
し
､
自
由
権
で
あ

っ
て
も
充
足
義
務
の
側
面
は
裁
判
に
馴
染
み
に
-
い
の
で
あ
-
､
逆
に
､
社
会
権
で
あ

っ
て
も
と
り
わ

け
尊
重
義
務
の
側
面
は
本
来
､
司
法
判
断
に
特
段
の
問
題
な
-
適
合
し
う
る
も
の
で
あ
る
｡
社
会
権
だ
か
ら
と
い
っ
て
､
そ
の
裁
判
規
範

性
を
ま
る
ご
と
否
認
し
て
し
ま
う
見
方
は
'
国
際
人
権
法
上
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

社
会
権
規
約
の
締
約
国
は
'
第
二
条

一
項
に
よ
-
､
権
利
の
完
全
な
実
現
に
向
け
て
､
利
用
可
能
な
資
源
を
効
果
的
に
用
い
な
が
ら
､

た
だ
ち
に
行
動
を
と
-
､
か
つ
絶
え
ず
前
進
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
｡
そ
う
し
た

一
般
的
義
務
の
も
と
､
個
々
の
権

利
の
実
現
は
､
国
家
が
行
為
を
差
し
控
え
る

(尊
重
義
務
の
側
面
)
こ
と
で
可
能
に
な
る
場
合
も
あ
ろ
う
し
､
第
三
者
の
行
動
を
規
制
し

た
-

(保
護
義
務
の
側
面
)
自
ら
が
資
源
を
投
入
し
て
権
利
の
実
現
を
促
進
す
る

(充
足
義
務
の
側
面
)
場
合
も
あ
ろ
う
｡
そ
れ
ら
す
べ

て
を
適
宜
採
用
し
な
が
ら
'
規
約
を
実
現
し
て
い
-
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
｡

そ
の
際
､
司
法
的
救
済
は
規
約
の
実
現
を
促
す
重
要
な
方
途
と
み
な
さ
れ
る
｡
社
会
権
規
約
委
員
会
は
､
規
約
条
項
の
裁
判
規
範
性
を

積
極
的
に
解
す
る
よ
う
促
す

一
般
的
意
見
九
を
公
に
し
て
い
る
ほ
か
､
二
〇
〇
一
年
に
行
わ
れ
た
日
本
の
第
二
回
報
告
審
査
後
に
発
表
し

た
総
括
所
見
に
お
い
て
も
､
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
て
い
る
｡
｢委
員
会
は
'
規
約
の
規
定
に
直
接
的
効
力
を
持
つ
も
の
は
な
い
と
の

誤
っ
た
根
拠
に
基
づ
き
'
司
法
の
決
定
が
､

一
般
的
に
規
約
に
言
及
し
て
い
な
い
事
実
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
懸
念
を
表
明
す
る
｡
締
約

(22
)

国

[日
本
]
が
こ
の
立
場
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
-
規
約
上
の
義
務
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
は
､
さ
ら
な
る
懸
念
事
項
で
あ

る

｣

｡
こ
こ

(23
)

に
は
'
社
会
権
規
約
の
裁
判
規
範
性
を
否
認
す
る
見
解
を
と
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
規
約
違
反
で
あ
る
と
の
認
識
が
現
わ
れ
出
て
い

る

｡

塩

見
訴
訟
最
高
裁
判
決
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
､
社
会
権
規
約
第
二
条

一
項
の
文
言
を
も

っ
て
社
会
権
の
具
体
的
権
利
性

･
裁
判
規
範
性
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を
包
括
的
に
否
認
し
､
社
会
権
規
約
を
政
治
的
文
書
と
同
視
す
る
見
方
は
社
会
権
規
約
の
解
釈
と
し
て
失
当
で
あ
る
と
言
わ
な
-
て
は
な

ら
な
い
｡
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2

社
会
権
規
約
第

二
条

二
項
に
お
け
る
差
別
の
禁
止

社
会
権
規
約
は

｢す
べ
て
の
者
｣
に
適
用
さ
れ
る
｡
自
由
権
規
約
第
二
五
条
の
よ
う
に
､
そ
の
適
用
を
市
民
に
限
定
す
る
よ
う
な
規
定

(24
)

は
な
い
｡
も
と
よ
り
第
二
条
二
項
が
差
別
禁
止
事
由
と
し
て

｢国
籍
｣
を
明
示
し
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
だ
が
'
同
条
項
の
定
め
る
差
別

禁
止
事
由
は
例
示
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
､
現
に
社
会
権
規
約
委
員
会
は
､
｢他
の
地
位
｣
の
中
に

｢障
害
｣
や

｢年
齢
｣
が
含
ま
れ
る
こ

(25
)

と
を
認
め
て
い

る

｡

｢
国
籍
｣
が

｢他
の
地
位
｣
に
含
ま
れ
る
の
か

｢国
民
的
出
身
｣
に
含
ま
れ
る
の
か
は
学
問
的
に
は
興
味
深
い
が
､

実
務
に
お
い
て
こ
の
点
を
論
ず
る
意
義
は
ほ
と
ん
ど
な
-
な
っ
て
い
る
｡
社
会
権
規
約
委
員
会
に
よ
れ
ば
､
｢そ
の
法
的
地
位
に
か
か
わ

(26
)

ら
ず
､
外
国
人
を
含
む
｣
す
べ
て
の
者
に
規
約
の
適
用
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る

｡

も

っ
と
も
､
第
二
条
二
項
の
禁
止
す
る
の
は

｢差
別
｣
で
あ
-
､
外
国
人
の

｢区
別
｣
が

一
律
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

こ
こ
で
差
別
と
は
､
国
籍
な
ど
を
理
由
と
す
る
区
別
'
排
除
､
制
限
又
は
優
先
で
あ

っ
て
､
平
等
の
立
場
で
の
基
本
的
人
権

(本
件
と
の

関
連
で
は
､
社
会
保
障
を
受
け
る
権
利
)
の
承
認
､
享
有
若
し
-
は
行
使
を
無
効
に
し
若
し
-
は
損
な
う
効
果
又
は
目
的
を
も
つ
も
の
と

(27
)

定
義
さ
れ

る

｡

そ
の
な
か
に
は
直
接
差
別
と
間
接
差
別
が
包
摂
さ
れ
る
が
､
区
別
が
こ
う
し
た
差
別
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る

に
は
､
国
際
人
権
法
が
発
展
さ
せ
て
き
た
識
別
指
標
を
参
照
し
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
後
述
す
る
と
こ
ろ
と
も
重
な
る
が
､
自
由
権
規
約

委
員
会
､
欧
州
人
権
裁
判
所
等
に
よ
れ
ば
､
区
別
は
'
合
理
的
で
客
観
的
な
基
準
に
よ
ら
な
い
場
合
に
差
別
と
な
る
｡
区
別
の
目
的
は
条

約
に
照
ら
し
て
正
当
な
も
の
で
な
-
て
は
な
ら
ず
､
か
つ
､
そ
の
目
的
と
採
用
さ
れ
る
手
段
と
の
間
に
は
合
理
的
な
均
衡
関
係
が
な
-
て

は
な
ら
な
い
｡
区
別
は
'
こ
の
テ
ス
ー

(比
例
原
則
)
を
ク
リ
ア
で
き
な
い
と
き
､
差
別
と
な
る
｡
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差
別
の
禁
止
は
絶
対
的
で
即
時
的
な
も
の
で
あ
る
｡
｢規
約
第
二
条
二
項
の
定
め
る
差
別
の
禁
止
は
､
漸
進
的
な
実
現
に
も
資
源
の
利

(28
)

用
可
能
性
に
も
服
さ
な
い
｡
完
全
に
か
つ
即
時
に
適
用
さ
れ

る

｣

｡
法
律
上
の
差
別
は
直
ち
に
撤
廃
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
ま
た
､
差

別
的
な
行
動
も
た
だ
ち
に
差
し
控
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
こ
の
判
断
は
司
法
審
査
に
疑
い
な
-
適
合
す
る
だ
け
で
な
-
､
社
会
権

規
約
委
員
会
に
よ
れ
ば
､
次
の
と
お
-
､
司
法
の
関
与
を

｢不
可
欠
｣
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
｡

社
会
権
規
約
を
ど
の
よ
う
に
実
施
す
る
か
は
基
本
的
に
各
国
の
憲
法
体
制
に
よ
る
が
'
第
二
条

一
項
の
文
言
が
示
唆
す
る
よ
う
に
､
立

法
措
置
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
.
と
は
い
三ゝ
並
法
措
置
の
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
-
､
条
約
の
正
文
に
照

(29
)

ら
し
て
正
確
に
い
え
ば
､
立
法
措
置
は

｢適
当
な
方
法
｣
の

I
つ
と
し
て
例
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い

｡

そ
し
て

｢適
当
な
方
法
｣
の

中
に
司
法
的
救
済
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
'
社
会
権
規
約
委
員
会
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡
｢立
法
措
置
に
加
え
て
適
当
と
み
な
し
う

る
の
は
-
-
司
法
的
政
渚
で
あ
る
｣
｡
の
み
な
ら
ず
､
司
法
的
救
済
は

｢適
当
｣
で
あ
る
だ
け
で
な
-
､
時
に
は

｢
不
可
欠
｣
で
あ
る
と

し
て
次
の
よ
う
に
も
言
う
｡
｢差
別
禁
止
に
関
す
る
義
務
の
よ
う
に
､
い
ず
れ
か
の
形
態
の
司
法
的
救
済
が
規
約
の
要
請
を
満
た
す
た
め

に
不
可
欠
と
み
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
司
法
が
な
ん
ら
か
の
役
割
を
果
た
さ
な
-
て
は
規
約
の
権
利
を
完
全
に
実
現
で

(30
)

き
な
い
と
き
に
は
､
司
法
的
救
済
は
欠
か
せ
な

い

｣

｡

既
に
述
べ
た
よ
う
に
､
国
家
の
積
極
的
行
動
が
求
め
ら
れ
る
充
足
義
務
の
履
行
に
は
､
国
家
の
行
動
の
避
止
が
求
め
ら
れ
る
尊
重
義
務

の
履
行
に
比
べ
裁
量
の
幅
が
広
-
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
う
し
た
充
足
義
務
の
局
面
に
お
い
て
も
､
｢差
別
｣
は

絶
対
的
か
つ
即
時
的
に
禁
止
さ
れ
る
｡
尊
重
義
務
､
保
護
義
務
､
充
足
義
務
い
ず
れ
の
局
面
に
お
い
て
も
､
差
別
は
許
容
さ
れ
な
い
｡
義

務
を
履
行
す
る
た
め
に
と
-
う
る
行
動
に
つ
い
て
裁
量
の
幅
が
広
-
認
め
ら
れ
る
充
足
義
務
の
局
面
で
あ

っ
て
も
､
硯
に
と
ら
れ
た
行
動

(た
と
え
ば
､
立
法
措
置
等
)
に
お
い
て
差
別
が
あ
る
場
合
に
は
た
だ
ち
に
規
約
違
反
と
判
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
を
別

言
す
れ
ば
､
差
別
は
裁
量
の
範
囲
内
に
は
属
し
て
お
ら
ず
､
む
し
ろ
､
裁
量
権
の
行
使
こ
そ
が
差
別
禁
止
条
項
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
て



200

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

な
お
､
差
別
禁
止
の
要
請
が
即
時
的
か
つ
絶
対
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
は
､
起
草
過
程
で
の
議
論

(準
備
作
業
)
か
ら
も
確
認
さ
れ

(31
)

る
｡
社
会
権
規
約
差
別
禁
止
条
項
の
成
立
経
緯
を
詳
細
に
分
析
し
た
高
野
雄

一
博
士
に
よ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ

る

｡

神奈川法学第40巻第 1号 2007年

一
九
五
二
年
の

[国
連
]
人
権
委
員
会
で
ア
メ
リ
カ
が
提
出
し
た
案
で
は
､
｢
こ
の
規
約
に
認
め
ら
れ
た
権
利
の
完
全
な
実
現
を
'

立
法
そ
の
他
の
手
段
に
よ
-
且
つ
-
-
い
か
な
る
差
別
も
な
-
､
漸
進
的
に
達
成
す
る
た
め
に
｣
と
な
っ
て
い
た
｡
つ
ま
-
､
現
在

の

一
項
と
二
項
が

一
本
に
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
そ
の
委
員
会
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
は
漸
進
的
達
成
に
反
対
し

て
完
全
か
つ
直
接
の
義
務
を
要
求
し
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
レ
バ
ノ
ン
代
表
が
中
間
の
途
を
提
案
し
､

一
方
で

｢権
利
の
漸
進
的
実

現
｣
と
他
方
で

｢無
差
別
の
原
則
の
､
権
利
の
実
現
の
程
度
に
関
係
の
な
い
､
直
接
か
つ
強
制
的
な
実
施
｣
を
区
別
し
て
､
二
項
目

に
わ
た
-
ア
メ
リ
カ
案
の
後
半
部
分
の
修
正
を
主
張
し
た
｡
こ
の
レ
バ
ノ
ン
提
案
は
-
-
委
員
会
で
採
択
さ
れ
た
｡

と
こ
ろ
が
､

一
九
六
二
年
の
国
連

(第

一
七
回
)
総
会
第
三
委
員
会
で
仕
上
げ
の
段
階
に
入
っ
て
､
レ
バ
ノ
ン
と
モ
ロ
ッ
コ
が
'

｢漸
進
的
実
現
｣
の
観
念
の
実
現
に
関
し
て
､
い
っ
た
ん
分
け
た

一
項
と
二
項
を
結
合
さ
せ
る
修
正
案
を
出
し
た
｡
平
等

(無
差
別
)

原
則
の
即
時
実
現
を
要
求
す
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
と
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
理
由
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
修
正
案
は
撤
回
さ
れ

た
｡
｢漸
進
的
実
現
の
観
念
を
平
等
原
則
に
適
用
す
る
こ
と
は
国
連
憲
章
に
矛
盾
し
､
か
つ
い
ち
じ
る
し
い
乱
用
の
お
そ
れ
-
-
が

あ
る
｣
と
-
-
多
-
の
代
表
が
強
-
発
言
-
-
し
た
か
ら
で
あ
る
｡

(200)

差
別
の
禁
止
は
､
こ
の
よ
う
に
､
絶
対
的
か
つ
即
時
的
義
務
と
し
て
社
会
権
規
約
の
成
立
当
初
か
ら

〓
貝
し
て
締
約
国
に
課
せ
ら
れ
て

(3

2
)

き
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
関
連
し
て
､
前
記
障
害
基
礎
年
金
不
支
給
決
定
取
消
等
請
求
事
件
大
阪
高
裁

判

決

は

､
｢締
約
国
に
お
い
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て
､
積
極
的
に
社
会
保
障
政
策
を
推
進
す
る
施
策
を
と
る
際
､
二
項
に
か
か
る
要
素
に
つ
き
､
政
治
的
､
社
会
的
､
経
済
的
理
由
に
よ
-

現
実
に
は
種
々
の
対
応
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
面
が
あ
-
得
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
上
記
権
利
の
平

等
な
実
現
を
積
極
的
に
推
進
す
べ
き
政
治
的
責
任
を
負
う
こ
と
を
宣
明
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｣
と
解
し
た
う
え
で
'
｢け
だ
し
､

こ
の
よ
う
に
解
き
な
い
で
､
二
項
を
自
動
的
即
時
的
執
行
の
効
力
の
あ
る
も
の
と
解
す
る
と
､

l
項
で
認
め
ら
れ
た
権
利
の
完
全
な
実
現

の
漸
進
的
達
成
を
阻
害

･
停
滞
さ
せ
る
事
態
が
想
定
さ
れ
､
規
定
相
互
に
矛
盾
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
｣
と
判
示
し
て
い
る
が
､
社
会

権
規
約
の
解
釈
と
し
て
ま

っ
た
-
の
誤
-
で
あ
る
こ
と
を
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡

大
阪
高
裁
の
こ
の
認
識
は
､
国
際
法
上
の
条
約
解
釈
規
則
に
関
心
を
払
わ
ぬ
文
字
通
-
の

｢独
自
の
解
釈
｣
で
あ
る
が
'
そ
も
そ
も
'

社
会
権
規
約
の
準
備
作
業
に
お
い
て

1
項
と
二
項
が
分
離
さ
れ
た
事
情
を
完
全
に
無
視
し
て
お
り
､
社
会
権
規
約
委
員
会
が
公
に
し
て
き

て
い
る
解
釈
に
つ
い
て
も
'
な
ん
ら
の
国
際
法
的
根
拠
な
く
排
斥
す
る
も
の
で
あ
る
｡
社
会
保
障
政
策
の
推
進
に
あ
た
-
'
政
治
的
､
社

会
的
､
経
済
的
理
由
に
よ
-
種
々
の
対
応
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
に
し
て
も
'
既
に
述
べ
た
よ
う
に
､
現

に
と
ら
れ
る
対
応
に
お
い
て
は
少
な
-
と
も
差
別
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
､
そ
う
し
た
差
別
禁
止
の
絶
対
的

･
即
時
的
性
格
は
､

第
二
条

1
項
の
定
め
る

｢漸
進
的
実
現
義
務
｣
を
阻
害

･
停
滞
さ
せ
る
も
の
で
は
な
-
､
む
し
ろ
､
漸
進
的
実
現
に
際
し
て
行
使
さ
れ
る

裁
量
権
を
制
約
す
る
よ
う
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
差
別
の
禁
止
は
政
策
選
択
の
問
題
で
は
な
-
'
厳
然
た
る
法
的
義
務
で
あ
る
｡

3

自
由
権
規
約
第

二
六
条
に
お
け
る
差
別
の
禁
止

社
会
保
障
に
係
る
法
令
に
お
い
て
差
別
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
､
自
由
権
規
約
第
二
六
条
の
要
請
で
も
あ
る
｡
同
条
は
次
の
よ

う
に
定
め
る
｡

201
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す
べ
て
の
者
は
､
法
律
の
前
に
平
等
で
あ
り
､
い
か
な
る
差
別
も
な
し
に
法
律
に
よ
る
平
等
の
保
護
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
｡

こ
の
た
め
､
法
律
は
､
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
禁
止
し
及
び
人
種
､
皮
膚
の
色
､
性
､
言
語
､
宗
教
､
政
治
的
意
見
そ
の
他
の
意
見
'
国

民
的
若
し
-
は
社
会
的
出
身
､
財
産
'
出
生
又
は
他
の
地
位
等
の
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
差
別
に
対
し
て
も
平
等
の
か
つ
効
果
的
な

保
護
を
す
べ
て
の
者
に
保
障
す
る
｡

神奈川法学第40巻第 1号 2007年

こ
の
条
の
適
用
範
囲
が
自
由
権
規
約
の
規
定
す
る
実
体
的
権
利
を
超
え
'
社
会
権
の
領
域
に
も
及
ぶ
こ
と
は
､
自
由
権
規
約
委
員
会
に

申
し
立
て
ら
れ
た
個
人
通
報
事
例
を
通
じ
て
明
瞭
に
確
認
さ
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､
性
別
あ
る
い
は
婚
姻
の
有
無
を
理
由
に
異
な

っ
た

取
扱
い
を
規
定
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
失
業
保
険

･
障
害
保
険
法
制
と
第
二
六
条
と
の
適
合
性
が
問
わ
れ
た
通
報
を
審
査
し
た
際
'
自
由
権
現

(33
)

約
委
員
会
は
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
て
い

る

｡

(202)

第
二
六
条
は
､
第
二
条
の
単
な
る
繰
-
返
し
で
は
な
い
｡
差
別
な
き
平
等
な
保
護
の
原
則
を
定
め
る
第
二
六
条
は
'
公
の
機
関
が

規
律
す
る
い
か
な
る
分
野
に
お
い
て
も
法
律
上
ま
た
は
実
際
上
の
差
別
が
な
い
よ
う
求
め
る
世
界
人
権
宣
言
第
七
条
に
由
来
し
て
い

る
｡
こ
の
た
め
第
二
六
条
と
の
関
連
で
は
､
締
約
国
の
法
律
と
そ
の
適
用
状
況
が
問
題
と
な
る
｡

第
二
六
条
は
法
律
に
お
い
て
差
別
が
あ

っ
て
ほ
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
｡
確
か
に
第
二
六
条
そ
れ
自
体
は
､
法
律
が
扱
う
事

項
に
つ
い
て
い
か
な
る
義
務
も
課
し
て
い
な
い
｡
た
と
え
ば
､
第
二
六
条
は
国
に
対
し
て
社
会
保
障
に
関
す
る
法
律
を
制
定
す
る
よ

う
求
め
て
は
い
な
い
｡
し
か
し
国
が
主
権
的
権
限
を
行
使
し
て
そ
の
よ
う
な
法
律
を
制
定
し
た
と
き
に
は
'
そ
の
法
律
は
第
二
六
条

に
適
合
す
る
も
の
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
-
こ
う
し
て
本
件
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
､
社
会
保
障
に
つ
い
て
定
め
る
法
律
が

-
第
二
六
条
の
定
め
る
差
別
禁
止
に
つ
い
て
違
反
し
て
い
な
い
の
か
ど
う
か
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
｡



(203)

こ
う
し
た
個
人
通
報
事
例
等
を
踏
ま
え
て

一
九
八
九
年

二

月
九
日
に
採
択
さ
れ
た
自
由
権
規
約
委
日月
会

一
般
的
意
見

一
八
も
､
第

(34
)

二

一パ
ラ
グ
ラ
フ
で
次
の
よ
う
に
言

う

｡
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[自
由
権
]
規
約
第
二
条
は
､
差
別
か
ら
保
護
さ
れ
る
権
利
の
範
囲
を
､
規
約
に
規
定
さ
れ
た
権
利
に
限
定
し
て
い
る
が
､
第
二

六
条
に
は
こ
の
よ
う
な
制
限
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
第
二
六
条
で
は
､
す
べ
て
の
者
が
法
律
の
前
に
平
等
で
あ
-
､

い
か
な
る
差
別
も
な
し
に
法
律
に
よ
る
平
等
の
保
護
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
と
規
定
し
､
か
つ
､
法
律
は
'
列
挙
さ
れ
た
い
か

な
る
理
由
に
よ
る
差
別
に
対
し
て
も
平
等
の
か
つ
効
果
的
な
保
護
を
す
べ
て
の
者
に
保
障
す
る
と
し
て
い
る
｡
委
員
会
の
見
解
で

は
､
第
二
六
条
は
､
既
に
第
二
条
で
規
定
さ
れ
た
保
障
を
単
に
繰
-
返
す
も
の
で
は
な
-
'
そ
れ
自
身
で
独
自
の
権
利
を
規
定
す

る
も
の
で
あ
る
｡
同
条
は
､
公
的
機
関
が
規
制
し
か
つ
保
護
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
､
法
律
上
､
事
実
上
の
差
別
を

禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
第
二
六
条
は
'
立
法
及
び
そ
の
適
用
に
関
し
て
締
約
国
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
と
関
連
し

て
い
る
｡
こ
の
た
め
､
締
約
国
が
あ
る
立
法
を
す
る
場
合
に
は
'
そ
の
法
律
は
'
内
容
に
差
別
が
あ

っ
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
第

二
六
条
の
要
件
に
合
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
換
言
す
れ
ば
､
第
二
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
差
別
禁
止
の
原
則
が
適
用

さ
れ
る
の
は
､
[自
由
権
]
規
約
で
規
定
さ
れ
た
権
利
に
限
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

も
と
よ
-
､
社
会
権
規
約
第
二
条
二
項
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
､
自
由
権
規
約
第
二
六
条
が
禁
止
し
て
い
る
の
も

｢差
別
｣
な
の
で
あ
っ

て
'
あ
ら
ゆ
る
区
別
が

1
律
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

1
股
的
意
見

1
八
は
､
続
け
て
第

二
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
｡
｢取
扱
い
に
区
別
が
あ

っ
て
も
､
そ
の
基
準
が
合
理
的
か
つ
客
観
的
で
あ
-
､
そ
の
目
的
が
規
約
の
下
で
正
当
と
さ
れ
る
目

的
を
達
成
す
る
た
め
で
あ
れ
ば
､
こ
の
区
別
が
す
べ
て
差
別
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
｣
｡
欧
州
人
権
裁
判
所
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
き
て
い
る
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識
別
指
標
も
参
照
す
れ
ば
､
既
に
述
べ
た
と
お
-
'
区
別
は
､
合
理
的
で
客
観
的
な
基
準
に
よ
ら
な
い
場
合
に
差
別
と
な
る
｡
区
別
の
目

的
は
条
約
に
照
ら
し
て
正
当
な
も
の
で
な
-
て
は
な
ら
ず
､
か
つ
､
そ
の
目
的
と
採
用
さ
れ
る
手
段
と
の
間
に
は
合
理
的
な
均
衡
関
係
が

(35
)

な
-
て
は
な
ら
な

い

｡

区
別
は
､
こ
の
テ
ス
ー

(比
例
原
則
)
を
ク
リ
ア
で
き
な
い
と
き
､
差
別
と
な
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

な
お
､
自
由
権
規
約
第
二
六
条
の
差
別
禁
止
事
由
の
中
に
は

｢
国
籍
｣
が
含
ま
れ
て
い
な
い
が
､
自
由
権
規
約
委
員
会
は
､
国
籍
を

(36
)

｢他
の
地
位
｣
の
中
に
含
め
る
と
の
判
断
を
公
に
し
て
き
て
お

-

､

ま
た
､

一
般
的
意
見

一
五
､
第

一
お
よ
び
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
､

(37
)

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る

｡

｢
一
般
的
に
言
っ
て
､
規
約
に
規
定
さ
れ
た
権
利
は
､
相
互
保
障
の
有
無
や
国
籍
の
別
に
か
か
わ
ら
ず
､
無

国
籍
者
を
含
む
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
規
約
の
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
は
､
市
民
と
外
国
人
と
の
間
で
差
別
さ
れ
る
こ

と
な
-
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が

一
般
原
則
で
あ
る
｡
-
外
国
人
は
､
規
約
で
保
障
さ
れ
て
い
る
権
利
に
関
し
て
差
別

さ
れ
な
い
と
い
う
規
約
の

一
般
要
件
の
適
用
を
受
け
る
｣
｡
自
由
権
規
約
委
員
会
は
､
こ
の
ほ
か
､
｢他
の
地
位
｣
の
中
に
年
齢
な
ど
も
含

(38
)

め
て
き
て
い

る

｡

自
由
権
規
約
委
員
会
は
､
自
由
権
規
約
第
二
六
条
等
と
の
関
連
で

｢締
約
国
の
裁
判
所
は
､
個
人
を
差
別
か
ら
保
護
す
る
義
務
を
負

っ

(39
)

て
い

る

｣

と
述
べ
､
同
条
の
実
施
に
あ
た
っ
て
司
法
的
救
済
の
不
可
欠
の
重
要
性
を
確
認
し
て
い
る
が
､
日
本
で
も
第
二
六
条
を
始
め
自

由
権
規
約
に
つ
い
て
は
そ
の
裁
判
規
範
性
を
肯
定
的
に
処
す
る
司
法
判
断
が

一
般
的
で
あ
-
､
前
記
障
害
基
礎
年
金
不
支
給
決
定
取
消
等

請
求
事
件
大
阪
高
裁
判
決
も

｢
[自
由
権
規
約
第
二
六
条
は
]
自
由
権
に
つ
き
自
動
的
'
即
時
執
行
的
性
格
を
有
す
る
｣
と
認
め
て
い

る
｡
し
か
し
､
同
判
決
は
､
国
際
人
権
法
の
観
点
か
ら
す
る
と
実
に
奇
妙
な
こ
と
に
､
｢
[社
会
権
]
規
約
の
適
用
さ
れ
る
社
会
権
に
関

す
る
限
-
､

[自
由
権
]
規
約
二
六
条
の
内
容
も
､
事
柄
の
性
質
上
､
同
条
と
同
趣
旨
の

[社
会
権
]
規
約
二
条
二
項
を
含
め
て
締
約
国

の
政
治
的
責
任
を
盲
萌

し
た
と
解
さ
れ
る

[社
会
権
]
規
約
に
規
定
さ
れ
て
､
締
約
国
に
お
け
る
政
治
的
責
任
を
示
し
た
も
の
と
せ
ざ
る

を
得
な
い
｣
と
言
葉
を
継
い
で
い
る
｡
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(40
)

こ
う
し
た
認
識
は
､
当
該
事
件
の
原
審
で
あ

っ
た
京
都
地
裁

判
決
の
次
の

〓
即
に
も
見
ら
れ
る
｡
｢
[社
会
権
]
規
約
及
び

[自
由
権
]

規
約
を
批
准
し
た
我
が
国
に
お
い
て
は
､

[社
会
権
]
規
約
に
規
定
さ
れ
た
社
会
保
障
の
権
利
に
つ
い
て

[自
由
権
]
規
約
二
六
条
の
解

釈
を
す
る
場
合
に
は
'
立
法
に
よ
っ
て

[社
会
権
]
規
約
に
規
定
さ
れ
た
社
会
保
障
の
権
利
を
拡
大
し
て
い
-
と
い
う
こ
の
よ
う
な

[社

会
権
]
規
約
の
趣
旨
と
そ
の
要
請
と
の
間
に
整
合
性
を
持
つ
よ
う
に
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
は
､

[自
由
権
]
規
約
二
六
条
も
､
少
な
-
と
も
､

[社
会
権
]
規
約
の
趣
旨
に
沿

っ
た
社
会
保
障
政
策
を
推
進
す
る
目
的
で
立
法
府

が
立
法
や
法
改
正
を
す
る
際
の
規
制
に
つ
い
て
は
､
そ
の
国
の
予
算
上
の
制
約
､
経
済
'
社
会
､
国
際
状
況
等
の
事
情
に
よ
る
立
法
府
の

裁
量
を
許
容
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
｣
｡

自
由
権
規
約
第
二
六
条
と
社
会
権
規
約
第
二
条
二
項
は
と
も
に
社
会
保
障
法
令
上
差
別
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
る
｡

両
者
の
間
に
整
合
性
の
と
れ
た
解
釈
が
必
要
な
こ
と
は
確
か
な
の
だ
が
､
上
記
二
つ
の
判
決
は
､
社
会
権
規
約
第
二
条
二
項
に
適
合
す
る

よ
う
に
自
由
権
規
約
第
二
六
条
を
解
釈
す
る
と
し
た
う
え
で
､
社
会
権
規
約
第
二
条
二
項
は
政
治
的
責
務
を
宣
明
し
た
も
の
な
の
だ
か

ら
､
自
由
権
規
約
第
二
六
条
も
ま
た
社
会
保
障
へ
の
権
利
の
実
現
に
あ
た

っ
て
政
治
的
責
務
を
宣
明
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
､
と
い
う
論

理
の
展
開
を
し
て
い
る
｡

こ
の
法
解
釈
に
は
重
大
な
誤
謬
が
あ
る
｡
ま
ず
､
小
論

I
l
で
述
べ
た
と
お
-
､
複
数
の
人
権
条
約
の
解
釈
が
問
題
に
な
る
場
合
に
は
､

人
権
保
障
水
準
の
高
い
も
の
を
採
用
す
る
よ
う
国
際
法
は
求
め
て
い
る
｡
大
阪
高
裁
も
認
め
る
と
お
-
自
由
権
規
約
第
二
六
条
は
本
来
､

即
時
的
性
格
を
有
す
る
差
別
禁
止
規
定
で
あ
る
｡
こ
の
規
定
の
適
用
を
他
の
人
権
条
約
規
定
を
も

っ
て
排
除
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
当
該
他

の
人
権
条
約
規
定
は
自
由
権
規
約
第
二
六
条
よ
-
も
高
次
の
人
権
水
準
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
と
こ
ろ
が
､
大
阪
高
裁
お

よ
び
京
都
地
裁
判
決
は
､
即
時
的
性
格
を
有
す
る
自
由
権
規
約
第
二
六
条
を
､
政
治
的
責
任
を
課
す
に
過
ぎ
な
い
と
性
格
づ
け
ら
れ
た
社

会
権
規
約
第
二
条
二
項
の
保
障
水
準
に
引
き
下
げ
て
し
ま

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
個
人
に
と

っ
て
最
も
恵
ま
れ
た
取
扱
い
の
確
保
を
求
め
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る
社
会
権
規
約
第
五
条
二
項
の
要
請
に
違
背
す
る
解
釈
で
あ
-
､
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

両
判
決
は
､
本
来
的
に
即
時
的
性
格
を
有
す
る
自
由
権
規
約
第
二
六
条
と
い
え
ど
も
､
社
会
保
障
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
､
｢政
治

的
責
任
｣
を
課
す
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
述
べ
る
が
､
自
由
権
規
約
委
員
会
は
､
社
会
保
障
に
関
わ
る
法
令
を

扱

っ
た
個
人
通
報
事
例
に
お
い
て
締
約
国
の

｢法
的
責
任
｣
を
認
め
､
自
由
権
規
約
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
に
踏
み
入
っ
て
き
て

(41
)

い

る

｡

適
用
対
象
に
な
る
領
域
が
社
会
権
に
関
わ
る
か
ら
と
言
っ
て
自
由
権
規
約
第
二
六
条
の
求
め
る
法
的
責
任
が
政
治
的
責
任
に
変
質

(42
)

し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な

い

｡

ま
た
､
そ
も
そ
も
､
既
に
述
べ
た
と
お
り
､
社
会
権
規
約
第
二
条
二
項
そ
れ
自
体
が
'
政
治
的
責
任
を
課

す
規
定
な
ど
で
は
な
-
､
絶
対
的
か
つ
即
時
的
性
格
を
有
す
る
差
別
禁
止
規
定
と
し
て
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
-
､
社
会
権
規
約
委
員
会

に
よ
っ
て
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡

差
別
禁
止
に
つ
い
て
規
定
す
る
自
由
権
規
約
第
二
六
条
と
社
会
権
規
約
第
二
条
二
項
に
つ
い
て
は
､
整
合
性
の
と
れ
た
体
系
的
解
釈
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
､
自
由
権
規
約
第
二
六
条
が
即
時
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
-
､
ま
た
､
人
権

条
約
は
高
次
の
保
障
水
準
を
確
保
す
る
よ
う
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
､
仮
に
社
会
権
規
約
第
二
条
二
項
が
政
治
的
責
任

を
課
す
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
権
規
約
第
二
六
条
の
解
釈
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡
も

と
よ
-
､
社
会
権
規
約
第
二
条
二
項
自
体
'
即
時
的
か
つ
絶
対
的
な
差
別
禁
止
を
求
め
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
-
､
そ
こ

に
政
治
的
責
任
や
立
法
裁
量
と
い
っ
た
荘
漠
た
る
概
念
が
介
在
す
る
余
地
は
本
来
的
に
な
い
｡
同
条
項
と
自
由
権
規
約
第
二
六
条
と
の
間

に
は
､
本
件

へ
の
適
用
に
あ
た
-
'
差
別
禁
止
を
求
め
る
法
的
性
質
に
お
い
て
敵
酷
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
､
国
際
人
権
法
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
､
上
記
大
阪
高
裁

二
見
都
地
裁
判
決
で
は
な
-
､
同
種
の
事
案
を
扱

っ
た
大
阪
地
裁
の

(43
)

(44
)

次
の
判

示

に

〓
疋
の
合
理
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
｡

｢本
件
は
､
原
告
ら
が
､

[社
会
権
]
規
約
九
条
の
規
定
を
具
体
的
に
立
法
し

た
も
の
で
あ
る
旧
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
国
籍
条
項
が
､
内
外
人
平
等
原
則
に
違
反
し
て
違
法
で
あ
る
旨
主
張
し
て
国
家
賠
償
を
求
め



207)

て
い
る
事
案
で
あ
-
､
い
わ
ば
国
家
か
ら
差
別
的
待
遇
を
受
け
な
い
こ
と
を
求
め
る
､

[社
会
権
]
規
約
の
自
由
権
的
側
面
に
関
わ
る
問

題
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
自
由
権
的
側
面
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
､

[社
会
権
]
規
約
の
規
定
で
あ

っ
て
も
､
そ
の
性
質
上
､
自
動

執
行
力
な
い
し
裁
判
規
範
性
を
有
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
｣
｡
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Ⅲ

条
約
適
合
性
審
査

-

主
張
立
証
責
任
の
所
在

本
件
に
お
い
て
問
わ
れ
る
差
別
と
は
､
国
籍
等
を
理
由
と
す
る
区
別
､
排
除
､
制
限
ま
た
は
優
先
で
あ

っ
て
､
権
利

･
自
由
の
承
認
､

享
有
若
し
-
は
行
使
を
無
効
に
し
若
し
-
は
損
な
う
効
果
又
は
目
的
を
も
つ
も
の
を
言
う
｡
原
告
ら
は
､

1
九
五
九
年
の
国
民
年
金
法
､

一
九
八
二
年
の
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
等
へ
の
加
入
に
伴
う
出
入
国
管
理
令
そ
の
他
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(以
下
､
整

備
法
と
略
称
す
る
｡
)
､

一
九
八
五
年
の
国
民
年
金
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
制
定
に
際
し
､
必
要
な
補
完
的
措
置
あ
る
い
は
経
過

的
措
置
が
と
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
等
か
ら
､
こ
ん
に
ち
ま
で

一
貫
し
て
社
会
保
障

･
法
律
に
よ
る
平
等
の
保
護
を
受
け
る
権
利
の
享
受
を

妨
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
｡
少
な
-
と
も
､
｢す
べ
て
の
者
｣
が
有
す
る
右
権
利
の
承
認
､
享
有
若
し
-
は
行
使
を
無
効
に
し
若
し
-
は
損

な
う
効
果
が
原
告
ら
に
つ
い
て
生
じ
て
き
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

原
告
ら
に
こ
う
し
た
別
異
取
扱
い

(不
利
益
)
を
生
じ
さ
せ
た
事
由
は
､

一
つ
は
間
違
い
な
-

｢国
籍
｣
に
あ
る
が
､
し
か
し
同
時
に

原
告
ら
は
旧
植
民
地
出
身
者
と
し
て

一
九
五
二
年
の
法
務
府
民
事
局
長
通
達

｢平
和
条
約
に
伴
う
朝
鮮
人
台
湾
人
等
に
関
す
る
国
籍
及
び

戸
籍
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
｣
に
よ
-
日
本
国
籍
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
か
ら
､
本
件
別
異
取
扱
い
は
､
単
な
る

｢国
籍
｣
に
と
ど
ま
ら

ず
､
｢国
民
的
出
身
｣
に
関
わ
る
も
の
で
も
あ
る

(
つ
ま
-
､

一
般
外
国
人
と
ま
っ
た
-
同
列
に
は
扱
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
)
｡
ち
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な
み
に
'
社
会
権
規
約
お
よ
び
自
由
権
規
約
に
お
い
て

｢国
民
的
出
身
｣
と
訳
さ
れ
て
い
る

natioロa-
O
r
ig
in
は

｢あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差

別
撤
廃
に
関
す
る
国
際
条
約
｣
(人
種
差
別
撤
廃
条
約
､

一
九
六
五
年
採
択
)
第

一
条
で
は

｢
民
族
的
出
身
｣
と
訳
さ
れ
て
い
る
｡
政
府

の
訳
語
が
不
統

l
で
あ
る
こ
と
の
問
題
は
さ
て
お
-
と
し
て
'
両
者

(｢国
民
的
出
身
｣
と

｢民
族
的
出
身
｣
)
が
同

l
の
概
念
で
あ
る
こ

(45
)

と
に
は
変
わ
-
な
-
'
と
な
れ
ば
､
本
件
は
人
種
差
別
撤
廃
条
約
の
禁
止
す
る

｢人
種
｣
差
別
に
関
わ
る
も
の
と
も
な

る

｡

ま
た
､
原
告

ら
が
い
ず
れ
も
高
齢
で
あ
る
こ
と
に
現
わ
れ
出
て
い
る
と
お
-
､
本
件
に
は

｢年
齢
｣
に
よ
-
生
じ
た
差
異
の
位
相
も
備
わ
っ
て
い
る
｡

つ
ま
-
､
原
告
ら
は
'
国
籍
､
国
民
的

(民
族
的
)
出
身
､
人
種
､
年
齢
等
の
諸
事
由
が
複
合
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
不
利
益
を
被
っ
て
き

た
と
言
っ
て
よ
い
｡

証
拠
あ
る
い
は
公
知
の
事
実
等
か
ら
､
原
告
ら
が
上
記
諸
事
由
に
よ
-
法
令
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
右
権
利
の
享
受
を
妨

げ
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
が
､
国
際
人
権
法
は
こ
う
し
た
別
異
不
利
益
取
扱
い
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て

直
ち
に
そ
れ
を
差
別
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
自
由
権
規
約
委
員
会

一
般
的
意
見

一
八
が
述
べ
る
と
お
-
､
｢取
扱
い
に

区
別
が
あ
っ
て
も
､
そ
の
基
準
が
合
理
的
か
つ
客
観
的
で
あ
り
､
そ
の
目
的
が
規
約
の
下
で
正
当
と
さ
れ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
で
あ

れ
ば
'
こ
の
区
別
が
す
べ
て
差
別
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
｣
｡
原
告
ら
が
不
利
益
を
被

っ
て
い
て
も
､
追
求
さ
れ
る
目
的
が
正
当
と
さ
れ
､

し
か
も
'
当
該
目
的
と
採
用
さ
れ
て
い
る
手
段
と
の
間
に
合
理
的
な
均
衡
関
係
が
あ
る
､
つ
ま
-
､
当
該
区
別
が
合
理
的
か
つ
客
観
的
な

理
由
に
よ
-
正
当
化
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
､
そ
れ
を
差
別
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
｡
も

っ
と
も
､
別
異
取
扱
い

(現
に

生
じ
て
い
る
不
利
益
)
を
目
的
に
お
い
て
正
当
で
あ
-
､
か
つ
､
手
段
と
均
衡
し
て
い
る
と
立
証
す
る
責
任
を
負

っ
て
い
る
の
は
原
告
で

(46
)

は
な
-
被
告
国
の
側
で
あ

る

｡

条
約
適
合
性
審
査
基
準
は
､
憲
法
の
文
脈
で
議
論
さ
れ
る
合
理
性
の
基
準
の
よ
う
に
､
立
法
に
な
ん
ら
か
の
合
理
性
が
見
て
取
れ
れ
ば

そ
れ
で
良
し
と
す
る
緩
や
か
な
基
準
で
は
な
い
｡
｢立
法
府
で
あ
る
国
会
に
立
法
や
改
正
を
す
る
際
の
裁
量
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
､
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(
47
)

そ
れ
が
何
ら
合
理
的
理
由
の
な
い
不
当
な
差
別
的
扱
い
か
ど
う
か
の
観
点
か
ら
判
断
す
べ
き
も
の
と
解
さ
れ

る

｣

と
い
う
認
識
や

｢著
し

(48
)

-
合
理
性
を
欠
き
明
ら
か
に
裁
量
の
逸
脱

･
濫
用
と
見
ざ
る
を
得
な
い
場

合

｣

と
い
う
認
識
は
､
国
際
人
権
法
の
求
め
る
条
約
適
合
性
審

査
基
準
を
充
足
し
得
る
も
の
で
は
な
い
｡
人
権
の
制
約
は
原
則
で
あ

っ
て
は
な
ら
ず
､
特
に
差
別
の
禁
止
は
社
会
権
規
約
に
お
い
て
も
自

由
権
規
約
に
お
い
て
も
立
法
裁
量
の
従
属
変
数
で
は
な
い
以
上
､
い
ず
れ
か
の
人
び
と
の
権
利
享
受
が
損
な
わ
れ
る
差
別
的
効
果
が
生
じ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
'
そ
の
条
約
適
合
性
を
厳
格
な
基
準
に
よ
-
審
査
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
｡
自
由
権
規
約
委
員
会
の
言
葉
を

(49
)

用
い
れ
ば
､
差
別
禁
止
条
項
は
､
別
異
取
扱
い
を
正
当
化
す
る

｢重
い
責
任
を
締
約
国
に
課

す

｣

も
の
で
あ
る
｡

別
異
取
扱
い
は
正
当
な
目
的
を
追
求
す
る
た
め
の
も
の
で
な
-
て
は
な
ら
ず
､
ま
た
､
当
該
目
的
と
､
当
該
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

と
ら
れ
る
手
段
と
の
間
に
は
合
理
的
な
均
衡
関
係
が
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
こ
の
比
例
テ
ス
-
あ
る
い
は
比
例
原
則
は
､
人
権
の
制
限
が

(50
)

よ
-
少
な
い
手
段
を
選
択
す
る
よ
う
要
請
す
る
も
の
で
も
あ

る

｡

被
告
国
は
､
こ
う
し
た
点
を
立
証
す
る
責
任
を
負
う
｡

2

差
別
禁
止
規
範
と
の
適
合
性

社
会
保
障
を
受
け
る
権
利
は
す
べ
て
の
者
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
､
こ
の
権
利
を
ど
の
よ
う
に
具
体
化
す
る
か
に
つ
い
て
社
会

権
規
約
は

一
義
的
に
定
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
と
-
わ
け
社
会
保
障
に
関
わ
る
立
法
内
容
に
つ
い
て
規
約
は
事
細
か
な
事
項
ま
で
指

示
し
て
は
い
な
い
｡
国
民
年
金
法
制
の
制
定
に
際
し
､
種
々
の
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
､
あ
る
い
は
補
完
的
措
置
や
経
過
的
措
置
を
設
け

る
こ
と
は
､
第

一
義
的
に
は
日
本
の
裁
量
に
属
す
る
こ
と
と
言

っ
て
よ
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
い
う
ま
で
も
な
-
､
そ
こ
に
差
別
が
あ

っ

て
は
な
ら
な
い
｡
こ
れ
は
自
由
権
規
約
の
要
請
で
も
あ
る
｡

原
告
ら
の
別
異
取
扱

い
を
正
当
化
す
る
に
あ
た

っ
て
被
告
国
は
､
ま
ず
､
国
民
年
金
制
度
に
国
籍
要
件
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
き

｢
長
期
間
に
わ
た
る
保
険
料
の
拠
出
を
要
す
る
年
金
制
度
に
お
い
て
､
我
が
国
に
お
け
る
在
任
期
間
が
必
ず
し
も
安
定
し
な
い
在
留
外
国
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人
を
そ
の
適
用
対
象
と
す
れ
ば
､
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
は
､
保
険
料
の
負
担
の
み
を
求
め
ら
れ
､
本
国
へ
の
永
住
帰
国
等
に
よ
-
､
原

則
二
五
年
の
受
給
資
格
期
間
を
充
た
す
こ
と
が
で
き
な
-
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
､
か
え
っ
て
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
-
得
る
こ
と
｣

を
挙
げ
る

(被
告
第

一
準
備
書
面

(平
成

一
七
年
三
月
二
四
日
)

二
二
頁
)
｡
ま
た
'
整
備
法
の
制
定
後
も
原
告
ら
が
国
民
年
金
制
度
か

ら
排
除
さ
れ
て
き
た
事
態
に
関
連
し
て

｢外
国
在
住
の
国
民
に
対
す
る
生
活
擁
護
の
責
任
は
元
来
そ
の
本
国
政
府
が
担
う
べ
き
も
の
｣
(同

一
五
頁
)
と
い
う
認
識
を
表
明
し
て
い
る
｡
こ
れ
を
要
す
る
に
､
不
安
定
な
在
留
で
あ
る
こ
と
､
お
よ
び
､
生
活
擁
護
の
責
任
は
本
国
が

負
う
も
の
'
と
い
う
事
情
が
､
別
異
取
扱
い
を
正
当
化
し
て
き
た

｢正
当
な
目
的
｣
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

小
論
は
､
本
件
事
案
を
社
会
権
規
約
と
自
由
権
規
約
の
差
別
禁
止
規
定
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
-
､
し
た
が
っ
て
､
時
間
的

に
は
両
規
約
が
日
本
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
時
点
以
後
を
問
題
に
す
る
｡
国
民
年
金
制
度
が
設
け
ら
れ
た

一
九
五
九
年
の
時
点
で
は
な

-

l
九
七
九
年
九
月
二

1
日
以
後
の
事
態
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
だ
が
､
原
告
ら
は
そ
の

i
九
七
九
年
九
月
の
時
点
に
お
い

て
､
既
に
､
日
本
国
籍
を
喪
失
し
た
時
か
ら
起
算
し
て
も
四
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
日
本
に
在
留
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡
国

民
年
金
法
制
定
時
に
お
け
る
立
法
目
的
と
し
て
在
留
の
不
安
定
な
外
国
人
を
除
外
す
る
こ
と
に

〓
疋
の
合
理
性
が
あ
っ
た
と
仮
に
認
め
る

に
し
て
も
､
そ
の
こ
と
は
社
会
権
規
約

･
自
由
権
規
約
と
の
適
合
性
審
査
に
お
い
て
決
定
的
な
事
情
に
は
な
-
得
な
い
｡
両
規
約
は
､
法

律
の
適
用
に
よ
っ
て
原
告
ら
に
生
じ
て
い
る
不
利
益
を
､
規
約
締
結
後
の
時
点
に
お
い
て
正
当
化
し
う
る

｢正
当
な
目
的
｣
を
証
明
す
る

よ
う
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
点
で
､
日
本
国
籍
喪
失
後
の
日
本
在
留
が

一
九
七
九
年
の
時
点
に
お
い
て
既
に
四
半
世
紀
を
越
え
て
い
た
人
々
を
国
民
年
金
制
度

か
ら
除
外
し
続
け
る
に
あ
た
-
､
｢在
留
が
不
安
定
で
永
住
帰
国
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
｣
と
い
う
現
実
離
れ
し
た
あ
ま
-
に
抽
象
的
な
事

情
を
持
ち
出
す
こ
と
は
い
か
に
も
不
合
理
で
あ
-
､
こ
れ
を
も
っ
て
別
異
取
扱
い
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
な
-
て
は

な
ら
な
い
｡
原
告
ら
は
､
｢永
住
帰
国
｣
の
現
実
的
可
能
性
を
有
し
て
き
た
わ
け
で
も
な
-
､
生
活
実
態
に
し
て
も
日
本
国
民
と
な
ん
ら
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変
わ
-
な
い
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
｡
念
の
た
め
に
再
述
し
て
お
-
が
､
こ
こ
で
は
､
国
民
年
金
法
を
制
定
し
た
時
点
に
お
け
る
立
法

目
的
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
国
民
年
金
法
に
よ
り
原
告
ら
に
生
じ
て
い
た
別
異
不
利
益
取
扱
い
を
'
両
規
約
が
日
本
に
つ
い

て
効
力
を
生
じ
て
以
後
､
い
か
な
る
目
的
の
下
に
正
当
化
で
き
る
の
か
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
で
､
在
留
の
不
安
定
性

に
係
る
根
拠
は
､
日
本
に
完
全
に
定
着
し

｢永
住
帰
国
｣
の
見
込
み
の
な
い
原
告
ら
へ
の
不
利
益
を
正
当
化
す
る

｢正
当
な
目
的
｣
に
は

な
-
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

他
方
で
､
整
備
法
に
よ
り
国
籍
要
件
が
撤
廃
さ
れ
た
後
の
事
態
を
正
当
化
す
る
た
め
に
挙
げ
ら
れ
る

｢本
国
政
府
の
責
任
｣
に
つ
い
て

だ
が
､
こ
の
主
張
の
背
後
に
は
､
前
記
損
害
賠
償
事
件
大
阪
地
裁
判
決
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
､
補
完
的

･
経
過
的
措
置
は
国
庫
負
担
の

年
金
給
付
な
の
だ
か
ら

｢例
外
｣
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
､
そ
う
し
た
無
拠
出
制
の
社
会
保
障
に
つ
い
て
は
本
国
政
府
が
第

一
義

的
に
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
-
､
そ
れ
ゆ
え
経
過
的
措
置
等
を
と
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
国
に

一
層
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
し
か
る

べ
き
だ
､
と
い
う
認
識
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
社
会
権
規
約
第
九
条
の
母
体
と
な
っ
た
世
界
人
権
宣
言
第
二
二
条
が

明
言
す
る
よ
う
に
'
す
べ
て
の
者
は

｢社
会
の
構
成
員
と
し
て
｣
社
会
保
障
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
し
て
い
る
｡
社
会
保
障
は

｢国
籍
｣

で
は
な
-

｢社
会
連
帯
｣
を
基
盤
に
し
て
い
る
の
で
あ
-
'

一
時
滞
在
者
に
過
ぎ
な
い
外
国
人
で
あ
れ
ば
格
別
､
そ
の
社
会
に
定
着
し
確

固
た
る
生
活
を
営
ん
で
い
る
者
に
つ
い
て
は
当
該
滞
在
国
に
よ
り
社
会
保
障
を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
の

(51
)

が
国
際
人
権
法
の
立
場
で
あ

る

｡

国
民
年
金
制
度
を
設
計

･
改
良
す
る
過
程
に
お
い
て
生
ず
る

｢制
度
の
狭
間
｣
を
克
服
す
る
た
め
に
種
々
の
補
完
的

･
経
過
的
措
置
が

と
ら
れ
る
こ
と
は
､
社
会
を
構
成
し
て
い
る
す
べ
て
の
者
が
社
会
連
帯
の
下
に
社
会
保
障
の
利
益
を
享
受
す
る
趣
旨
を
押
し
広
げ
る
こ
と

で
も
あ
る
｡
も
と
よ
-
､
社
会
保
障
を
受
け
る
権
利
の

｢完
全
な
実
現
｣
は
漸
進
的
に
達
成
さ
れ
る
し
か
な
-
､
そ
の
過
程
で
こ
う
し
た

諸
措
置
が
適
宜
と
ら
れ
る
の
は
半
ば
必
然
の
営
み
と
い
っ
て
よ
い
｡
そ
う
し
た
措
置
を

｢例
外
的
｣
と
名
指
す
こ
と
も
別
段
か
ま
わ
な
い
｡
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し
か
し
､
｢例
外
的
｣
な
措
置
で
あ

っ
て
も
､
す
べ
て
の
者
の
権
利
の
実
現
に
か
か
わ
る
国
の
営
み
で
あ
る
以
上
､
そ
れ
に
よ

っ
て
国
籍

や
国
民
的
出
身
'
人
種
等
を
理
由
と
し
た
差
別
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｡

被
告
国
は
､
整
備
法
制
定
後
も
原
告
ら
に
不
利
益
を
強
い
て
い
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に

｢本
国
政
府
の
第

一
義
的
責
任
｣
を
挙

げ
る
の
だ
が
､
右
で
述
べ
た
と
お
-
､
社
会
保
障
を
受
け
る
権
利
は
社
会
連
帯
の
精
神
に
基
づ
き
､
生
活
基
盤
を
有
す
る
国
に
お
い
て
実

現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡
原
告
ら
の
よ
う
に
厳
然
た
る
構
成
員
と
し
て
日
本
社
会
に
生
活
基
盤
を
築
い
て
き
て
い
る
者
の
社

会
保
障
を
受
け
る
権
利
の
実
現
は
､
在
留
国
で
あ
る
日
本
が
担
う
べ
き
で
あ
-
､
そ
の
義
務
は

｢本
国
政
府
の
第

一
義
的
責
任
｣
と
い
う

語
句
に
解
消
で
き
る
も
の
で
は
な
い
｡
ま
し
て
､
原
告
ら
は
､
朝
鮮
半
島
が
日
本
の
植
民
地
支
配
下
に
あ

っ
た
昭
和
初
期
に
渡
目
し
て
以

来
､

一
九
五
二
年
に
自
ら
の
意
思
に
よ
ら
ず
し
て
日
本
国
籍
を
喪
失
し
て
以
後
も

一
貫
し
て
日
本
で
の
生
活
を
続
け
て
き
て
い
る
｡
｢永

住
帰
国
｣
の
現
実
的
見
込
み
が
あ
る
わ
け
で
も
な
-
､
｢本
国
｣
に
よ
っ
て
生
活
を
擁
護
さ
れ
て
き
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
｡
｢本
国
政
府

の
第

一
義
的
責
任
｣
を
理
由
に
社
会
保
障
法
令
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
は
､
日
本
に
完
全
に
定
着
し
て
い
る
原
告
ら
と
の
関
係
で
は
､

明
ら
か
に
不
合
理
な
こ
と
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

さ
ら
に
言
え
ば
､
別
異
取
扱
い
を
正
当
化
す
る
目
的
は
社
会
権

･
自
由
権
規
約
そ
れ
自
体
に
連
合
的
で
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
と
こ
ろ
､

本
国
政
府
の
第

一
義
的
責
任
と
い
う
論
拠
を
強
調
す
る
こ
と
は
'
社
会
連
帯
と
し
て
の
社
会
保
障
権
と
い
う
社
会
権
規
約
第
九
条
の
理
念

に
抵
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
-
､
規
約
の
下
で
追
求
さ
れ
る
正
当
な
目
的
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
じ
た
い
に
難
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

と
-
わ
け
原
告
ら
の
よ
う
に
在
留
国
に
完
全
に
定
着
し
て
い
る
人
々
と
の
関
係
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
｡

別
異
取
扱
い
を
正
当
化
し
う
る

｢
目
的
｣
そ
れ
自
体
の
立
証
が
こ
の
よ
う
に
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
か
ら
､
採
用
さ
れ
る

｢手
段
｣
と

の
合
理
的
な
均
衡
関
係
を
検
討
す
る
必
要
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
､
し
か
し

一
点
だ
け
付
言
す
れ
ば
､
日
本
と
の
つ
な
が
り
が
日
本

国
民
と
ま

っ
た
-
変
わ
ら
ぬ
原
告
ら
が
､
自
ら
が
コ
ン
ー
ロ
ー
ル
で
き
ぬ
国
籍

･
国
民
的

(民
族
的
)
出
身

･
人
種

･
年
齢
等
の
複
合
化
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事
由
に
よ
-
､
社
会
連
帯
に
基
づ
く
国
民
年
金
制
度
か
ら
長
年
に
わ
た

っ
て
排
除
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
､
そ
れ
自
体
が
合

理
的
均
衡
の
欠
落
を
う
か
が
わ
せ
る
に
十
分
な
事
情
と
言
え
る
｡
原
告
ら
の
よ
う
に
日
本
と
特
別
の
か
つ
濃
密
な
つ
な
が
-
を
有
す
る

人
々
を
国
の
社
会
保
障
制
度

(国
民
年
金
制
度
)
か
ら

1
貰
し
て
排
除
し
続
け
る
措
置

(手
段
)
と
均
衡
し
得
る
目
的
は
そ
れ
だ
け
具
体

的
で
重
大
な
も
の
で
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
'
そ
う
し
た
条
件
を
充
た
す
だ
け
の
事
情
は
本
件
で
は
見
出
し
得
な
い
｡
(そ
も
そ

も
正
当
な
目
的
が
な
い
､
と
言

っ
て
よ
い
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
｡
)

の
み
な
ら
ず
､
権
利
の
制
限
が
よ
-
少
な
く
済
む
手
段
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
､
そ
ち
ら
の
手
段
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
は
比
例
原
則
の
当

然
の
要
請
で
あ
る
が
､
生
活
基
盤
が
唯

一
日
本
に
し
か
な
-
､
し
か
も
日
本
で
の
在
留
が
､
日
本
国
籍
を
喪
失
し
た
時
点
か
ら
起
算
し

て
も
優
に
半
世
紀
を
超
え
､
日
本
社
会

へ
の
定
着
度
に
お
い
て
こ
れ
以
上
な
い
原
告
ら
に
､
今
日
ま
で
有
意
な
救
済
措
置
が
国
に
よ

っ

て
ま

っ
た
く
と
ら
れ
な
い
ま
ま
に
き
て
い
る
こ
と
は
､
よ
-
少
な
い
権
利
制
限
の
手
段
が
追
求
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
強
-
推
認
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
｡

一
件
記
録
か
ら
判
断
す
る
に
､
原
告
ら
に
つ
い
て
は
国
籍
等
を
理
由
に
社
会
保
障

･
法
律
に
よ
る
平
等
の
保
護
を
受
け
る
権
利
の
享
受

が
阻
害
さ
れ
る
効
果
が
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
､
そ
う
し
た
不
利
益
別
異
待
遇
を
正
当
化
し
得
る

｢目
的
｣
を
同
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

-
､
｢手
段
｣

と
の
間
で
合
理
的
な
均
衡
が
あ
る
と
も
と
う
て
い
言
え
な
い
｡
し
た
が

っ
て
こ
の
事
態
は
'
社
会
権
規
約
第
二
条
二
項
お

よ
び
自
由
権
規
約
第
二
六
条
の
禁
止
す
る
差
別
と
み
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
少
な
く
と
も
社
会
権
規
約
お
よ
び
自
由

権
規
約
が
日
本
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
時
点
か
ら
､
原
告
ら
に
つ
い
て
は
､
国
際
人
権
法
上
許
容
さ
れ
ぬ
差
別
が
継
続
し
て
き
た
と
考

え
ら
れ
る
｡
そ
の
違
法
性
は
､
引
き
続
-
国
の
不
作
為
に
よ
-

一
層
強
ま

っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い

(な
お
､
両
規
約
が
日
本
に
つ
い
て

効
力
を
生
ず
る
前
の
段
階
の
法
的
評
価
は
､
本
意
見
書
の
射
程
外
で
あ
る
)｡

も
と
よ
-
､
原
告
ら
の
不
利
益
別
異
取
扱
い
に
つ
き
､
目
的
に
お
い
て
正
当
で
あ
-
手
段
と
合
理
的
な
均
衡
関
係
に
あ
る
こ
と
を
証
明
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す
る
責
任
を
負

っ
て
い
る
の
は
被
告
国
で
あ
る
｡
差
別
の
禁
止
は
､
国
際
人
権
法
上
､
裁
量
に
服
す
る
も
の
で
は
な
-
､
そ
れ
だ
け
に
､

条
約
適
合
性
審
査
を
緩
や
か
な
合
理
性
の
基
準
で
済
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
原
告
ら
の
被

っ
て
い
る
不
利
益
待
遇
を
正
当
化
す
る
被

告
国
の
主
張
は
､
締
約
国
に
課
せ
ら
れ
た

｢重
い
責
任
｣
を
投
射
す
る
厳
格
な
基
準
の
下
で
審
査
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡

神奈川法学第40巻第 1号 2007年(214)

お
わ
り
に

本
件
は
､
本
質
的
に
､
｢差
別
｣
に
係
る
事
案
で
あ
る
｡
対
象
領
域
が
自
由
権
で
あ
ろ
う
と
社
会
権
で
あ
ろ
う
と
､
国
際
法
に
'
差
別

を
許
容
す
る
余
地
は
な
い
｡
社
会
保
障
を
受
け
る
権
利
の

｢完
全
な
実
現
｣
に
向
け
た
歩
み
を
立
法
を
通
じ
て
推
し
進
め
る
こ
と
は
い
ず

れ
の
国
に
お
い
て
も
半
ば
不
可
避
の
選
択
で
あ
-
'
ま
た
そ
の
際
､
ど
の
よ
う
な
立
法
を
行
う
の
か
は
基
本
的
に
各
国
の
主
権
的
判
断
､

つ
ま
-
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
し
か
し
'
い
か
な
る
立
法
が
な
さ
れ
よ
う
と
'
そ
こ
に
差
別
が
あ

っ
て
は

な
ら
な
い
｡
社
会
権
規
約
の
起
草
過
程
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
ま
た
､
社
会
権
規
約
委
員
会
が
明
言
し
自
由
権
規
約
委
員
会
も
認
め

る
よ
う
に
､
差
別
の
禁
止
は
絶
対
的
か
つ
即
時
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
'
裁
量
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
差
別
禁

止
規
範
が
裁
量
の
あ
-
方
を
誘
導
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
差
別
禁
止
の
実
現
に
あ
た

っ
て
は
､
司
法
の
果
た
す
役
割
が
重
要
で
'

不
可
欠
で
す
ら
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
-
で
あ
る
｡

証
明
責
任
の
観
点
か
ら
言
え
ば
､
原
告
ら
の
社
会
保
障
権
享
受
が
法
令
上
､
国
籍
等
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な

以
上
'
こ
れ
を
国
が
正
当
化
で
き
な
け
れ
ば
､
差
別
が
あ
る
と
認
定
し
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
何
度
も
繰
り
返
す
が
､
こ
の
点
で
の
立
証

責
任
は
被
告
国
に
あ
る
｡
そ
し
て
'
条
約
適
合
性
審
査
に
あ
た
-
､
裁
判
所
は
､
広
い
裁
量
を
前
提
に
し
た
緩
や
か
な
合
理
性
の
基
準
を

採
用
す
る
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
｡
目
的
の
正
当
性
､
目
的
と
手
段
と
の
合
理
的
均
衡
性
を
厳
格
に
審
査
す
べ
き
で
あ
る
｡
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本
件
類
似
の
他
の
事
件
を
瞥
見
す
る
に
､
少
な
か
ら
ぬ
裁
判
所
の
判
断
の
中
に
い
-
つ
か
の
共
通
し
た
誤
謬
を
看
取
で
き
る
こ
と
も
指

摘
し
て
お
き
た
い
｡
た
と
え
ば
､
憲
法
解
釈
の
中
に
条
約
の
解
釈
を
溶
解
し
､
緩
や
か
な
違
憲
審
査
基
準
に
よ
っ
て
条
約
適
合
性
審
査
基

準
を
塗
-
変
え
て
し
ま
う
､
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
本
意
見
書
の
冒
頭
で
言
及
し
た
よ
う
に
､
日
本
の
締
結
し
た
条
約
は
国
内
的
効
力

を
有
し
､
国
民
年
金
法
な
ど
法
律
に
優
位
す
る
効
力
順
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
'
憲
法
に
は
劣
位
す
る
｡
こ
の
た
め
憲
法
と
条
約

に
類
似
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
､
憲
法
解
釈
を
も

っ
て
条
約
解
釈
を
す
ま
せ
て
し
ま
え
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
だ
が
'

こ
れ
は
明
ら
か
に
誤

っ
た
理
解
で
あ
る
｡
条
約
は
条
約
と
し
て
国
際
法
の
解
釈
規
則
に
則

っ
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
際
'

条
約
履
行
監
視
機
関
の
法
解
釈
を

｢法
的
拘
束
力
が
な
い
｣
と
い
う
理
由
で
退
け
る
国
際
法
違
反

(条
約
法
条
約
違
反
)
に
あ
た
る
重
大

な
誤
-
を
間
違

っ
て
も
犯
し
て
は
な
ら
な
い
｡

解
釈
と
い
う
営
み
を
通
じ
て
明
確
に
な
っ
た
条
約
が
憲
法
と
同
程
度
の
人
権
保
障
を
提
供
し
て
い
れ
ば
格
別
､
条
約
が
憲
法
よ
-
も
手

厚
い
保
障
を
提
供
す
る
場
合
に
は
､
法
政
策
的
に
は
憲
法
解
釈
を
条
約
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
好
ま
し
い
が
､
そ
れ
が
難
し
け
れ
ば
､
違

憲
で
は
な
い
が
条
約
に
は
違
反
す
る
と
い
う
判
断
が
導
か
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
憲
法
に
違
反
し
な
い
t
と
い
う
理
由
を
も

っ
て
'
条

約
に
も
違
反
し
な
い
､
と
い
う
結
論
を
条
件
反
射
的
に
導
-
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
｡
こ
れ
ま
で
の
類
似
事
件
の
裁
判
例
に
は
､
憲

法
と

｢同
趣
旨
｣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
条
約

(解
釈
)
の
独
自
性
を
希
薄
化
し
た
-
､
あ
る
い
は
放
卸
し
て
し
ま
う
も
の
が
見
受
け
ら

れ
る
が
､
こ
う
し
た
法
的
誤
謬
を
司
法
は
も
う
こ
れ
以
上
繰
-
返
し
て
ほ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

人
権
条
約
は
国
境
を
超
え
る
客
観
的
な
法
秩
序
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
そ
の
解
釈
適
用
に
あ
た
る
裁
判
所
は
､
そ
の

限
-
に
お
い
て
､
国
内
の
裁
判
所
で
あ
-
な
が
ら
同
時
に
国
際
的
な
裁
判
所
と
し
て
の
機
能
を
も
併
せ
持

っ
て
い
る
｡
社
会
権
規
約
第
2

条
二
項
お
よ
び
自
由
権
規
約
第
二
六
条
の
解
釈
適
用
が
最
大
の
争
点
の

一
つ
に
な

っ
て
い
る
本
件
に
お
い
て
は
､
そ
の
こ
と
を
特
に
銘
記

し
て
お
-
べ
き
だ
ろ
う
｡
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(
18
)
藤
原
精
吾

｢裁
判
実
務
に
お
け
る
社
会
権
規
約
｣
国
際
人
権

(国
際
人
権
法
学
会
)
第

1
六
号

(二
〇
〇
五
年
)
八
〇
-
八
六
頁
参
照
｡
も
っ
と
も
､

社
会
権
規
約
に
好
意
的
な
配
慮
が
払
わ
れ
た
裁
判
例
も
あ
る

(東
京
高
判

一
九
九
七

(平
九
)
年
四
月
二
四
日
'
東
京
高
判

一
九
八
三

(昭
五
八
)
年

一

〇
月
二
〇
日
)｡

(
19
)

U
N

Do
c.C
C
P
R
＼
C
＼
D
R
(X
Y
)
J
R
.)2'
50
.
p
ara.)0
.2
.

(
E3
)
社
会
権
規
約
委
員
会
の

一
般
的
意
見
≡
以
外
に
､
学
説
と
し
て
は
､
A
sb
jo
rn
E
id
e
,
"
E
con
om
J'C
,S
o
cjaJ
an
d
C
uJtu
I･aJ
R
).g
h
ts:
A

U
n
iv
ersal

C
h
al
le
n
g
e,"
in
E
con
om
jc.
S
o
cL'aJ
an
d
C
uJtu
raJ
R
L.g
h
tsJ
A

T
ex
tb
ook
(A
sb
jo
rn
E
id
e
一C
a
ta
rin
a
K
ra
u
se
&
A
lla
n
R
o
sas
e
d
s.
199
5)
､
申

悪
手

『人
権
条
約
上
の
国
家
の
義
務
』
(日
本
評
論
社
､

一
九
九
九
年
)
な
ど
｡
国
家
報
告
審
査
に
あ
た
-
､
社
会
権
規
約
委

員
会
は
､
社
会
権
規
約
の

義
務
を
政
治
的
な
責
務
と
同
視
し
､
社
会
権
の
裁
判
規
範
性
を
否
認
す
る
主
張
を

｢支
持
L
が
た
い
｣
と
明
確
に
拒
絶
し
て
い
る

(た
と
え
ば
､
ス
イ
ス

政
府
報
告
審
査
後
の
総
括
所
見
第
三
四
八
パ
ラ
グ
ラ
フ

E
＼
)9
9
9]
22
pa
ra
.3
48)
O
ま
た
委
員
会
は
､
権
利
の
完
全
な
実
現
に
向
け
た
営
み
を
意
図
的
に

後
退
さ
せ
る
措
置

(た
と
え
ば
､
社
会
保
障
水
準
を
劣
化
さ
せ
る
法
律

の
制
定
な
ど
)
が
条
約
違
反
の
推
定
を
受
け
る
と
い
う
認
識
も
表
明
し
て
い
る
｡

こ
の
推
定
を
覆
す
責
任
は
締
約
国
の
側
に
あ
る
｡
さ
ら
に
､
い
か
な
る
事
態
で
あ

っ
て
も
'
権
利
を
権
利
た
ら
し
め
て
い
る
最
小
限
の
中
核
部
分

(mi
n
im
u
m

core
con
te
rtt)
は
固
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
､
そ
の
不
遵
守
も
ま
た
条
約
違
反
の
推
定
を
受
け
る
と
の
見
解
も
明
ら
か
に
し
て
い
る

〓

肢

的
意
見
三
､
第
九
～
l
l
パ
ラ
グ
ラ
フ
)0

(
21
)
社
会
権
規
約
委
員
会
は

l
般
的
意
見

〓

1に
お
い
て
明
示
的
に
こ
の
義
務
の
三
層
性
を
採
用
し
た
｡
も
っ
と
も
委
員
会
は
､

1
股
的
意
見

〓

示

ら

1
四

に
い
た
る
間
に
充
足
義
務
を
さ
ら
に
助
長

(facilit
ate
)
､
提
供

(p
ro
vi
d
e
)
､

促
進

(p
ro
m
o
te
)
に
分
化
し
て
い
る
.

(
22
)
総
括
所
見
第

一
〇
パ
ラ
グ
ラ
フ
｡
日
本
に
対

す
る
社
会
権
規
約
委
員
会
の
総
括
所
見
に
つ
い
て
は
'
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
そ
の
日
本
語
訳

に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
23
)
塩
見
訴
訟
上
告
審
判
決
に
つ
い
て
も
､
社
会
権
規
約
の
裁
判
規
範
性
を

一
律
に
否
認
す
る
不
正
確
な
判
断
と
し
て
国
際
的
に
強
い
批
判
の
対
象
に
な
っ

て
い
る
｡
S
co
tt
L
e
ck
ie
,
LLA
n
o
th
er
S
tep
T
o
w
ard
s
ln
d
iv
isib
ility
‥ld
en
tify
in
g
th
e
K
ey
F
eatu
res
of
V
iolation
s
of
E
co
n
o
m
ic,
S
o
cial
an
d

C
u
ltu
ral
R
igh
ts,"
H
um
an
R
L'g
h
ts
Q
LZar
terJy
.V
o
l120
(199
8
)
.p
.9
2.

(
24
)
た
だ
し
､
第
二
条
三
項
は
発
展
途
上
国
に
お
け
る
外
国
人
へ
の
適
用
制
限
に
つ
い
て
定
め
る
｡
こ
の
条
項
は
､
圧
倒
的
な
権
力
を
も
つ
先
進
工
業
国
の

経
済
エ
リ
ー
ー
か
ら
発
展
途
上
国
の
脆
弱
な
経
済
を
保
護
す
る
た
め
に
挿
入
さ
れ
た
の
だ
が
へ
許
容
さ
れ
る
制
限
は

｢経
済
的
権
利
｣
に
つ
い
て
だ
け
で

あ
-
､
ま
た
､
い
う
ま
で
も
な
-
日
本
の
よ
う
な
先
進
国
に
は
適
用
さ
れ
な
い
｡
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272625

一
般
的
意
見
五
お
よ
び
六
を
参
照
｡

た
と
え
ば
'

一
般
的
意
見

二
二
'
第
三
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
｡

女
性
差
別
撤
廃
条
約
と
人
種
差
別
撤
廃
条
約
に
こ
う
し
た
差
別
の
定
義
が
あ
る
が
､
こ
の
定
義
は

1
股
的
意
見
五

(第

一
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
)
な
ど
を
通
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じ
'
社
会
権
規
約
委
員
会
も
採
用
し
て
い
る
｡
ま
た
'
自
由
権
規
約
委
員
会
も

一
般
的
意
見

一
八

(第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
)
で
'
こ
の
定
義
を
採
用
し
て
い

る

(後
掲
注
35
参
照
)0

(28
)

1
般
的
意
見

二
二
､
第
三

1
パ
ラ
グ
ラ
フ
｡

(29
)
社
会
権
規
約
第
二
条

l
項
の
関
連
箇
所
は
､
正
文
の

l
つ
英
語
で
は
､
all
ap
p
ro
p
riate
m
ean
s,
in
ctu
d
in
g
p
a
rtic
u
larty
th
e
a
d
op
tio
n
o

f

te
gi
slativ
e
m
easu
re
s
と
な
っ
て
い
る
O

(30
)

一
般
的
意
見
三
､
第
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
､

一
般
的
意
見
九
､
第
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
｡

(a
)
高
野
雄

1
｢国
際
人
権

(A
)
規
約
に
お
け
る
人
権
保
障
と
差
別
禁
止
条
項
｣
高
野

『国
際
社
会
と
法
』
(来
信
堂
へ

1
九
九
九
年
)
所
収
'

1
0
1

頁
｡
高
野
博
士
の
こ
の
指
摘
は
､
小
畑
郁

｢第
五
章

社
会
権
享
有
に
つ
い
て
の
差
別
禁
止
｣
薬
師
寺
公
夫
ほ
か

『法
科
大
学
院
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
国
際
人

権
法
』
(日
本
評
論
社
､
二
〇
〇
六
年
)
六
〇
頁
に
再
述
さ
れ
て
い
る
｡

(32
)

注

14
所
掲
｡
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B
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vI
T
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d
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u
n
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2[8
4.p
a
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)2.3
･)2
5.

(A
)
日
本
語
訳
は
､
日
本
弁
護
士
連
合
会

『国
際
人
権
規
約
と
日
本
の
司
法

･
市
民
の
権
利
』
(こ
う
ち
葦
原
'

1
九
九
七
年
)
四
四
〇
頁
｡

(35
こ

た
と
え
ば
､
自
由
権
規
約
委
員
会
の

l
般
的
意
見

1
八
､
第

1
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ラ
グ
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フ
､
A
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o.6
8
3
3
]
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4
.
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e
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.
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0
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(37
)
日
本
語
訳
は
､
日
本
弁
護
士
連
合
会

(注
g
)
四
二
八
～
四
二
九
頁
｡
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た
と
え
ば
､
S
ch
m
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･d
e･jon
g
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T
h
e
N
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h
erJan
d
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u
n
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t
i
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5
J
L9991

(3
)
F
z･a
n
z
N
a
h
JJk
v.
A
us
tZ･ja,
C
om
m
u
n
ication
N
o.60
8J
t995,p
ara.8
.2
.

(S
)
障
害
基
礎
年
金
不
支
給
決
定
取
消
等
請
求
事
件

･
京
都
地
判
二
〇
〇
三

(平

l
五
)
年
八
月
二
六
日
｡
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(41
)
そ
の
多
-
の
事
例
に
つ
い
て
S
ara
h
J
osep
h
.
J
enn
y
S
c
h
ultz
&

M
e
lis
sa
C
astan
,
T
h
e
Zn
tern
a
tJ.on
aJ
C
o
ven
an
t
on
C
JvJ+1
an
d
Po
ll'tL.Ca
l

R
L.gh
tsJC
ase
s.M
a

t･e
Z･JC7JS
a
nd
C
om
m
en
taJly

(2n
d
ed
.2004)
p
p.6
8
6･68
7参
照
｡

(42
)
社
会
権
規
約
の
領
域

に

属
す
る
事
項
を
自
由
権
規
約
委
員
会
は
扱
う

べ
き
で
は
な
い
と
い
う
主
張
を
受
け
た
際
'
自
由
権
規
約
委
員
会
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
｡
｢社
会
権
規
約
第
二
条
の
諸
規
定
は
'
自
由
権
規
約
第
二
六
条
の
完
全
な
適
用
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
｡｣
(
Z
w
a
am

d
e
V
z･)'es
v.
T
h
e

N
etheZ･Jan
d
s,
C
o
m
m
u
n
ica
tion
N
o.)8
2J
t9
84
.pa
ra
.)2
.1
.)

(43
)
損
害
賠
償
請
求
事
件

･
大
阪
地
判
二
〇

〇
五

(平
一

七
)
年

五
月
二
五
日
｡

(鶴
)
こ
の
判
決
は

｢
[自
由
権
]
規
約
が
､
自
由
権
と
い
う
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
こ
と
'
個
人
を
主
体
と
し
て
当
該
権
利
が
保
障
さ
れ
る
と

い
う
規
定
の
仕
方
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
す
と
､
同
規
約
は
裁
判
規
範
性
を
有
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
｣
と
述
べ
る

1
万
で
､
社
会
権
規
約
の
実

体
的
権
利
､
｢特
に
社
会
保
障
を
受
け
る
権
利
自
体
は
国
の
漸
進
的
達
成
義
務
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
直
ち
に
具
体
的
な
権
利
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
｣
が
､
差
別
禁
止
規
定
は
自
由
権
的
側
面
を
有
し
て
い
る
の
で
裁
判
規
範
と
し
て
機
能
し
う
る
と
判
示
す
る
｡
差
別
禁
止
規
定
の
裁
判
規
範
性
を

肯
定
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
き
わ
め
て
妥
当
で
あ
り
､
ま
た
'
そ
の
こ
と
さ
え
確
認
で
き
れ
ば
小
論
の
主
旨
か
ら
い
っ
て
十
分
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
､

し
か
し
､
自
由
権
と
社
会
権
を
戟
然
と
二
分
し
､
自
由
権
の
数
判
規
範
性
を
ほ
ぼ
自
動
的
に
認
め
る

一
方
で
､
社
会
権
に
つ
い
て
は
漸
進
的
実
現
義
務
の

存
在
を
も

っ
て
具
体
的
権
利
性

･
裁
判
規
範
性
を
否
認
す
る
認
識
は
､
現
在
の
国
際
人
権
法
の
理
論
'
国
際
的
な
実
務
水
準
に
照
ら
す
と
受
け
入
れ
が
た

い
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
申
し
添
え
て
お
-
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
立
ち
入
る
用
意
は
な
い
が
'
さ
し
あ
た
っ
て
は
､
小
論
Ⅲ
1
を
参
照
の
こ
と
｡

ま
た
'
こ
の
判
決
で
は

｢
[社
会
権
]
規
約
二
条
二
項
は

『こ
の
規
約
の
締
約
国
は
-
い
か
な
る
差
別
も
な
し
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
を

約
束
す
る
｡』
と
規
定
し
､
こ
れ
は
､
ひ
と
た
び
社
会
保
障
立
法
が
さ
れ
た
場
合
は
､
そ
の
内
容
に
お
い
て
差
別
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
趣
旨
で
あ

る
と
解
さ
れ
る
｣
と
も
述
べ
る
が
､
社
会
権
規
約
第
二
条
二
項
は
社
会
保
障
立
法
が
な
さ
れ
て
は
じ
め
て
発
動
さ
れ
る
規
定
で
は
な
い
｡
社
会
保
障
立
法

と
差
別
禁
止
を
結
び
付
け
る
論
理
は
､
む
し
ろ
自
由
権
規
約
第
二
六
条
の
文
脈
で
安
当
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
｡

(
45
)
こ
の
点
に
つ
き
'
近
藤
敦

｢
(
判
例
紹
介
)
外
国
人
地
方
公
務
員
管
理
職
選
考
試
験
受
験
拒
否
事
件
｣
国
際
人
権
第

一
六
号

(二
〇
〇
五
年
)

二
二
〇

頁
｡

(S
)
｢別
異
取
扱
い
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
申
立
人
で
あ
る
が
'
当
該
別
異
取
扱
い
を
正
当
化
で
き
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
被
告
国
で
あ
る
｣
(C
lare

O
b

ey&
R
ob
in
C
.A
.
W
h
ite.E
LLTOP
e
an
C
on
v
en
tJo
n
on
H
um
a
n
R
J.ght
s

(3
rd
ed
.20
0
2
),p
.35
5
)a

(節
)
注
40所
掲
｡
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注

14
所
掲
｡

M
u
JJez
･a
n
d
E
n
g
e
Jh
a
z･d

v
.N
a
m

b
]'a,
C
om
m
u
nication
N
o.9
1
9
]
2
0
0
0
,
p
a
ra.6
.7
.

自
由
権

規

約
委
員

会

一
般

的
意
見

二

七
､
第

一

四
パ

ラ
グ
ラ

フ
等
参
照
｡

ち
な
み
に
､
社
会
権
規
約
委
員
会
は
､
外
国
人
を

一
括
-
に
す
る
の
で
は
な
く
､
実
態
に
応
じ
て
い
く
つ
か
に
細
分
化
し
､
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
規
約

の
適
用
問
題

･
差
別
の
有
無
を
判
断
し
て
き
て
い
い
る
が
､
締
約
国
に
合
法
に
居
住
す
る

()e
g
alty
re
sid
in
g
)
外
国
人
に
つ
い
て
は
､
国
民
と
ま

っ
た

-
同
じ
よ
う
に
規
約
が
完
全
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る

(た
と
え
ば
､
ス
イ
ス
政
府
報
告
審
査
後
の
統
括
所
見
第
三
四
四
パ
ラ
グ
ラ
フ

(E
＼
)99
9[
2
2.

pa
ra.34
4)
参
照
)
｡
合
法
的
に
居
住
す
る
外
国
人
に
つ
い
て
社
会
保
障
を
受
け
る
権
利
な
ど
社
会
権
の
保
障
を
制
限

･
排
除
す
る
こ
と
は

差

別
と
し

て
禁

止
さ
れ
る
｡
こ
れ
が
､
社
会
権
規
約
委
員
会
の
基
本
認
識
で
あ
る
｡
日
本
の
法
制
に
照
ら
し
て
い
え
ば
､
こ
こ
で
い
う
合
法
的
に
居
住
す

る
外
国
人
の
中
に
永
住
者

･
特
別
永
住
者
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

(220)


	神奈川法学40（1）-185
	神奈川法学40（1）-186
	神奈川法学40（1）-187
	神奈川法学40（1）-188
	神奈川法学40（1）-189
	神奈川法学40（1）-190
	神奈川法学40（1）-191
	神奈川法学40（1）-192
	神奈川法学40（1）-193
	神奈川法学40（1）-194
	神奈川法学40（1）-195
	神奈川法学40（1）-196
	神奈川法学40（1）-197
	神奈川法学40（1）-198
	神奈川法学40（1）-199
	神奈川法学40（1）-200
	神奈川法学40（1）-201
	神奈川法学40（1）-202
	神奈川法学40（1）-203
	神奈川法学40（1）-204
	神奈川法学40（1）-205
	神奈川法学40（1）-206
	神奈川法学40（1）-207
	神奈川法学40（1）-208
	神奈川法学40（1）-209
	神奈川法学40（1）-210
	神奈川法学40（1）-211
	神奈川法学40（1）-212
	神奈川法学40（1）-213
	神奈川法学40（1）-214
	神奈川法学40（1）-215
	神奈川法学40（1）-216
	神奈川法学40（1）-217
	神奈川法学40（1）-218
	神奈川法学40（1）-219
	神奈川法学40（1）-220
	神奈川法学40（1）-221
	神奈川法学40（1）-222
	神奈川法学40（1）-223
	神奈川法学40（1）-224
	神奈川法学40（1）-225
	神奈川法学40（1）-226
	神奈川法学40（1）-227
	神奈川法学40（1）-228
	神奈川法学40（1）-229
	神奈川法学40（1）-230
	神奈川法学40（1）-231
	神奈川法学40（1）-232
	神奈川法学40（1）-233
	神奈川法学40（1）-234
	神奈川法学40（1）-235
	神奈川法学40（1）-236
	神奈川法学40（1）-237
	神奈川法学40（1）-238
	神奈川法学40（1）-239
	神奈川法学40（1）-240
	神奈川法学40（1）-241
	神奈川法学40（1）-242
	神奈川法学40（1）-243
	神奈川法学40（1）-244
	神奈川法学40（1）-245
	神奈川法学40（1）-246
	神奈川法学40（1）-247
	神奈川法学40（1）-248
	神奈川法学40（1）-249
	神奈川法学40（1）-250
	神奈川法学40（1）-251
	神奈川法学40（1）-252
	神奈川法学40（1）-253
	神奈川法学40（1）-254
	神奈川法学40（1）-255
	神奈川法学40（1）-256
	神奈川法学40（1）-257
	神奈川法学40（1）-259
	神奈川法学40（1）-260
	神奈川法学40（1）-261
	神奈川法学40（1）-262
	神奈川法学40（1）-263
	神奈川法学40（1）-264
	神奈川法学40（1）-265
	神奈川法学40（1）-266
	神奈川法学40（1）-267
	神奈川法学40（1）-268
	神奈川法学40（1）-269
	神奈川法学40（1）-270
	神奈川法学40（1）-271
	神奈川法学40（1）-272
	神奈川法学40（1）-273
	神奈川法学40（1）-274
	神奈川法学40（1）-275
	神奈川法学40（1）-276
	神奈川法学40（1）-277
	神奈川法学40（1）-278
	神奈川法学40（1）-279
	神奈川法学40（1）-280
	神奈川法学40（1）-281
	神奈川法学40（1）-282
	神奈川法学40（1）-283
	神奈川法学40（1）-284
	神奈川法学40（1）-285
	神奈川法学40（1）-286
	神奈川法学40（1）-287
	神奈川法学40（1）-288
	神奈川法学40（1）-289
	神奈川法学40（1）-290
	神奈川法学40（1）-291
	神奈川法学40（1）-292
	神奈川法学40（1）-293
	神奈川法学40（1）-294
	神奈川法学40（1）-295
	神奈川法学40（1）-296
	神奈川法学40（1）-297
	神奈川法学40（1）-298
	神奈川法学40（1）-299
	神奈川法学40（1）-300
	神奈川法学40（1）-301
	神奈川法学40（1）-302
	神奈川法学40（1）-303
	神奈川法学40（1）-304
	神奈川法学40（1）-305
	神奈川法学40（1）-306
	神奈川法学40（1）-307
	神奈川法学40（1）-308
	神奈川法学40（1）-309
	神奈川法学40（1）-310
	神奈川法学40（1）-311
	神奈川法学40（1）-312
	神奈川法学40（1）-314
	神奈川法学40（1）-315
	神奈川法学40（1）-316
	神奈川法学40（1）-317
	神奈川法学40（1）-318
	神奈川法学40（1）-319
	神奈川法学40（1）-320
	神奈川法学40（1）-321
	神奈川法学40（1）-322
	神奈川法学40（1）-323
	神奈川法学40（1）-324
	神奈川法学40（1）-325
	神奈川法学40（1）-326
	神奈川法学40（1）-327
	神奈川法学40（1）-328
	神奈川法学40（1）-329
	神奈川法学40（1）-330
	神奈川法学40（1）-331
	神奈川法学40（1）-332
	神奈川法学40（1）-335
	神奈川法学40（1）-336
	神奈川法学40（1）-337
	神奈川法学40（1）-338
	神奈川法学40（1）-339
	神奈川法学40（1）-341
	神奈川法学40（1）-342
	神奈川法学40（1）-343



