
Ｄ
・
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
「
保
障
国
家
と
大
学
自
治
」
へ
の
ノ
ー
ト

―
―
と
く
に
大
学
の
民
主
的
正
当
化
に
つ
い
て
―
―

小

貫

幸

浩

序

筆
者
は
い
く
つ
か
の
拙
論
に
お
い
て
、
現
代
ド
イ
ツ
で
の
大
学
を
め
ぐ
る
学
問
（
研
究
、
教
授
）
の
自
由
、
大
学
自
治
の
組
織
に
つ

い
て
の
学
説
お
よ
び
そ
れ
ら
に
関
す
る
近
年
の
憲
法
裁
判
例
に
つ
い
て
述
べ
る
機
会
を
も

（
１
）

っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
近
年
の
ド
イ
ツ
大
学

の
組
織
改
革
や
大
学
自
治
に
つ
い
て
論
じ
た
拙
稿
を
準
備
し
て
い
た
丁
度
そ
の
時
に
、
い
わ
ゆ
る
「
保
障
国
家
」
―
―
い
わ
ゆ
る
福
祉

国
家
・
給
付
国
家
の
次
な
る
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
―
―
段
階
で
の
、
大
学
に
対
す
る
国
家
の
責
任
（
関
与
の
あ
り
方
）
を
包
括
的

に
検
討
す
る
大
著
に
接
し
た
。
そ
の
折
に
は
読
み
か
け
の
ま
ま
放
置
し
て
お
い
た
の
で
あ
っ
た
。
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
今
、
あ
ら
た
め
て

そ
の
際
に
と
っ
た
ノ
ー
ト
を
読
み
返
し
て
み
て
、
旧
拙
論
で
は
言
及
し
な
か
っ
た
問
題
や
、
拙
論
で
は
取
り
上
げ
て
は
み
た
も
の
の
不

十
分
に
し
か
論
及
し
え
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
補
充
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
以
下
、D

.K
rausnick,

Staat
und
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H
ochschule

im
Gew

ährleistungsstaat,

（
２
）

２０１２

へ
の
読
書
ノ
ー
ト
を
し
た
た
め
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

Ⅰ．

本
稿
が
と
く
に
取
り
上
げ
る
こ
と

と
り
わ
け
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
今
日
の
ド
イ
ツ
の
大
学
で
進
行
す
る
機
構
改
革
・「
経
済
化
」
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
大
学
制

度
へ
の
国
家
の
責
任
履
行
に
つ
い
て
い
か
な
る
方
策
が
憲
法
上
許
容
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
こ
の
大
著
の
目
的
で

あ
る
。（S.３.

）
こ
の
テ
ー
マ
が
、
大
学
及
び
研
究
機
関
と
国
家
と
の
関
係
で
、
及
び
大
学
・
研
究
機
関
内
部
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て

い
く
。
著
者
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
前
者
を
マ
ク
ロ
・
レ
ヴ
ェ
ル
の
関
係
、
後
者
を
ミ
ク
ロ
・
レ
ヴ
ェ
ル
の
関
係
と
呼
ん
で
い
る
。
言
わ

ば
、
前
者
がH

ochschul

（U
niversitäts

）autonom
ie,

後
者
がSelbstverw

altung
der

H
ochschule

に
対
応
す
る
で
あ

（
３
）

ろ
う
。

本
書
は
四
部
か
ら
成
る
が
、
ま
ず
第
一
部
で
は
、
国
家
の
撤
退
が
確
認
し
う
る
の
は
大
学
の
ど�

の�

領
域
で
の
こ
と
な
の
か
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
で
こ
の
大
作
全
体
の
見
通
し
が
与
え
ら
れ
、
保
障
国
家
と
い
う
モ
デ
ル
が
か
か
る
展
開
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味

を
も
ち
う
る
か
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
憲
法
上
、
国
家
が
大
学
に
対
す
る
責
任
を
負
う
の
は
い
か
な
る
理
由
（
根
拠
）
に
よ
る

か
。
と
く
に
基
本
権
論
及
び
民
主
制
論
の
視
角
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
る
の
が
、
続
く
第
二
部
に
お
い
て
で
あ
る
。
第
三
部
で

は
、
大
学
に
対
す
る
国
家
の
責
任
の
あ
り
か
た
に
様
々
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
が
考
察
さ
れ
る
。
以
上
の
三
部
全
体

の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
最
後
に
、
ド
イ
ツ
の
国
家
が
果
た
し
て
、
大
学
制
度
の
現
代
化
（
国
立
大
学
の
場
合
、
そ
れ
は
行
政
改
革
の
一

環
で
も
あ
る
）を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
、基
本
権
及
び
民
主
制
原
理
を
適
切
に
満
た
し
て
い
る
か
否
か
を
論
じ
る
の
が
、第
四
部
で
あ
る
。

尚
、
本
書
全
体
を
通
し
て
方
法
論
的
に
留
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
に
よ
っ
て
と
く
に
三
点
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ⅰ
大
学
関
連
法
（
以
下
、
大
学
法
と
書
い
た
り
、
大
学
関
連
法
と
書
い
た
り
す
る
）
は
基
本
的
に
ラ
ン
ト
法
で
あ
る
の
で
、
本
研
究
で

（
二
）
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は
全�

て�

の�

ラ
ン
ト
の
大
学
法
を
視
野
に
入
れ
た
比
較
考
察
が
行
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
憲
法＝

基
本
法GG

の
レ
ヴ
ェ
ル
だ
け
の
考
察
は
も

と
よ
り
、
特
定
の
ラ
ン
ト
の
大
学
法
だ
け
に
片
寄
っ
た
考
察
で
は
、
大
学
政
策
と
制
度
に
関
す
る
国
家
撤
退
の
限
界
が
有
意
に
画
定
し

え
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
ⅱ
第
二
、
こ
の
研
究
は
あ
く
ま
で
も
憲
法
・
大
学
法
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
書
の
結
論
は
必
ず

し
も
そ
の
他
の
行
政
改
革
一
般
に
ま
で
ス
ト
レ
ー
ト
に
拡
張
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
抑
制
的
態
度
が
採
ら
れ
て
い
る
。
ⅲ

第
三
に
、
こ
の
研
究
で
「
大
学
」
と
言
う
の
は
伝
統
的
な
大
学
の
こ
と
だ
が
、
考
察
結
果
は
国�

の�

全�

て�

の�

大
学
―
―
つ
ま
り
専
門
大
学
、

教
育
大
学
、
音
楽
美
術
大
学
…
…
―
―
に
も
及
ぼ
し
う
る
、
と
し
て
い
る
。（S.４.

）

ノ
ー
ト
を
採
り
な
が
ら
全
体
を
通
読
し
て
の
感
想
で
も
あ
る
が
、
以
上
の
様
に
四
部
に
分
節
さ
れ
る
こ
と
の
筋
立
て
が
明
快
で
あ
る

し
、
方
法
論
的
に
も
慎
重
な
注
意
が
払
わ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
思
う
。
恐
ら
く
、
こ
の
分
野
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
今
後
、
参
照
さ

れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
私
立
大
学
へ
の
論
究
も
勿
論
と
し
て
、
大
学
が
コ
ミ
ュ
ー
ン
自
治
（
こ
れ
は
地�

域�

自
治
と
呼
ば
れ
る
）、
機�

能�

自
治
と
し
て
の
放�

送�

自
治
及
び
学�

校�

自
治
な
ど
と
の
比
較
で
論
述
さ
れ
る
部
分
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
こ
の
研
究
が
多
彩
で
鮮
か
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
研
究
は
何
分
に
も
大
作
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
手
際
よ
く
紹
介
す
る
と
い
う
だ
け
で
も
筆
者
に
は
相
当
に
重
い
宿
題
で
あ
る
。
そ

こ
で
本
稿
は
、
上
述
し
た
様
に
旧
拙
論
で
取
り
挙
げ
た
こ
と
―
―
逆
に
取
り
挙
げ
な
か
っ
た
こ
と
―
―
を
補
充
し
、
あ
る
い
は
穴
埋
め

す
る
と
い
う
視
点
か
ら
の
読
書
ノ
ー
ト
に
な
ろ
う
と
思
う
。
ま
た
、
本
書
の
第
三
部
と
し
て
、
ド
イ
ツ
憲
法
、
大
学
法
へ
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
法
の
影
響
が
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
小
稿
で
は
こ
の
テ
ー
マ
に
は
原
則
と
し
て
言
及
し
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
は
複
雑

で
あ
る
し
、
現
在
の
筆
者
に
は
、
こ
の
問
題
に
四
つ
身
で
わ
た
り
合
う
余
裕
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
旧
拙
論
で
も
折
り
に
触
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
・
プ
ロ
セ
ス
の

（
４
）

影
響
に
つ
い
て
だ
け
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
、

ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
と
と
も
に
少
し
く
補
完
し
て
お
き
た
い
。
今
日
で
は
様
々
の
方
向
か
ら
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
・
プ
ロ
セ
ス
へ
の
批
判
が
聞
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こ
え
て
く
る
。
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
と
し
て
学
生
の
大
学
修
了
の
足
並
み
を
揃
え
よ
う
と
し
て
、
そ
の
こ
と
が
修
学
期
間
を
無

理
に
短
縮
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
大
学
で
の
教
育
の
質
を
低
下
さ
せ
て
、
そ
の
学
問
的
性
格
を
歪
め
て
い
る
、

と
い
う
批
判
で
あ
る
。
こ
の
種
の
批
判
に
対
し
て
は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
宣
言
及
び
そ
れ
に
続
く
各
声
明
を
読
む
な
ら
ば
、
大
学
自
治
及
び

国
の
責
任
が
適
切
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
種
の
批
判
は
一
方
的
た
る
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
、
と
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は

述
べ
て
い
る
。（S.２９４f.

）
む
し
ろ
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
・
プ
ロ
セ
ス
の
実
施
環
境
こ
そ
が
問
題
視
さ
れ
て
よ
い
と
し
て
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス

自
体
に
は
、
市
場
志
向
の
大
学
教
育
を
絶
対
視
す
る
態
度
は
な
い
は
ず
だ
、
と
弁
護
す
る
わ
け
で
あ
る
。
無
論
、
修
学
期
間
が
短
縮
さ

れ
る
と
な
れ
ば
、
大
学
教
育
の
学
問
性
の
低
下
が
危
惧
さ
れ
る
が
、「
学
問
」
を
志
す
者
の
た
め
に
修
学
期
間
の
特
化
・
分
節
化
・
集

中
化
は
許
容
さ
れ
う
る
大
学
政
策
で
あ
る
。
つ
ま
り「
学
問
的
」修
学
は
、
第
二
修
学
期＝

マ
ス
タ
ー
・
コ
ー
ス
、
さ
ら
に
ド
ク
タ
ー
・

コ
ー
ス
で
与
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
、
総
体
と
し
て
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
・
プ
ロ
セ
ス
を
支
持
す
る
の
で
あ
る
。
尚
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
宣
言
の
法

的
性
格
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ

（
５
）

る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
各
国
を
一
律
に
義
務
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
各
国
に
裁
量
を
認
め
て
い
る
、

と
言
う
の
で
あ
る
。

以
下
の
小
稿
で
は
、
こ
の
大
作
の
第
一
部
に
当
た
る
部
分
に
つ
い
て
も
簡
単
に
紹
介
・
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。
そ
う
す
る
と
、
小

稿
で
の
焦
点
と
し
て
は
、
こ
の
研
究
の
第
二
部
及
び
第
四
部
に
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
、
ド
イ

ツ
学
説
・
憲
法
裁
判
例
に
お
い
て
、
大
学
を
め
ぐ
る
民
主
的
正
当
化
論
が
い
か
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
以
下
、
と
く
に
Ⅳ
及
び
Ⅴ
で
）

（
四
）
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Ⅱ．

「
保
障
国
家
」
に
お
け
る
大
学

現
代
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
は
、
異
論
も
あ
る
も
の
の
、「
保
障
国
家
」
と
い
う
概
念
が
立
て
ら
れ
て

（
６
）

い
る
。
た
だ
、
ク
ラ
ウ
ス

ニ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
保
障
国
家
も
他
の
国
家
像
―
―
例
え
ば
自
由
主
義
的
法
治
国
家
、
給
付
国
家
、
規
制
緩
和
国
家
な
ど
―
―
と�

同�

様�

に�

国
家
実
務
・
行
政
実
務
に
理
論
的
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
独
占
的
地
位
を
占
め
る
わ
け
で
は
な
い
。（S.５.

）
つ
ま
り

国
家
は
幾
つ
も
の
国
家
像
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
、
そ
の
現
実
が
逆
に
、
新
た
に
ま
た
別
の
国
家
像
を
可
能
と
す
る
。

自
由
主
義
的
法
治
国
家
に
つ
づ
く
存
在
配
慮
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
は
、
Ｅ
・
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
で
あ
っ
た
。
既
に
一
九
五
〇
・
六

〇
年
代
に
は
存
在
配
慮
概
念
に
は
様
々
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
た
が
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
、
そ
れ
は
今
日
尚
も
大
学
と
国
家
と
の

関
係
に
つ
い
て
貴
重
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
だ
と
言
う
。（S.１４f.

）
実
際
、
存
在
配
慮
と
い
う
の
は
不
分
明
で
は
あ
る

が
、
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
は
「
文
化
」
的
給
付
―
―
学
問
・
研
究
・
教
授
も
―
―
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
フ
ォ
ル

ス
ト
ホ
フ
の
場
合
、
存
在
配
慮
を
担
う
主
体
に
つ
い
て
も
不
分
明
で
あ
っ
た
が
（S.１２

）、
国
家
へ
の
信
頼
、
逆
に
私
的
経
済
の
担
い

手
へ
の
懐
疑
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。（S.１６.
）
け
れ
ど
も
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
研
究
・
教
授
の
制
度
化
の
た
め

に
存
在
配
慮
の
一
部
を
私
的
施
設
に
委
ね
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
り
、
但
し
、
最
終
的
に
は
国
家
が
保
障
す
べ
き
な
の
だ
、
と
主

張
す
る
。
つ
ま
り
、
大
学
を
完
全
に
民
営
化
・
私
立
化
し
た
り
、
学
問
の
場
と
機
会
を
国
か
ら
独
立
の
私
経
済
に
完
全
に
委
ね
て
し
ま

う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
は
、「
存
在
配
慮
国
家
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
結
論
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
学
へ
の
国
家
の
関
与
を
是
認
し
た
の
が
、
一
九
七
〇
年
代
の
憲
法
裁
判
例
で
あ
っ
た
。（E３３,３０３,E３５,７９

）
大
学
制
度
の
一
般

原
則
を
定
め
る
連
邦
の
大
綱
立
法
権
限
（７５

―１①
N
r.１a

GG

）
が
初
め
て
行
使
さ
れ
て
制
定
さ
れ
た
の
が
連
邦
大
学
大
綱
法H

RG

で

あ
っ
た
。
こ
の
連
邦
の
立
法
権
限
は
、
二
〇
〇
六
年
連
邦
制
改
革
で
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
脈
で
は
、
一
九
八
二
年
成
立
の
コ
ー
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ル
政
権
が
大
き
な
転
換
点
で
あ
る
。
財
界
か
ら
政
界
へ
の
圧
力
が
強
ま
り
、
大
学
と
い
う
場
で
の
「
競
争
」
思
考
が
強
調
さ
れ
て
く
る
。

九
〇
年
代
に
は
大
学
に
つ
い
て
も
規
制
緩
和
が
説
か
れ
、
続
い
て
「
保
障
国
家
」
の
下
で
大
学
と
国
家
と
の
関
係
が
改
め
て
問
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、「
学
問
」
―
―
大
学
に
限
定
さ
れ
な
い
―
―
へ
の
責
任
は
、
国
の
制
度
・
施
設
と
私
的
制
度
と
で
分

担
さ
れ
る
。「
研
究
・
教
授
」
に
つ
い
て
も
、
国
立
大
学
と
私
立
大
学
と
で
分
担
さ
れ
る
。
私
立
大
学
へ
の
国
の
関
係
も
、
国
の
負
う

責
任
が
「
履
行
責
任
」
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
保
障
責
任
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
前
提
問
題
次
第
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
は
い
ず

れ
に
せ
よ
、
国
立
大
学
な
し
に
は
、
学
問
制
度
は
憲
法
上
、
構
想
し
え
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.２７.

）
つ
ま
り
、
大
学
を
全
て
私

ア
ウ
フ
フ
ァ
ン
ク

立
大
学
に
し
て
、
危
機
的
緊
急
的
に
の
み
国
が
関
与
す
る
―
―
こ
の
よ
う
な
責
任
の
あ
り
か
た
が
「
受
け
止
め
責
任
」
と
表
現
さ
れ
る

―
―
と
い
う
し
く
み
は
、
ド
イ
ツ
憲
法
と
し
て
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
勿
論
、
今
日
の
ド
イ
ツ
で
は
、
私
立
大
学
の

数
と
意
義
は
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
筆
者
の
旧
拙
論
群
で
は
言
及
し
な
か
っ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ク
ラ
ウ
ス

ニ
ッ
ク
と
と
も
に
改
め
て
後
述
し
た
い
。（
Ⅵ
で
。）

さ
て
、
保
障
国
家
の
下
で
憲
法
解
釈
は
い
か
な
る
挑
戦
を
受
け
て
い
る
の
か
？
ⅰ
ま
ず
基
本
権
と
の
関
係
で
は
、
国
家
と
私
人
と
の

関
係
が
複
雑
と
な
り
、
両
者
間
に
は
「
協
働
」
関
係
も
見
ら
れ
る
。
市
民
（
社
会
）
と
国
家
と
の
二
項
関
係
を
前
提
と
す
る
伝
統
的
な

基
本
権
解
釈
の
枠
組
で
は
対
処
し
切
れ
な
い
。
ま
た
、
従
前
は
公
的
・
国
家
的
任
務
で
あ
っ
た
も
の
を
私
人
・
民
間
が
担
う
と
な
る
と
、

私
人
・
民
間
に
よ
る
基
本
権
侵
害
も
発
生
し
う
る
だ
ろ
う
。
私
立
大
学
自
体
が
基
本
権
の
享
有
主
体
（１９

―３
GG

）
で
あ
り
、
問
題
は

複
雑
で
あ
る
。「
認
証
・
評
価
」
機
関
も
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
民
営
移
管
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
同
様
の
問
題
が
こ
こ
に
も
あ
る
。

ⅱ
次
に
、
保
障
国
家
の
下
で
、
民
主
制
原
理
、
と
り
わ
け
民
主
的
正
当
化
の
要
請
は
い
か
な
る
影
響
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
？
国
と
民
間
・
私
人
と
の
「
協
働
」
か
ら
生
ま
れ
る
新
し
い
形
の
決
定
主
体
の
行
動
に
は
、
ど
の
程
度
の
民
主
的
正
当
化
が
必
要
と

（
六
）
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さ
れ
る
の
か
？
も
し
、
そ
こ
に
民
主
的
正
当
化
の
欠
如
が
あ
り
う
る
と
し
て
、
そ
れ
は
補
塡
し
う
る
か
ど
う
か
？
（S.４１

）
こ
の
点

も
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
論
述
と
と
も
に
後
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。（
↓
Ⅴ
）

Ⅲ．

大
学
に
関
す
る
国
家
の
責
任
の
根
拠
―
―
ま
た
は
国
家
撤
退
の
限
界
に
つ
い
て
―
―

従
来
、
ボ
ン
基
本
法
の
下
で
、
そ
の
五
条
三
項
の
客
観
的
意
味
及
び
「
文
化
国
家
」
伝
統
か
ら
、
学
問
の
制
度
的
イ
ン
フ
ラ
と
し
て

の
大
学
を
設
置
し
維
持
す
る
義
務
を
負
う
の
は
、
第
一
次
的
に
は
国
家
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
き
た
。
だ
が
、
大
学
の
外
部
な
る
民

間
・
企
業
研
究
の
伸
長
に
よ
っ
て
、
か
よ
う
な
見
解
が
動
揺
し
た
。
さ
ら
に
近
年
の
「
保
障
国
家
」
論
の
下
、
国
が
ま
す
ま
す
大
学
に

つ
い
て
の
責
任
か
ら
手
を
引
き
つ
つ
あ
る
。（S.８４.

）
か
か
る
国
家
の
撤
退
に
は
、
憲
法
上
の
限
界
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
こ
の
領

域
で
国
が
負
う
べ
き
責
任
は
「
履
行
責
任
」
で
あ
ろ
う
か
？
そ
れ
と
も
「
保
障
責
任
」、
あ
る
い
は
「
受
け
止
め
責
任
」
で
あ
ろ
う
か
？

ミ
ク
ロ
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
、
マ
ク
ロ
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
問
わ
れ
る
の
で

（
７
）

あ
る
。

⑴
ま
ず
、
基
本
権
に
よ
る
限
界
設
定
を
め
ぐ
っ
て
―
―
。
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
も
言
う
通
り
、
少
な
く
と
もGG

レ
ヴ
ェ
ル
で
は
大
学

が
国
家
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
る
べ
き
か
は
―
―
二
〇
〇
六
年
の
連
邦
制
改
革
を
経
た
今
で
も
―
―
不
分
明
で
あ
る
。（S.８７.

）
こ
れ
に

対
し
て
、「
学
問
的
」
大
学
の
国
家
独
占
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
読
め
る
の
が
バ
イ
エ
ル
ン
、
ブ
レ
ー
メ
ン
、
ヘ
ッ
セ
ン
各
憲
法
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
教
会
立
大
学
の
規
定
で
あ
る
か
（
バ
イ
エ
ル
ン
、
ヘ
ッ
セ
ン
の
場
合
）、
ま
た
は
「
大
学
は
『
原
則
と
し
て
』

国
立
と
す
る
」（
ブ
レ
ー
メ
ン
の
場
合
）
と
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
大
学
の
国
家
独
占
を
肯
定
し
て
い
る
と
は
読
め
な
い
。
尚
、
現
行

基
本
法
七
条
（
学
校
教
育
の
規
定
）
に
関
す
る
審
議
の
な
か
で
私
立
大
学
設
立
の
自
由
に
つ
い
て
の
提
案
も
あ
っ
た
が
、
採
決
に
至
ら

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
放
送
に
つ
い
て
は
そ
の
公
的

（
８
）

側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
と
の
比
較
で
言
え
ば
、
連
邦
憲
法
裁
は
か
ね
て
よ

り
、
学
問
の
自
由
に
つ
い
て
は
そ
の
個
人
主
義
的
側
面
こ
そ
が
第
一
次
的
で
あ
り
、
そ
れ
と
並
ん
で
客
観
的
次
元
と
い
う
も
の
が
あ
る

と
し
て
き
た
。
私
立
大
学
設
立
の
権
利
（
自
由
）
は
疑
問
視
さ
れ
て
は
い
な
い
。
か
よ
う
に
、
公
（
法
）
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
放
送

に
つ
い
て
民
間
・
私
立
放
送
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
―
―
二
元
的
放
送
制
度
―
―
、
ま
し
て
や
一
層
、
大
学
の
国
家
独
占
は
法
的
に
は

認
め
ら
れ
な
い
は
ず
だ
、
と
言
う
の
が
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
見
解
で
あ
る
。（S.８８.

）

大
学
に
関
す
る
責
任
に
つ
い
て
、
国
に
は
ど
こ
ま
で
の
分
担
が
課
さ
れ
て
い
る
か
？
マ
ク
ロ
・
ミ
ク
ロ
双
方
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
国
は

「
受
け
止
め
」
責
任
か
ら
「
保
障
」
責
任
ま
で
、
さ
ら
に
個
々
の
場
合
に
は
「
履
行
」
責
任
を
も
負
う
。
こ
の
点
の
第
一
の
手
が
か
り

を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
基
本
法
五
条
三
項
一
文
（
芸
術
、
学
問
、
研
究
・
教
授
の
自
由
）
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は

学
説
・
判
例
法
理
に
即
し
て
基
本
法
五
条
三
項
一
文
に
つ
き
①
防
御
権
と
し
て
の
側
面
、
②
そ
の
客
観
法
的
内
容
―
―
国
の
基
本
権
保

護
義
務
も
含
む
―
―
、
③
組
織
・
手
続
的
側
面
に
分
節
化
し
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

①
防
御
権
と
し
て
の
学
問
、
研
究
・
教
授
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
次
の
点
が
確
認
さ
れ
る
。
学
問
の
目
指
す
理
念
た
る
真
理
に
つ
い

て
は
、
学
問
に
固
有
の
法
則
性
に
則
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
て
、
広�

く�

解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で

（
９
）

あ
る
。（S.

９３.

）
さ
ら
に
、
学
問
に
は
―
―
理
念
と
し
て
の
真
理
と
い
う
も
の
の
他
に
―
―
自�

発�

性�

と
直�

観�

と
が
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
て
い
る

の
で
、
国
家
に
よ
る
規
範
化
に
尽
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
研
究
対
象
、
研
究
及
び
教
授
の
方
法
の
決
定
は
、
学
者
自
身

な
い
し
「
学
問
共
同
体
」scientific

com
m
unity

に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
う
る
。
国
家
に
は
、
こ
の
点
の
決
定
権
が
与
え
ら
れ
て
は

い
な
い
。（S.９４ff.

）
こ
の
趣
旨
が
、
国
と
大
学
と
の
関
係
で
の
、
つ
ま
り
マ
ク
ロ
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
「
大
学
自
治
」
に
他
な
ら
な
い
。

大
学
の
内
部
関
係
と
し
て
は
、
つ
ま
り
ミ
ク
ロ
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
個
々
の
教
員
の
自
由
を
優
位
さ
せ
る
趣
旨
で
、
つ
ま
り
大
学
は

教
員
の
基
本
権
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
お
り
、
個
々
の
教
員
が
自
ら
の
学
問
の
自
由
を
大
学
に
対
し
て
も
主
張
し
う
る
の
で
な
く
て
は

（
八
）
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な
ら
な
い
。（S.９８.

）

以
上
の
様
に
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
大
学
自
治
が
基
本
法
五
条
三
項
一
文
で
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
そ
れ
は
い

ず
れ
に
し
て
も
個
人
の
基
本
権
に
対
し
て
は
付
属
的
な
も
の
だ
、
と
し
て
い
る
。
大
学
自
治
と
い
う
制
度
化
モ
デ
ル
が
基
本
権
的
に
保

障
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
学
問
の
自
由
の
客
観
法
的
内
容
の
問
題
と
し
て
究
明
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.１０１.

）

②
客
観
法
的
内
容
と
し
て
、
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
価
値
決
定
的
原
理
」
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
主
要
裁
判

例
―
―E３５,７９,E１１１,３３３,E１２７,８７

な
ど
―
―
で
は
、
こ
の
「
価
値
決
定
的
原
理
」
が
客
観
法
的
内
容
の
他
の
要
素
（
例
え
ば
保

護
義
務
、
制
度
的
保
障
）
と
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
か
が
不
分
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
、
こ
の
点
が
こ
れ
ま
で
の
有

名
な
裁
判
例
の
致
命
的
欠
点
だ
、
と
す
る
の
で
あ
る
。（S.１０２.

）

勿
論
、
近
年
の
裁
判
例
の
展
開
に
お

（
１０
）

い
て
、
自
由
な
学
問
活
動
に
対
す
る
「
構
造
的
危
険
」
の
法
理
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
ま
た
大
学
の
し
く
み
の
「
全
体
的
枠
組
」
か
ら
判
断
さ
れ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
例
の
流
れ
は
、
客
観
法
の
内
容

と
し
て
、「
組
織
・
手
続
に
よ
る
」基
本
権
保
護
と
い
う
意
味
で
の
大
学
立
法
に
関
す
る
諸
基
準
が
獲
得
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ

た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
の
「
ザ
・
大
学
法
判
決
」（E３５,７９

）
で
も
、
大
学
立
法
形
成
の
限
界
に
つ
い
て
も
、
ま

た
「
組
織
基
本
権
」
と
し
て
の
学
問
の
自
由
の
輪
郭
に
つ
い
て
も
不
分
明
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
た
。
そ
れ
に
続
く
近
年
の
大
学
裁
判
例

で
も
、
状
況
は
変
わ
ら
な
い
、
と
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
評
し
て
い
る
。「
構
造
的
危
険
」
と
は
言
う
も
の
の
、「
構
造
的
」
と
い
う
こ
と

の
意
味
が
不
分
明
の
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
効
果
的
に
立
法
裁
量
を
統
制
し
え
な
い
と
い
う
批
判
に
与
す
る
の
で
あ
る
。（S.１０９

f.

）
審
査
基
準
が
不
分
明
の
ま
ま
で
は
、
学
問
の
自
由
の
第
一
次
的
側
面
で
あ
る
個
人
権
も
危
険
に
さ
ら
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
右
の
一
連
の
裁
判
例
で
は
、
大
学
自
治
に
基
本
権
的
保
障
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
「
価
値
決
定
的
原
理
」
と
し
て
の
学

問
の
自
由
と
い
う
側
面
も
弱
い
ま
ま
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
大
学
自
治
が
ボ
ン
基
本
法
の
学
問
の
自
由
の
保
護
領
域
か
ら
除
外
さ
れ
、
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上
述
の
様
に
、
こ
の
基
本
権
の
個
人
権
的
側
面
も
脆
弱
だ
と
す
れ
ば
、
大
学
法
の
立
法
者
に
は
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に

な
ろ
う
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
次
の
如
き
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
指
摘
で
あ
る
―
―
。
学
問
の
自
由
は
「
留
保
な
し
の
基
本
権
」
で

あ
り
、
そ
れ
が
制
約
さ
れ
う
る
の
は
、
対
抗
す
る
他
の
憲
法
法
益
を
理
由
と
す
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
大
学
自
治
が
基
本

法
の
学
問
の
自
由
条
項
に
よ
っ
て
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
な
い
と
す
る
と
―
―
こ
れ
が
裁
判
例
及
び
今
日
の
通
説
で
あ
る
―
―
、
そ
こ
に
は
一

種
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
現
在
進
行
形
の
大
学
「
改
革
」
立
法
は
、
基
本
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と
は
断
定
し

え
な
い
大
学
自
治
の
強
化
を
口
実
と
し
て
、
留
保
な
し
に
保
障
さ
れ
て
い
る
学
問
の
自
由
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
り
う
る
、
と
い
う
パ

ラ
ド
ク
ス
な
の
で
あ
る
。（S.１１０.

）

近
年
の
裁
判
例
で
は
大
学
組
織
の
「
全
体
的
枠
組
」
が
や
や
も
す
る
と
誇
張
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
で
学
問
の
自
由
の
「
組
織
法

的
内
容
（

（
１１
）

次
元
）」
が
軽
視
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
批
判
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
該
大
学
法
の
個
々

の
規
定
に
即
し
て
権
限
の
重
心
移
動
を
指
摘
し
て
基
本
権
侵
害
を
論
証
す
る
よ
り
も
、
そ
の
大
学
法
全
体
に
つ
い
て
基
本
権
侵
害
を
論

証
す
る
こ
と
の
方
が
よ
り
困
難
な
は
ず
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
少
し
ま
と
め
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
の
大
学
法
判
例
は
、
必
ず
し
も
大
学
立

法
に
対
す
る
学
問
自
由
条
項
の
基
準
性
を
し
っ
か
り
と
把
え
て
い
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。
大
学
に
つ
い
て
の
責
任
配
分
を
考
え
る
に

当
た
り
、
連
邦
憲
法
裁
で
の
展
開
と
は
異
な
る
別
の
基
本
権
解
釈
が
、
よ
り
適
切
で
な
い
の
か
。
ア
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
に
な
り
う
る
学

問
の
自
由
と
大
学
自
治
の
解
釈
を
模
索
し
た
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.１１２.

）

③
そ
こ
で
次
の
問
題
は
、
そ
の
ア
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
何
が
考
え
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
く
つ
か
の
候
補
が
、

言
及
さ
れ
て
い

（
１２
）

る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
ⅰ
保
護
義
務
論
、
ⅱ
基
本
権
―
―
こ
こ
で
は
学
問
・
研
究
・
教
授
の
自
由
―
―
の
「
組
織
・

手
続
的
側
面
」
の
二
つ
に
し
ぼ
っ
て
取
り
挙
げ
て
お
く
。

ⅰ
結
論
的
に
は
、
大
学
を
め
ぐ
る
責
任
配
分
を
考
え
る
に
際
し
て
基
本
権
保
護
義
務
論
は
有
力
な
選
択
肢
と
は
な
ら
な
い
、
と
言
う

（
一
〇
）
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の
が
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
見
解
で
あ
る
。（S.１３１ff.

）
基
本
権
保
護
義
務
に
は
基
本
権
抵
触
と
い
う
ま
た
別
の
問
題
が
つ
き
ま
と
う
の

で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
過
剰
禁
止
と
過
少
禁
止
と
の
間
に
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
は
あ
れ
、
立
法
者
に
は
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
、
そ
の
主
た
る
理
由
の
よ
う
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
立
法
者
に
よ
る
保
護
義
務
の
履
行
は
「
妥
当
」
な
も
の
と
措
定
さ
れ
る
。
勿

論
、
過
少
禁
止
命
令
に
明
白
に
反
す
る
立
法
は
無
効
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
様
な
場
合
は
例
外
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
明
証
性

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
。）
基
本
法
一
九
条
二
項
の
「
本
質
内
容
保
障
」
に
よ
っ
て
立
法
権
を
限
界
づ
け
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
「
本
質
内
容
」

が
分
明
に
さ
れ
な
け
れ
ば
、
や
は
り
実
効
的
な
限
界
づ
け
と
は
な
り
え
な
い
。（S.１３４.

）

右
の
よ
う
に
、
大
学
立
法
者
の
責
任
配
分
問
題
に
関
し
て
、
基
本
法
五
条
三
項
一
文
か
ら
の
保
護
義
務
論
に
つ
い
て
は
―
―
前
述
の

「
価
値
決
定
的
原
理
規
範
」
論
に
対
す
る
と
同
様
に
―
―
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
基
本
的
に
懐
疑
的
で
は
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
一
方
で
保

護
義
務
論
に
は
、
個
別
事
案
で
の
よ
り
柔
軟
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
点
で
、
制
度
的
保
障
論
よ
り
は
利
点
も
あ
る
、
と
や
や
微
妙
な
指

摘
も
し
て
い
る
。（S.１３５.

）
制
度
的
保
障
と
し
て
「
何
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
、
そ
も
そ
も
の
定
義
問
題
も
回
避
で
き
る
、

と
も
言
う
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
奉
仕
的
自
由
」
論
と
の
対
比
で
は
、
こ
の
見
解
で
は
個
々
の
基
本
権
担
い
手
（
大
学
、
報
道
機
関
な

ど
）
自
体
が
義
務
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
保
護
義
務
の
論
理
で
は
、
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
は
専
ら
国
で
あ
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
保
護
義
務
論
に
は
基
本
権
の
個
人
的
性
格
が
残
っ
て
い
る
点
に
も
、
利
点
と
言
え
ば
利
点
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

尚
、
大
学
・
大
学
自
治
の
「
制
度
的
保
障
」
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
ラ
ン
ト
憲
法
と
の
関
係
で
少
し
く
論
及
し
た
い
。

ⅱ
学
問
の
自
由
の
組
織
・
手
続
的
側
面
に
つ
い
て
―
―
。
こ
の
論
脈
で
も
、
学
問
の
自
由
が
ま
ず
は
個
々
の
学
者
の
―
―
国
及
び
大

学
及
び
そ
の
指
導
部
等
に
対
す
る
―
―
防
御
権
で
あ
る
こ
と
が
出
発
点
で
あ
る
。
同
旨
は
、
本
書
で
く
り
返
し
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（S.８９ff.,S.４９０.

）
大
学
指
導
部
も
個
々
の
教
員
の
同
意
な
し
に
学
問
（
研
究
、
教
授
）
の
自
由
を
侵
害
し
え
ず
、
侵
害
は
正
当
化

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
国
と
同
じ
で
あ
る
。
自
由
な
学
問
の
営
み
を
不
可
能
と
す
る
よ
う
な
大
学
制
度
の
形
成
に
対
し
て
は
、
こ
の
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防
御
権
機
能
（
次
元
、
側
面
）
で
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
近
年
の
憲
法
裁
判
例
の
言
う
「
学
問
に
適
合
的
な
」
大
学
制

度
の
形
成
を
国
に
義
務
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
連
邦
憲
法
裁
は
こ
の
義
務
を
価
値
決
定
的

原
理
規
範
に
よ
っ
て
―
―
制
度
的
保
障
論
と
い
う
よ
り
は
―
―
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
き
た
。
だ
が
、
こ
の
義
務
、
お
よ
び
こ
れ
が
主

観
化
（
再
主
観
化
）
さ
れ
た
場
合
の
請
求
権
が
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
に
お
い
て
い
か
な
る
地
位
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
義
務
・
請
求

権
が
ど
こ
ま
で
の
射
呈
を
も
つ
の
か
は
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
か
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
大
学
法
決
定
（E１１１,３３３

）
及
び

ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
法
決
定
（E１２７,８７

）
に
つ
い
て
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
ま
な
ざ
し
は
か
よ
う
に
厳
し
い
。

こ
う
し
て
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
、
大
学
に
関
す
る
国
の
責
任
に
つ
い
て
は
基
本
法
五
条
三
項
一
文
か
ら
の「
組
織
的
・
手
続
的
保
障
」

こ
そ
が
最
有
力
の
法
的
重
し
と
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.１４０ff.

）
自
由
に
学
問
が
営
ま
れ
る
の
に
は
、
国
家
だ
け
が
創
設
し
う
る

組
織
的
手
続
的
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
が
欠
如
す
る
と
、
学
問
の
自
由
の
防
御
権
的
側
面
さ
え
も
が
空
洞
化
す
る
。
か

よ
う
に
、
学
問
の
自
由
の
基
本
権
行
使
は
「
構
造
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。」

従
来
の
憲
法
裁
判
例
や
学
説
（
例
え
ば
Ｈ
・
Ｈ
・
ト
ゥ
ル

（
１３
）

ー
テ
）
が
示
唆
し
て
い
た
方
向
で
あ
り
、
基
本
権
と
し
て
守
ら
れ
た
生
活

領
域
に
つ
い
て
、
組
織
的
形
成
の
点
か
ら
、
ま
た
法
治
国
家
的
手
続
の
点
か
ら
国
家
に
義
務
を
課
す
の
で
あ
る
。
国
家
に
は
、
あ
り
う

る
基
本
権
侵
害
の
前
の
段
階
で
、
法
律
に
よ
っ
て
そ
れ
を
然
る
べ
く
抑
え
る
義
務
が
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
三
者

に
よ
る
侵
害
と
の
関
係
で
の
み
作
用
す
る
基
本
権
保
護
義
務
と
は
区
別
さ
れ
る
。（S.１４３.

）「
組
織
的
・
手
続
的
」
保
障
と
は
、
基
本

権
行
使
の
「
諸
前
提
」
を
創
出
す
る
国
の
義
務
に
対
応
す
る
も
の
な
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

右
の
法
理
を
大
学
に
つ
い
て
適
用
す
れ
ば
、
第
一
に
、
大
学
で
の
学
者
の
個
人
的
地
位
を
守
る
た
め
に
、
国
家
に
は
大
学
教
員
の
勤

務
、
労
働
関
係
を
組
織
的
手
続
的
に
形
成
し
て
、
教
員
が
大
学
で
独
立
し
て
研
究
、
教
授
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
す
る
義
務
が
あ
る
。

第
二
、
大
学
の
構
成
・
権
限
関
係
（E３５,７９

（１１１f.

））
と
い
う
問
題
も
絡
ん
で
く
る
。
大
学
に
お
け
る
諸
々
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
会
議
体

（
一
二
）
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で
の
―
―
仮
り
に
独
任
機
会
で
あ
っ
て
も
同
様
に
―
―
決
定
が
「
学
問
適
合
的
に
」
な
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
も
ま
た
、「
保

障
国
家
」
の
役
割
で
あ
る
。

⑵
大
学
制
度
に
関
し
て
国
家
が
分
担
す
べ
き
責
任
を
考
え
る
に
際
し
て
、
第
二
に
注
目
さ
れ
る
基
本
権
が
職
業
選
択
の
自
由
・
職
業

養
成
所
選
択
の
自
由
（
基
本
法
一
二
条
一
項
）
で
あ
る
。
大
学
と
の
関
係
で
は
、
学
生
の
い
わ
ゆ
る
「
学
習
権
」「
学
習
の
自
由
」
の

存
否
、
大
学
入
学
者
定
員
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
入
学
定
員
判
決num

erus

clausus
＝

E３３,３０３

（３３２ff.
）
で
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
、
同
三
条
一
項
（
一
般
的
平
等
）、
及
び
社
会
国
家
原
理
か
ら
、
一
定

条
件
を
満
た
す
志
望
者
に
入
学
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
た
。「
可
能
性
の
留
保
」
付
き
と
は
言
え
、
志
願
者
に
入
学
を
拒
む
こ
と
は
例

外
的
に
の
み
許
さ
れ
、
エ
リ
ー
ト
だ
け
を
入
学
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
重
し
が
、
連
邦
憲
法
裁
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
の

だ
っ
た
。
通
説
は
こ
れ
を
「
派
生
的
給
付
権
（
な
い
し
参
与
権
）」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
入
学
増
員
請
求
権
自
体
が
成
立
す

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
は
必
ず
し
も
断
言
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
大
学
立
法
者
・
行
政
は
、
志
願

者
が
殺
到
し
て
い
る
状
況
で
は
増
員
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
と
も
判
示
し
て
い
る
。（E４３,２９１

（３２７f.

））

右
の
よ
う
に
見
た
だ
け
で
も
、
大
学
を
め
ぐ
る
責
任
の
あ
り
よ
う
が
、
基
本
法
一
二
条
一
項
の
職
業
選
択
の
自
由
、
職
業
養
成
所
選

択
の
自
由
―
―
さ
ら
に
、
学
習
権
、
学
習
の
自
由
―
―
に
よ
っ
て
、
マ
ク
ロ
・
ミ
ク
ロ
双
方
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
影
響
を
受
け
る
わ
け
で
あ

る
。
大
学
内
部
の
関
係
（
ミ
ク
ロ
）
と
し
て
は
、
学
生
の
職
業
養
成
所
選
択
の
自
由
が
大
学
教
員
の
学
問
の
自
由
（
基
本
法
五
条
三
項

一
文
）
と
、
そ
れ
と
同
時
に
大
学
自
治
と
調
和
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
、
教
員
の
学
問
の
自
由
・
大
学
自
治
は
、
学
生
の
職
業
養

成
所
選
択
の
自
由
・
学
習
権
に
限
界
を
も
つ
。（S.１４８.

）
と
は
言
え
、
国
の
法
令
で
職
業
養
成
・
修
学
に
つ
い
て
過
度
に
詳
細
に
規

定
し
て
、
大
学
で
の
自
由
な
研
究
・
教
授
が
不
可
能
に
な
る
と
い
っ
た
事
態
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク

の
見
解
と
し
て
は
、
大
学
の
内
部
関
係
・
内
部
組
織
に
と
っ
と
は
や
は
り
学
問
の
自
由
保
障
規
定
の
方
が
―
―
職
業
養
成
所
選
択
の
自
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由
よ
り
も
―
―
決
定
的
だ
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

マ
ク
ロ
・
レ
ヴ
ェ
ル
、
つ
ま
り
国
家
と
大
学
と
の
関
係
で
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
及
び
同
三
条
一
項
か
ら
の
請
求
権
を
考
慮
し
て
、

国
立
大
学
の
定
員
を
減
員
し
、
私
立
大
学
に
シ
フ
ト
す
る
こ
と
は
学
習
権
を
無
化
す
る
こ
と
で
許
さ
れ
な
い
。
私
立
大
学
に
対
し
て
は
、

入
学
許
可
の
請
求
権
は
原
則
と
し
て
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
学
生
の
職
業
養
成
所
選
択
の
自
由
が
―
―
私
立
大
学

の
教
員
の
学
問
の
自
由
と
同
様
に
―
―
、
私
立
大
学
経
営
を
犠
牲
に
し
て
貫
徹
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
大
学
に
関
す
る
国
の
責
任
と
い
う
点
で
は
、
基
本
法
五
条
三
項
一
文
の
方
が
、
同
一
二
条
一
項
よ
り
も
、
よ
り
決
定
的
で
あ

る
。
但
し
、
基
本
法
の
学
問
の
自
由
（
研
究
・
教
授
の
自
由
）
規
定
か
ら
大
学
・
大
学
自
治
の
い
わ
ゆ
る
「
制
度
的
保
障
」
を
導
く
こ

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
学
問
の
自
由
規
定
を
し
て
一
部
の
学
説
の
よ
う
に
「
奉
仕
的
自
由
」
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ

う
し
て
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
主
張
で
は
、
む
し
ろ
学
問
の
自
由
保
障
規
定
か
ら
の
基
本
権
保
護
義
務
論
の
方
が
、
よ
り
筋
が
よ
い
。
し

か
し
、
保
護
義
務
論
に
は
、
こ
れ
ま
で
も
様
々
の
特
有
の
難
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
基
本
法
の
学
問
の
自

由
規
定
に
つ
い
て
は
「
手
続
的
・
組
織
的
」
保
護
と
い
う
視
点
が
結
局
、
最
も
有
意
で
あ
り
、
こ
の
視
点
こ
そ
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
、

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。（S.１５２.

）
も
う
一
つ
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
も
と
よ
り
「
保
障
国
家
」
の
下
で
は
大
学
に
つ
い
て

国
が
市
民
社
会
に
丸
投
げ
し
た
り
、
単
な
る
補
充
的
役
割
―
―
い
わ
ゆ
る
「
受
け
止
め
責
任
」
―
―
に
ま
で
後
退
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
。
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
が
こ
の
よ
う
に
釘
を
刺
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑶
ド
イ
ツ
で
の
大
学
法
は
、
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
大
学
大
綱
法H

RG

な
ど
を
別
に
す
る
と
、
基
本
的
に
は
ラ
ン
ト
法
で
あ
る
。
一

九
九
八
年
のH
RG

の
第
四
次
改
正
以
降
、
さ
ら
に
第
五
、
第
六
次
改
正
を
経
て
大
学
に
関
す
る
規
律
権
限
は
一
層
、
ラ
ン
ト
に
重
心

移
動
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
大
学
に
つ
い
て
の
国
の
責
任
を
検
討
す
る
に
は
ラ
ン
ト
法
を
視
野
に
入
れ
ず
に
は
、
意
味
を
な
さ
な
く

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
六
年
の
大
幅
な
連
邦
制
改
革
で
、
大
学
に
関
す
る
連
邦
権
限
は
入
学
許
可
と
修
了
に
関
す
る
（
ラ
ン

（
一
四
）
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ト
と
の
）
競
合
的
権
限
だ
け
に
な
っ
た
。（
基
本
法
七
二
条
三
項
六
号
）
し
か
も
、
同
条
同
項
に
よ
れ
ば
、
連
邦
に
よ
り
こ
の
権
限
が

行
使
さ
れ
て
も
、
ラ
ン
ト
に
は
別
段
の
定
め
を
規
定
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、H

RG

が
そ
れ
に
基
い
て
制
定
さ

れ
た
基
本
法
七
五
条
（
連
邦
の
立
法
権
限
の
規
定
）
自
体
が
、
既
に
今
で
は
削
除
さ
れ
て

（
１４
）

い
る
。

そ
れ
で
は
、
ラ
ン
ト
法
、
と
く
に
ラ
ン
ト
憲
法
の
基
本
権
規
定
か
ら
、
大
学
に
関
す
る
国
の
責
任
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
い
か
な
る

こ
と
が
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？

以
下
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
論
述
に
沿
っ
て
、
と
り
わ
け
ラ
ン
ト
憲
法
に
よ
る
大
学
自
治
保
障
の
意

味
を
考
え
て
み
た
い
。
基
本
法
と
違
っ
て
、
多
く
の
ラ
ン
ト
憲
法
で
は
学
問
の
自
由
保
障
の
み
な
ら
ず
、
大
学
自
治
の
保
障
も
規
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
点
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
若
干
の
ラ
ン
ト
憲
法
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
存
続
保
障
」
規
定
も
散
見
さ
れ

る
。
但
し
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
バ
ー
デ
ン
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲
法
八
五
条
を
別
と
し
て
、
そ
れ
は
、
具
体
的
に

存
在
す
る
個
々
の
大
学
の
存
続
保
障
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。（S.１５５,１６８.

）
し
か
し
、
ラ
ン
ト
憲
法
の
大
学
自
治
規
定
は
、
少
な

く
と
も
「
制
度
と
し
て
の
大
学
」
を
保
障
す
る
。
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
上
の
「
制
度
的
保
障
」

Einrichtungsgarantie

の
こ
と
だ
、
と
言
う
。
丁
度
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
治
を
保
障
す
る
基
本
法
二
八
条
二
項
一
文
に
よ
っ
て
、
ゲ

マ
イ
ン
デ
の
存
在
が
前
提
さ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
（
個
々
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
存
在
が
保
障
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
）。

尚
、
諸
ラ
ン
ト
憲
法
が
私
立
大
学
に
も
自
治
権
を
認
め
て
い
る
か
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
私
立
大
学
は
基
本
権
主
体
に
よ
っ

て
設
立
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
当
然
に
国
に
対
す
る
基
本
権
的
自
律
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
、
基
本
権
そ
の
も
の
と
は
別
箇
に
大
学
自
治
保

障
に
つ
い
て
云
々
す
る
ま
で
も
な
い
、
と
付
言
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
大
学
自
治
の
主
体
に
関
し
て
、
近
年
の
大
学
指
導
部
の
権
限
強
化
の
趨
勢
の
な
か
で
、
部
局
（
学
部
、
専
門
領
域
等
）
に
も

自
治
権
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
主
張
が
聞
か
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
、
こ
の
様
な
意
味
で
の
自
治
権
を
部
局
に

認
め
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
大
学
の
自
己
崩
壊
に
手
を
借
す
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
構
成
員＝

部
局
教
員
の
基
本
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権
を
援
用
し
て
対
抗
し
う
る
の
で
り
、
部
局
の
自
治
権
を
も
ち
出
す
必
要
も
な
い
、
と
冷
や
か
で
あ
る
。（S.１５７.

）「
教
授
会
（
の
人

事
）
自
治
」
を
核
心
に
据
え
る
わ
が
国
の
通
説
・
判
例
と
も
対
照
的
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
学
説
で
も
、
こ
の
点
は
争
い
の
あ
る
と
こ

ろ
で
は
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ラ
ン
ト
憲
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
学
問
の
自
由
（
研
究
、
教
授
の
自
由
）
と
大
学
自
治
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
。

学
問
の
自
由
を
専
ら
主
観
的
権
利
と
解
し
、
大
学
自
治
の
規
定
に
つ
い
て
は
大
学
制
度
に
関
す
る
「
客
観
法
的
内
容
」
と
し
て
解
す
べ

き
だ
、
と
言
う
の
が
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
割
り
振
り
方
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
両
者
は
密
切
に
絡
み
合
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も

「
学
問
」
の
概
念
か
ら
し
て
―
―
学
問
の
「
固
有
性
」
か
ら
―
―
開
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
大
学
自
治
の
「
内
容
」
と
言
っ

て
も
あ
る
程
度
は
不
分
明
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。（S.１５９.

）

と
は
言
え
、
ラ
ン
ト
憲
法
に
よ
っ
て
大
学
自
治
保
障
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
立
法
に
よ
る
空
洞
化
か
ら
免
れ
る
。
大
学
自

治
は
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
制
度
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
大
学
自
治
と
個
人
の
学
問
の
自
由
と
の
間
で
保
た
れ
る
べ

き
バ
ラ
ン
ス
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
、GG

の
レ
ヴ
ェ
ル
と
ラ
ン
ト
憲
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
異
な
り
う
る
、
と
い

う
指
摘
を
し
て
い
る
。
ま
ず
、（
国
立
）
大
学
の
個
々
の
教
員
の
学
問
の
自
由
が
大
学
自
治
と
は
言
え
、
そ
の
枠
組
に
あ
ま
り
に
も
堅

固
に
埋
め
込
ま
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
ラ
ン
ト
の
立
法
は
基
本
法
五
条
三
項
一
文
の
要
請
を
す
ら
満
た
さ
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

大
学
自
治
を
明
記
す
る
ラ
ン
ト
憲
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
個
々
人
の
学
問
の
自
由
が
実
効
的
に
行
使
さ
れ
う
る
か
否
か
は
、
学
問
の
制

度
化
に
つ
い
て
の
唯
一
の
審
査
基
準
で
は
な�

い�

。
む
し
ろ
、
ラ
ン
ト
の
立
法
者
は
、
個
人
の
学
問
の
自
由
と
大
学
自
治
と
の
バ
ラ
ン
ス

を
「
制
度
的
措
置
」
を
も
っ
て
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

自
己
統
治
と
し
て
の
大
学
自
治
が
実
質
的
に
語
り
う
る
に
は
、
大
学
で
の
個
々
の
決
定
に
際
し
て
、
当
事
者
参
加
が
自
治
の
担
い
手

に
ふ
さ
わ
し
い
水
準
を
満
た
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（S.１６４.
）
国
立
大
学
の
場
合
、
大
学
自
治
と
学
問
の
自
由
と
の
不
可

（
一
六
）
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分
の
結
合
性
か
ら
こ
の
水
準
が
導
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
研
究
・
教
授
に
と
っ
て
重
要
な
事
項
は
全
て
原
則
と
し
て
大
学
自
治
に
委
ね
ら

れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
、
ブ
レ
ー
メ
ン
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
な
ど
で
は
、
帰
属
不
分
明
の
場
合
に
は
大
学
自
治
に
属
す
る
も

の
で
あ
る
と
の
権
限
推
定
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
勿
論
、
大
学
自
治
の
範
囲
に
も
限
界
が
あ
り
、
そ
れ
は
個
人
の
基
本
権
に
と
っ

て
本
質
的
な
事
柄
は
立
法
で
規
律
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
本
質
性
理
論
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
ラ
ン
ト
憲
法
が
明
記
す
る
大
学
自
治
保
障
が
ラ
ン
ト
の
大
学
立
法
を
拘
束
し
、
大
学
制
度
に
関
わ
る
責
任
配
分
に
影
響
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（S.１７４.
）
ラ
ン
ト
の
大
学
立
法
者
（
ラ
ン
ト
議
会
）
は
大
学
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
、
自
治
モ
デ
ル
に
沿
っ

て
、
大
学
が
そ
の
任
務
を
実
効
的
に
・
独
立
に
遂
行
で
き
る
よ
う
に
「
保
障
」gew

ährleisten

す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
勿
論
、
基
本
法
五
条
三
項
、
及
び
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
客
観
法
的
内
容
と
し
て
の
「
保
護
義
務
」
も
、
こ
の
責
任
配
分
に
つ
い
て

の
審
査
基
準
と
な
る
が
、
そ
こ
に
は
「
制
度
的
内
容
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
決
め
手
は
、
ラ
ン
ト
憲
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

今
日
の
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
に
よ
る
大
学
自
治
保
障
が
ラ
ン
ト
立
法
者
を
拘
束
す
る
と
い
う
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク

の
所
説
は
、
い
か
な
る
位
置
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
既
に
本
稿
で
も
、
さ
ら
に
旧
拙
稿
で
も
言
及
し
た
通
り
、
少
な
く
と
も
基
本
法
五

条
三
項
一
文
と
の
関
係
で
は
、
大
学
自
治
の
制
度
的
保
障
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
。
大
学
組
織
法
を

め
ぐ
る
近
年
の
収
穫
の
一
つ
を
公
表
し
た
Ｋ
・
Ｆ
・
ゲ
ル
デ
ィ
ッ
ツ
も
、
最
近
の
裁
判
例
が
「
保
障
国
家
」
の
方
向
を
歩
ん
で
い
て
、

個
人
の
基
本
権
と
い
う
支
点
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
見
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
客
観
化
の
方
向
に
行
き
過
ぎ
て
い
る
と

し
て
、
こ
の
論
脈
で
、
制
度
的
思
考
か
ら
の
解
放
こ
そ
が
必
要
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
っ
た
。
結
論
と
し
て
、「
学
問
の
自
由
の
組

織
法
」
は
、
大
学
構
成
員
の
個
人
的
基
本
権
を
起
点
と
し
て
形
成
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
の
で

（
１５
）

あ
る
。

ま
た
、
制
度
的
保
障
の
研
究
史
に
新
た
な
果
実
を
提
供
し
た
Ｕ
・
マ
ー
ゲ
ル
は
、
従
来
、
私
法
的
制
度
保
障
、
公
法
上
の
制
度
的
保

障
と
さ
れ
て
き
た
も
の
を
各
々
「
法
制
度
保
障
」「
制
度
的
自
立
保
障
」
と
し
て
再
構
成
し
、
両
者
を
「
制
度
保
障
」
の
下
に
置
い
た
。
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「
法
制
度
保
障
」
の
例
が
、
婚
姻
、
親
権
、
所
有
権
、
相
続
権
で
あ
り
、「
制
度
的
自
立
保
障
」
の
例
と
し
て
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
自
治
、

学
校
制
度
、
協
約
自
治
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
大
学
自
治
に
つ
い
て
は
、
学
説
・
裁
判
例
の
動
向
を
ふ
ま
え
て
、
制
度
的
保
障
と
解
す

る
理
由
は
な
い
。
基
本
法
五
条
三
項
の
文
言
、
成
立
史
、
そ
れ
に
目
的
論
的
解
釈
か
ら
も
制
度
的
保
障
は
支
持
さ
れ
な
い
。
国
内
法
人

の
基
本
権
享
有
主
体
性
を
明
言
す
る
基
本
法
一
九
条
三
項
お
よ
び
五
条
三
項
で
十
分
に
事
足
り
る
、
と
す
る
の
で

（
１６
）

あ
る
。

以
上
に
挙
げ
た
ゲ
ル
デ
ィ
ッ
ツ
、
マ
ー
ゲ
ル
の
所
論
は
大
学
組
織
に
つ
い
て
一
方
が
制
度
的
思
考
か
ら
の
解
放
を
説
く
。
ま
た
他
方

が
制
度
的
保
障
説
を
否
定
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
論
旨
は
基
本
法
五
条
三
項
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ク

ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
認
識
も
基
本
法
五
条
三
項
に
関
し
て
は
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ⅰ．

で
言
及
し
た
通
り
、
全
ラ
ン
ト
の
大
学
関
係

法
を
視
野
に
収
め
て
―
―
そ
の
意
味
で
の
比
較
法
的
な
―
―
詳
細
な
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
本
書
の
一
大
特
徴
と
な
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
り
、
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
大
学
自
治
の
「
制
度
的

（
１７
）

保
障
」
を
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
明
確
に
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
管
見
の
限
り
で
は
大
学
自
治
の
制
度
的
保
障
の
法
的
性
格
な
り
の
考
察
が
あ
ら
た
め
て
掘
り
下
げ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え

な
い
様
な
の
で
あ
る
。
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
や
は
り
、「
何
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
定
義
問
題
（
上
述
）
が
つ
き
ま
と
う
は

ず
で
な
い
の
か
。
多
く
の
ラ
ン
ト
憲
法
が
学
問
の
自
由
と
は
別
箇
に
、
大
学
自
治
の
保
障
を
明
記
し
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
何
故
に

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
四
二
条
や
、
基
本
法
五
条
三
項
に
関
す
る
初
期
の
有
力
説
で
あ
っ
た
制
度
的
保
障
説
に
固
執
す
る
の
か
。

Ⅳ．

大
学
と
民
主
的
正
当
化

ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
、
国
家
及
び
大
学
立
法
者
に
対
す
る
国
家
組
織
法
上
の
限
界
と
し
て
、
民
主
主
義
原
理
な
い
し
民
主
的
正
当
化

の
視
点
か
ら
の
限
界
及
び
法
治
国
家
原
理
の
そ
れ
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
者
の
視
点
か
ら
の
限
界
が
、
大
学
の
あ

（
一
八
）
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り
方
を
め
ぐ
る
独
自
の
意
義
を
も
つ
か
に
つ
い
て
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。（S.２３０ff.

）

今
日
の
大
学
改
革
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
担
当
大
臣
の
権
限
が
大
学
に
移
さ
れ
て
、
そ
の
分
だ
け
大
臣
の
指
示
権
が
削
減
さ
れ
た

こ
と
が
仮�

に�

行
政
の
核
心
領
域
を
侵
す
こ
と
に
な
る
と
し
よ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
民
主
制
原
理
へ
の
違
反
と
し
て
論
じ
れ
ば
足
り
、
わ

ざ
わ
ざ
権
力
分
立
・
法
治
国
家
原
理
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
ま
で
も
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
律
の
留
保
原
理
は
民
主
制

原
理
・
法
治
国
家
原
理
が
交
錯
す
る
場
面
に
あ
る
原
理
で
あ
る
。
今
日
の
大
学
政
策
に
お
い
て
も
当
然
、
遵
守
さ
れ
る
べ
き
原
理
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
大
学
政
策
と
い
う
も
の
は
基
本
権
と
密
切
に
関
連
す
る
か
ら
、
そ
の
政
策
の
実
現
に
は
法
律
が
不
可
欠
で
あ
る
。
つ

ま
り
法
律
の
留
保
原
理
は
基
本
権
と
不
可
分
で
あ
り
、
こ
の
原
理
に
反
す
る
大
学
政
策
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
基
本
権
の
問
題
―
―
学

問
の
自
由
な
い
し
ラ
ン
ト
憲
法
上
の
大
学
自
治
の
制
度
的
保
障
の
そ
れ
―
―
と
し
て
、
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
法
律
の

留
保
を
正
面
に
立
て
て
論
じ
る
ま
で
も
な
い
、
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
い
う
次
第
で
あ
る
の
で
、
こ
の
点
は
あ
え
て
詮
索
せ
ず
、
以
下
で
は
、
大
学
に
関
し
て
民
主
主
義
原
理
・
民
主
的
正
当
化
の
視

点
か
ら
い
か
な
る
諸
要
求
が
導
か
れ
う
る
か
に
焦
点
を
当
て
よ
う
。
い
く
つ
か
の
旧
稿
で
も
、
こ
の
点
は
ほ
と
ん
ど
素
通
り
し
た
テ
ー

マ
で
あ
る
の
で
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
に
教
え
ら
れ
つ
つ
、
そ
の
穴
を
埋
め
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

あ
る
旧
稿
で
Ｅ．

―
Ｗ．

ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
に
よ
り

（
１８
）

つ
つ
、
国
家
権
力
行
使
の
民
主
的
正
当
化
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
ⓐ
機
能

的
・
制
度
的
正
当
化
、
ⓑ
組
織
的
・
人
事
的
正
当
化
、
ⓒ
事
物
的
・
内
容
的
正
当
化
の
三
つ
の
諸
相
の
相
互
補
充
性
に
つ
い
て
紹
介
し

た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
国
家
権
力
一
般
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
っ
た
が
、「
機
能
的
自
治
」
の
一
種
と
さ
れ
る
（
国
立
）
大
学
に
は

ど
こ
ま
で
―
―
ま
た
、
そ
も
そ
も
―
―
妥
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

ま
ず
、
私
立
大
学
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
は
妥
当
し
な
い
。
私
立
大
学
が
自
ら
の
基
本
権
行
使
と
し
て
行

為
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
な
ら
ば
要
求
さ
れ
る
民
主
的
正
当
化
か
ら
免
除
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（S.１８９.

）
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国
立
大
学
が
国
家
権
力
を
行
使
す
る
の
は
、
と
り
わ
け
そ
の
構
成
員
ま
た
は
第
三
者
の
権
利
に
対
し
て
侵
害
・
干
渉
す
る
場
合
で
あ

る
。
学
問
の
自
由
に
よ
り
、
ま
た
は
法
人
の
基
本
権
主
体
性
（
基
本
法
一
九
条
二
項
）
に
よ
っ
て
（
国
立
）
大
学
自
体
が
基
本
権
を
享

有
す
る
が
、
し
か
し
同
時
に
構
成
員
等
と
の
関
係
で
は
そ
の
基
本
権
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
国
の
広
い
意
味
で
の

教
育
施
設
で
あ
り
、
学
生
の
職
業
養
成
所
選
択
の
自
由
に
仕
え
る
施
設
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。（S.１８８.

）「
大
学
は
（
原
則
と
し
て
公

法
上
の
社
団
で
あ
る
と
）
同
時
に
国
の
施
設
で
あ
る
」（
大
学
大
綱
法
五
八
条
）
と
は
、
例
え
ば
入
学
登
録
事
務
に
お
い
て
対
外
的
・

対
内
的
に
構
成
員
の
権
利
に
介
入
す
る
よ
う
な
国
家
権
力
を
行
使
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
学
の
純
然
た
る
自
治
任

務
の
遂
行
で
あ
っ
て
も
、「
決
定
」
―
―
つ
ま
り
「
処
分
」
―
―
と
い
う
性
格
を
も
つ
行
為
に
つ
い
て
は
、
民
主
的
正
当
化
が
要
求
さ

れ
る
。
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
大
学
法
で
は
、
大
学
は
「
国
の
施
設
」
と
い
う
性
格
を
も
た
ず
専
ら
「
自
治
団
体
（
社

団
）」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
や
は
り
大
学
の
「
決
定
」（
処
分
）
行
為
に
つ
い
て
は
民
主
的
正
当
化
が
要
求
さ
れ
る
。

さ
て
、
前
述
し
た
正
当
化
の
三
つ
の
諸
相
（
要
素
）
ⓐ
ⓑ
ⓒ
は
、
大
学
の
場
合
に
は
い
か
に
絡
み
合
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ク
ラ
ウ
ス

ニ
ッ
ク
の
見
解
で
特
徴
的
な
の
は
、
と
く
に
大
学
の
民
主
的
正
当
化
の
場
合
、
ⓐ
の
要
素
は
独
自
の
も
の
と
し
て
は
扱
わ
な
く
て
も
済

む
、
と
断
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
（S.１９２.
）
と
言
う
の
も
、
大
学
は
多
く
の
ラ
ン
ト
憲
法
（
制
憲
者
）
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
て
い
る

が
、
制
憲
者
に
よ
っ
て
直
接
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
民
主
主
義
原
理
に
照
ら
す
と
ⓐ
以
外
の
要
素
に
よ
る

正
当
化
を
要
す
る
行
政
の
一
部
で
あ
る
か
ら
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ⓑ
ⓒ
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
、
及
び
両
者
間
の
（
補
完
）
関

係
が
注
目
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
但
し
、
大
学
に
つ
い
て
は
ⓑ
ⓒ
い
ず
れ
も
、
国
家
権
力
一
般
と
違
っ
て
、
大
学
自
治
の
点
か
ら
微
妙

な
限
定
を
受
け
る
。
ⓑ
に
関
し
て
言
え
ば
、
学
部
長
職
は
何
ら
か
の
一
定
の
基
準
の
下
に
任
用
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
正
当
化
さ
れ

え
な
い
。
こ
れ
が
民
主
的
に
正
当
化
さ
れ
る
に
は
、
大
学
内
部
で
の
選
任
行
為
―
―
大
学
の
構
成
員
が
正
当
化
主
体
で
あ
る
と
仮
定
さ

れ
る
場
合
―
―
か
、
も
し
く
は
、
そ
れ
自
体
が
既
に
民
主
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
、
よ
り
上
位
の
別
の
職
務
担
当
者
―
―
例
え
ば
担

（
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当
大
臣
―
―
に
よ
る
任
命
行
為
が
必
要
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
後
者
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
は
大
学
自
治
に
抵
触
す
る
。（S.１９３.

）
ま
た
、

ⓒ
に
つ
い
て
も
上
級
官
庁
に
よ
る
統
制
・
指
示
は
大
学
自
治
か
ら
し
て
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

か
よ
う
に
、
大
学
自
治
と
の
関
係
で
民
主
的
正
当
化
の
要
素
と
し
て
ⓐ
ⓑ
ⓒ
い
ず
れ
も
微
妙
な
―
―
し
か
し
、
重
大
な
―
―
限
定
を

受
け
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
さ
ら
に
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
、
と
く
に
ⓑ
ⓒ
の
絡
み
合
い
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
べ
き
正
当
化
の
水�

準�

（
程
度
、
も
し
く
は
質
）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
―
―
。

大
学
の
場
合
、
ⓑ
ⓒ
が
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、
完
全
な
形
で
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
問
題
の
行
為

（
決
定
、
処
分
）
に
つ
い
て
「
全
体
的
に
考
察
し
て
」
そ
こ
に
実�

効�

的�

な�

国
民
意
思
の
反
映
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
正
当
化
の

鎖
が
十
分
に
保
た
れ
て
い
る
。
正
当
化
が
提
供
さ
れ
る
形
式
―
―
つ
ま
り
、
ⓑ
の
形
式
か
、
ⓒ
の
形
式
化
―
―
は
原
則
と
し
て
ど
う
で

も
よ
い
、
と
い
う
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
見
解
（S.１９４

）
は
か
な
り
大
胆
な
も
の
に
思
わ
れ
る
。
と
言
う
の
は
、
例
え
ば
ⓑ
の
視
点
で

の
正
当
化
が
弱
く
て
も
ⓒ
の
視
点
か
ら
の
正
当
化
が
強
力
で
あ
れ
ば
、
そ
の
不
足
分
が
い
つ
で
も
清
算
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い

う
Ｈ
・
Ｈ
・
ト
ゥ
ル
ー
テ
の
見
解
も
見
逃
が
せ
な
い
か
ら
で

（
１９
）

あ
る
。

先
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
例
え
ば
す
ぐ
に
後
述
す
る
Ｍ
・
イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
見
解
と
は
対
照
的
に
、
大
学
自
治
領
域
―
―
つ
ま
り

大
学
が
単
に
国
の
一
般
行
政
を
担
う
領
域
で
は
な
く
―
―
に
つ
い
て
も
民
主
的
正
当
化
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
大
学
自
治
と
民
主
的

正
当
化
と
の
緊
張
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
見
解
で
あ
る
。

大
学
自
治
を
含
む
機
能
的
自
治
と
民
主
主
義
原
理
と
の
関
係
の
理
解
と
し
て
は
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
整
理
で
は
、
二
つ
に
大
別
さ

れ
る
。
①
機
能
的
自
治
は
、
内
閣
・
大
臣
の
下
に
あ
る
一
般
行
政
と
は
異
な
る
が
そ
れ
で
も
民
主
的
に
正
当
化
さ
れ
う
る
と
い
う
の
が
、

第
一
で
あ
る
。
②
民
主
主
義
原
理
と
機
能
的
自
治
は
矛
盾
・
緊
張
の
関
係
に
立
つ
が
、
こ
の
こ
と
自
体
が
憲
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
①
②
に
は
、
各
々
さ
ら
に
幾
つ
も
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
、
②
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の
見
解
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
大
学
自
治
を
民
主
的
正
当
化
の
必
要
性
か
ら
除
外
す
る
Ｍ
・
イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
所
説
に
、
ク
ラ
ウ

ス
ニ
ッ
ク
に
よ
り
つ
つ
言
及
し
て
お
き
た
い
。（S.２１８ff.

）

イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
所
論
で
は
、
機
能
的
自
治
に
は
通
常
、
民
主
的
正
当
性
が
不
足
し
て
い
る
も
の
だ
が
、
大
学
自
治
は
基
本
法
五

条
三
項
一
文
に
根
拠
を
も
つ
の
で
、
機
能
的
自
治
に
お
い
て
も
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
大
学
自
治
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
の
は
、
形

式
的
平
等
の
民
主
的
な
意
見
形
成
で
は
な
く
て
、
相
異
を
反
映
す
る
、
実
質
的
平
等
の
基
本
権
を
確
固
た
ら
し
め
る
内
部
構
造
で
あ
る
。

イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
大
学
自
治
に
は
基
本
法
二
〇
条
二
項
は
妥
当
し
な
い
、
と
言
う
の
は
大
学
自
治
の
根
拠
で
あ
る
基
本
法

五
条
三
項
一
文
が
基
本
権
と
し
て
、
国
家
・
民
主
制
―
―
つ
ま
り
民
主
化
さ
れ
た
国
家
権
力
―
―
か
ら
も
自
由
な
領
域
を
保
障
す
る
の

だ
か
ら
、
と
。
イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
機
能
的
自
治
の
な
か
に
大
学
自
治
を
埋
没
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
大
学
自

治
の
特
性
に
配
慮
し
た
理
論
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
民
主
的
正
当
化
の
重
し
か
ら
大
学
自
治
を
除
外
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
だ
、
と
い
う

の
が
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
論
評
で
あ
る
。（S.２１９.

）
連
邦
の
大
学
大
綱
法
、
多
く
の
ラ
ン
ト
憲
法
も
大
学
自
治
に
つ
い
て
は
「
法
律

の
範
囲
内
で
」
保
障
さ
れ
る
と
し
て
お
り
、
こ
こ
に
民
主
的
正
当
化
の
必
要
性
が
そ
の
足
跡
を
と
ど
め
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
憲
法
裁
判
例
か
ら
は
何
事
か
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
が
誘
う
の
は
、
大
学
と
は
別

の
機
能
的
自
治
に
関
す
る
憲
法
裁
判
例
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
対
照
に
お
い
て
、
大
学
自
治
と
民
主
的
正
当
化
の
関
係
に
あ
ら
た
め
て
光

を
当
て
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
前
に
あ
ら
か
じ
め
、
大
学
自
治
と
い
う
も
の
が
基
本
法
五
条
三
項
一
文
に
よ
り
基�

本�

権�

的�

に�

動�

機�

づ�

け�

ら�

れ�

た�

機
能
的
自
治
の
特
殊
な
自
由
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
注
意
を
促
し
て
い
る
。（S.２０２.

）
こ
の
点

で
は
、
前
述
イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
所
論
と
一
脈
通
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
二
点
、
基
本
前
提
と
し
て
次
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
ⅰ
公
け
の
任
務
が
自
治
領
域
に
委
ね
ら
れ
る
場
合
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
の
要
求
す
る
民
主
的
正
当
化
か
ら
完
全
に
は
免
れ

え
な
い
こ
と
、
こ
の
点
は
ほ
ぼ
見
解
の
一
致
が
あ
る
。
ⅱ
自
治
も
「
法
監
督
」
に
服
す
る
が
、
こ
の
法
監
督
自
体
が
民
主
的
に
正
当
化

（
二
二
）
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さ
れ
る
職
務
担
当
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

連
邦
憲
法
裁
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
あ
る
地
方
の
水
利
組
合
を
め
ぐ
るE１０７,５９

=
Em

schergenossenschaft

が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
憲
法
裁
は
、
古
典
的
自
治
の
場
合
と
違
っ
て
機
能
的
自
治
の
民
主
的
正
当
化
に
つ
い
て
は
、
ⓑ
人
的
正

当
化
が
多
か
れ
少
な
か
れ
相
対
化
さ
れ
う
る
。
直
接
に
国
が
行
政
を
行
う
場
合
及
び
コ
ミ
ュ
ー
ン
自
治
の
場
合
で
な
け
れ
ば
、
民
主
主

義
「
原
理
」
は
「
原
理
」
で
あ
り
、
国
家
権
力
の
組
織
・
行
使
形
態
に
つ
い
て
は
様
々
の
方
向
に
開
か
れ
て
い
る
。
基
本
法
二
〇
条
二

項
も
そ
の
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
自
治
団
体
・
機
関
の
任
務
と
権
限
が
法
律
で
十
分
に
規
定
さ
れ
、
そ

の
権
限
行
使
に
つ
き
人
的
に
正
当
化
さ
れ
た
担
当
者
の
監
督
に
服
す
る
な
ら
ば
、
正
当
性
は
十
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
憲
法
裁
に
よ
れ

ば
、
水
利
組
合
の
決
定
に
非
当
事
者
が
、
例
え
ば
労
働
者
代
表
が
共
同
決
定
の
形
で
参
加
す
る
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
で
公
け
の
任
務
の

実
効
性
が
向
上
す
る
な
ら
ば
許
容
さ
れ
る
と
ま
で
言
っ
て

（
２０
）

い
る
。
こ
れ
ら
の
判
旨
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
も
、
機
能
的
自
治

と
民
主
主
義
と
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
の
努
力
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
正
当
性
の
形
式
選
択
（
ⓐ
ⓑ
ⓒ
）
に
つ
い
て
現
実
的
で
開
放
的
な

見
解
が
看
取
し
う
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
連
邦
憲
法
裁
の
こ
の
裁
判
例
で
は
、
決
定
的
な
問
い
が
棚
上
げ
さ
れ
て
お
り
、
民
主
制
と
自
治
と
の
関
係
の

考
察
も
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
概
括
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
、
と
不
満
を
隠
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
機
能
的
自
治
が
基
本

法
二
〇
条
二
項
と
の
関
係
で
尚
も
例
外
的
に
許
容
さ
れ
う
る
も
の
か
否
か
さ
え
も
が
不
明
確
の
ま
ま
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
が
批
判
す
る
の
は
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
の
要
請
が
満
た
さ
れ
る
に
は
、
自
治
の
担
い
手
の
任
務
と
権

限
が
ど�

の�

程�

度�

ま�

で�

法
律
で
規
定
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
も
、
連
邦
憲
法
裁
が
解
明
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
点
の

国
家
監
督
が
「
法
」
監
督
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
専
門
」
監
督
で
あ
る
か
も
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
か
よ
う
に
、
機
能
的
自
治
、

と
り
わ
け
大
学
自
治
の
民
主
的
正
当
化
を
め
ぐ
る
問
い
に
連
邦
憲
法
裁
が
明
確
な
答
え
を
提
供
し
え
て
い
な
い
、
と
手
厳
し
い
評
価
が
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下
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
大
学
自
治
と
民
主
主
義
原
理
と
の
緊
張
問
題
を
解
く
首
尾
よ
い
解
答
を
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
が
見
い
出
し
え
て
い
る
か
と
言
え

ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
見
解
と
異
な
り
、
大
学
自
治
も
や
は
り
民
主
的
正
当
化
の
必
要
性
を
免
れ
な
い
。
し
か
し
、

ⓑ
人
的
、
組
織
的
正
当
化
に
よ
っ
て
も
、
ⓒ
事
物
的
、
内
容
的
正
当
化
に
よ
っ
て
も
十
分
に
は
理
由
づ
け
れ
ず
、
大
学
自
治
に
は
民
主

的
正
当
化
の
点
で
赤
字
が
残
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
両
者
が
規
範
抵
触
の
関
係
に
あ
る
と
し
て
、
言
わ
ゆ
る
「
実
際
的
一
致
」（
Ｋ
・

ヘ
ッ
セ
）
な
い
し
「
憲
法
の
統
一
性
」
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
も
有
意
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
論
脈
で
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク

は
再
び
憲
法
「
原
理
」
と
い
う
も
の
に
注
意
を
向
け
る
。（S.２２１.

）
民
主
主
義
原
理
も
、
大
学
自
治
原
理
も
、
そ
の
実
現
に
あ
た
っ

て
は
個
別
状
況
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
学
問
・
大
学
の
領
分
で
は
、
第
三
者
―
―
例
え
ば
学
生
―
―
の
基

本
権
（
例
え
ば
職
業
養
成
所
選
択
の
自
由
）
が
関
係
す
れ
ば
、
国
家
関
与
が
受
忍
さ
れ
う
る
。
他
方
、
民
主
主
義
原
理
は
国
民
意
思
が

よ
り
多
く
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
権
力
行
使
は
様
々
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
民
主
化
要
求
は
同
一
で
は
な
い
。

結
局
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
実
際
的
一
致
の
原
則
を
も
ち
出
し
て
も
、
民
主
主
義
原
理
と
大
学
自
治
の
原
理
と
の
ジ
レ
ン

マ
を
う
ま
く
調
和
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
認
識
に
立
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
が
提
示
す
る
選
択
肢
が
、
民
主
主
義
原
理
が
、

疑
わ
し
き
場
合
に
は
自
治
の
原
理
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
と
い
う
立
場
に
固
執
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
治
の
担
い
手
が
下
す
決
定
・
処
分

に
つ
い
て
民
主
的
正
当
性
が
広
範
に
存
在
す
る
限
り
で
の
み
、
自
治
が
許
容
さ
れ
る
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
と�

す�

る�

と�

、
少
な
く
と

も
ⓒ
事
物
的
、
内
容
的
正
当
化
が
国
に
よ
る
法
監
督
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
民
主
主
義
原
理
を
貫

徹
す
る
な
ら
ば
、
国
の
下
す
決
定
の
「
合
目
的
性
」
―
―
「
合
法
性
」
に
と
ど
ま
ら
ず
―
―
に
ま
で
国
民
の
意
思
が
及
ん
で
い
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ�

う�

す�

る�

と�

問
題
の
任
務
を
自
治
団
体
に
委
ね
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、
国
に
よ
る
法
監
督
だ
け
で
な

く
「
専
門
」
監
督
の
存
在
が
不
可
欠
の
要
素
と
な
る
の
で
な
い
か
。（S.２２２.
）
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私
見
に
よ
る
と
、
あ
る
い
は
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
右
の
提
言
に
は
、
部
分
的
に
は
柔
軟
な
と
こ
ろ
も
察
取
し
う
る
が
、
結
局
、
民
主

主
義
原
理
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
そ
れ
で
は
そ
も
そ
も
（
大
学
）
自
治
が
逆
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
こ
う
い
う
批
判
を

呼
び
込
む
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
思
う
。
と
ま
れ
、
ド
イ
ツ
の
こ
れ
ま
で
の
憲
法
裁
判
例
・
学
説
が
挑
ん
で
き
た
民
主
主
義

と
（
大
学
）
自
治
と
の
関
係
、
よ
り
特
定
的
に
は
（
大
学
）
自
治
の
民
主
的
正
当
化
と
い
う
問
題
が
そ
う
容
易
な
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
支
配
権
行
使
の
正
当
化
と
し
て
は
、
民
主
的
正
当
化
モ
デ
ル
が
基
本
法
が
要
求
す
る
唯
一
の
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
相
対
的
な
見
解
も
一
考
の
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
小
稿
で
は
深
入
り
で
き
な
い
が
、
大
学
に
つ
い
て

「
基
本
権
的
、
自
律
的
正
当
化
」、
大
学
構
成
員＝

当
事
者
に
よ
る
正
当
化
（「
大
学
的
正
当
化
」）
と
い
う
代
替
モ
デ
ル
が
ゲ
ル
デ
ッ

ツ
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て

（
２０ａ

）

い
る
。

あ
る
い
は
、
大
学
に
関
し
て
も
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
流
の
一
元
的
な
民
主
的
正
当
化
論
に
固
執
す
る
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
視
角
設
定

か
ら
し
て
、
国
公
立
で
あ
れ
私
立
で
あ
れ
、
大
学
自
治
に
つ
い
て
は
「
国
家
か
ら
の
自
由
」
と
い
う
視
点
が
強
調
さ
れ
る
日
本
で
の
議

論
状
況
と
は
対
照
的
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
以
上
に
、
驚
愕
す
べ
き
視
角
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
近
代
日
本
の
大
学
制
度
に
ド
イ

ツ
・
モ
デ
ル
が
及
ぼ
し
た
影
響
は
看
過
し
難
い
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
大
学
と
国
家
、
さ
ら
に
広
く
文
化
（
行
政
）
と
国
家

の
関
係
理
解
を
め
ぐ
る
日
独
間
の
視
角
相
違
が
痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅴ．

現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
学
問
題
の
試
金
石
―
―
民
主
的
正
当
化
と
の
関
連
で

イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
と
は
異
な
り
、
大
学
自
治
に
つ
い
て
も
や
は
り
民
主
的
正
当
化
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
見

地
か
ら
は
、
よ
り
具
体
的
に
、
今
日
の
ド
イ
ツ
で
進
行
中
の
大
学
改
革
の
方
向
（
新
・
統
御
モ
デ
ル
）
は
い
か
に
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
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う
か
。
こ
れ
が
以
下
の
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
行
政
一
般
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
新
・
統
御
モ
デ
ル
に
よ
る
諸
々
の
改
革
に
つ
い
て
、
民
主
主

義
原
理
に
照
ら
し
て
疑
い
が
あ
る
と
い
う
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
前
提
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。（S.２２４.

）
そ
れ
な
ら
ば
一
層
、
新
・

統
御
モ
デ
ル
に
基
く
大
学
改
革
に
よ
っ
て
、
大
学
自
治
と
国
民
意
志
と
の
距
離
―
―
多
か
れ
少
な
か
れ
適
正
な
距
離
が
必
要
だ
と
し
て

も
―
―
が
遠
く
な
っ
た
と
い
う
判
断
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
今
日
の
大
学
改
革
の
な
か
で
説
か
れ
る
よ
う
な
大
学
自
治
を
民
主
的
に
正
当

化
す
る
こ
と
が
、
い
よ
い
よ
困
難
に
な
っ
た
、
と
言
う
評
価
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
新
・
統
御
モ
デ
ル
が
先
駆
的
に
導
入
さ

れ
た
の
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
自
治
の
分
野
で
あ
る
。
こ
の
分
野
で
の
自
治
は
、
ⓑ
人
的
・
組
織
的
に
（
国
民
の
一
部
た
る
）
住
民
に
よ
っ
て

正
当
化
さ
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
自
治
は
ⓒ
事
物
的
、
内
容
的
に
も
、
基
本
法
二
八
条
二
項
一
文
が
「
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
十
分
に
担
保
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
大
学
自
治
に
つ
い
て
は
違
う
。
な
る
ほ
ど
連
邦
の
大
学
大
綱
法
及
び
多
く
の

ラ
ン
ト
憲
法
で
も
、
大
学
自
治
は
「
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
の
保
障
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
問
の
自
由
に
配
慮
し
て
、
か
よ
う
な

法
律
の
裏
づ
け
に
よ
る
ⓒ
事
物
的
、
内
容
的
正
当
化
は
、
地
方
自
治
の
場
合
に
求
め
ら
れ
る
水
準
よ
り
は
弱
く
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
ろ

う
（
む
し
ろ
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）
そ
う
す
る
と
、
大
学
の
世
界
に
新
・
統
御
モ
デ
ル
を
導
入
す
る
こ
と
が
合
憲
的
に
許

容
さ
れ
う
る
か
は
、
あ
ら
た
め
て
検
討
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
現
代
「
保
障
国
家
」
に
お
け
る
新
・
統
御
モ
デ
ル
の
大
学
へ

の
適
用
現
象
を
若
干
取
り
挙
げ
た
い
。
言
わ
ば
、
現
代
に
お
け
る
大
学
の
民
主
的
正
当
化
を
め
ぐ
る
各
論
で
あ
る
。

１．

「
財
団
大
学
」
に
つ
い
て
―
―
。
以
下
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
と
と
も
に
主
と
し
て
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
法
に
焦
点
を
定
め

（
２１
）

つ
つ
、

財
団
大
学
の
民
主
的
正
当
化
と
い
う
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
ⓑ
人
的
・
組
織
的
正
当
化
で
あ
る
が
、
財
団
理
事
会

ゼ
ナ
ー
ト

の
う
ち
５
／
７
の
理
事
が
、
評
議
会
の
同
意
の
下
に
大
臣
に
よ
っ
て
任
用
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
評
議
会
の
代
表
及
び
ラ
ン
ト
大
臣
部
局

の
代
表
者
も
理
事
と
な
る
。
都
合
併
せ
て
財
団
理
事
会
の
う
ち
の
６
／
７
の
理
事
が
、
大
臣
部
局
に
よ
る
任
用
に
か
か
る
の
で
、
ⓑ
人

的
・
組
織
的
正
当
性
は
担
保
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
理
事
会
の
議
決
定
足
数
は
５
／
７
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
財
団
理
事
会
は
、
ⓑ
の

（
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側
面
で
は
十
分
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。

ⓒ
事
物
的
、
内
容
的
正
当
化
で
あ
る
が
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
法
で
は
５
人
の
理
事
に
つ
い
て
委
任
命
令
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
さ
れ

て
い
る
点
が
、
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
に
よ
る
と
大
学
財
団
自
体
が
「
法
」
監
督
に
の
み
服
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、

右
の
点
の
欠
如
が
倍
加
さ
れ
る
。
と
言
う
の
も
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
法
で
は
た
だ
大
学
の
自
治
権
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
大
学
が

引
き
受
け
る
全
て
の
国
家
任
務
の
処
理
に
つ
い
て
も
、
そ
の
様
な
規
定
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
目
標
協
定
」
も
こ
の

点
で
は
間
接
的
な
統
御
手
段
と
し
か
な
ら
な
い
こ
と
が
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
事
前
に
な
さ
れ
る
指
示
と

違
っ
て
該
目
標
協
定
の
規
定
す
る
手
段
は
財
団
に
対
す
る
事
後
的
な
統
制
手
段
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
実
効
的
な
民
主

的
正
当
化
に
は
至
ら
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。（S.３７５.

）

以
上
の
点
で
の
民
主
的
正
当
化
の
欠
如
が
、
そ
れ
で
も
補
填
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
財
団
大
学
へ
の
移
行
（
移
管
）
に
よ
っ

て
よ
り
強
力
な
大
学
自
治
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
法
で
は
そ

れ
ま
で
大
学
が
処
理
し
て
き
た
国
家
任
務
を
あ
げ
て
財
団
理
事
会
に
委
譲
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
は
断
定
し
難
い
。
違
憲
と
評
価
さ

れ
る
べ
き
だ
、
と
手
厳
し
い

（
２２
）

見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（S.３７６.

）

旧
拙
論
で
も
取
材
さ
れ
た
連
邦
行
政
裁
で
の
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
法
・
ゲ
ッ
チ
ン
グ
ン
（
財
団
）
大
学
事
件
判
決
（BV

erw
GE１３５,

２８６

）
で
は
、
財
団
理
事
会
が
大
学
に
対
し
て
法
監
督
を
実
効
的
に
行
使
し
う
る
か
否
か
が
「
憲
法
適
合
的
に
」
論
じ
ら
れ
た
だ
け
で

あ
っ
た
。
専
門
監
督
に
つ
い
て
は
全
く
沈
黙
し
て
い
た
。
こ
の
事
件
で
連
邦
行
政
裁
は
、
か
の
水
利
組
合
の
民
主
的
正
当
化
を
め
ぐ
る

連
邦
憲
法
裁E１０７,５９

（
前
述
）
の
路
線
に
沿
っ
て
、
つ
ま
り
専
門
監
督
と
法
監
督
と
の
区
別
を
取
り
払
う
方
向
に
足
並
み
を
揃
え
た

恰
好
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
件
の
任
務
が
国
家
的
任
務
で
あ
る
か
自
治
任
務
―
―
後
者
な
ら
ば
法
監
督
に
服
す
る
の
み

―
―
で
あ
る
か
の
区
別
か
ら
導
か
れ
る
必
然
的
な
区
別
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
理
が
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
う
の
が
ク

１６２ 駿河台法学 第３０巻第２号（２０１７）

（
二
七
）



ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
批
判
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
、
旧
稿
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
ゲ
ル
デ
ィ
ッ
ツ
と
は
対
照
的
に
、
連
邦
行
政
裁
の
こ
の
判

決
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
論
評
は
消
極
的
な
も
の
で
あ
る
。
大
学
か
ら
も
国
か
ら
も
独
立
の
機
関
と
し
て
、
し
か
も
学
問
的
に

重
要
な
事
項
を
も
取
り
扱
う
財
団
理
事
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
連
邦
行
政
裁
は
専
ら
基
本
法
五
条
三
項
一
文
と
の
関
係
で
論

じ
た
に
過
ぎ
な
い
。
民
主
的
正
当
化
の
問
題
を
回
避
し
た
の
は
、
致
命
的
で
あ
っ
た
と
論
評
す
る
の
で
あ
る
。

２．

次
に
、
大
学
理
事
会Rat,K

uratorium

の
民
主
的
正
当
化
に
つ
い
て
―
―
。
こ
こ
で
は
一
般
的
に
は
「
大
学
理
事
会
」
と
呼

ぶ
が
、
そ
の
名
称
・
表
記
も
様
々
で
あ
る
。
そ
の
人
的
構
成
も
ラ
ン
ト
ご
と
に
規
定
さ
れ
て
お
り
一
様
で
は
な
い
が
、
多
く
の
場
合
、

大
学
外
部
か
ら
及
び
ラ
ン
ト
か
ら
理
事
会
に
加
わ
る
。
そ
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ひ
と
え
に
、
か
よ
う
な
大
学
理
事
会
へ
の
（
共
同
）
決
定
権
の
付
与
及
び
そ
の
行
使
が
、
そ
も
そ
も
、
ま
た
ど
の
程
度
で
あ

れ
ば
民
主
的
に
正
当
化
さ
れ
う
る
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
論
述
を
追
う
。
勿
論
、
以
下
で
は
大
学
理
事
会
の

「
決
定
」（
処
分
）
の
意
味
を
も
つ
権
限
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
単
な
る
提
案
権
、
助
言
・
答
申
権
は
別
で
あ
る
。

大
学
理
事
会
に
つ
い
て
民
主
主
義
原
理
と
の
関
係
で
注
目
す
べ
き
論
述
を
展
開
し
た
の
が
、
旧
拙
稿
で
も
大
き
く
取
材
し
た
バ
イ
エ

ル
ン
憲
法
裁
二
〇
〇
八
年
五
月
七
日
判
決
（V

erfGH
６１,１０３

）
で
あ
る
。
こ
の
判
決
の
結
論
と
し
て
は
、
件
の
大
学
理
事
会
が
評
議

会
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
、
そ
の
評
議
会
も
大
学
内
部
で
の
選
出
手
続
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
、
大
学
理
事
会
は
民
主
的
に
正

当
化
さ
れ
る
と
い
う
連
が
り
が
示
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
大
学
理
事
会
は
、
学
問
の
自
由
の
担
い
手
に
よ
り
専
門
的
に
刻
印
さ
れ
た
民

主
的
正
当
化
で
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
る
、
と
。
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
裁
は
こ
の
点
に
つ
き
、
次
の
様
に
敷
衍
す
る
―
―
。

評
議
会
を
代
表
す
る
理
事
に
つ
い
て
は
、
大
学
で
選
出
さ
れ
る
の
だ
か
ら
「
ザ
ッ
ハ
リ
ヒ
、
機
能
的
に
」
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
他
の
外
部
理
事
は
ラ
ン
ト
の
担
当
官
庁
に
よ
っ
て
任
用
さ
れ
て
い
る
の
で
「
人
的
に
、
民
主
的
に
」
さ
ら
に
「
ザ
ッ
ハ
リ
ヒ
、
機
能

的
に
も
」
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
人
的
に
、
民
主
的
に
」
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
言
う
の
も
、
外
部
理
事
の
任
用
に
つ
い
て
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は
、
バ
イ
エ
ル
ン
法
に
よ
れ
ば
評
議
会
が
同
意
す
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
大
学
理
事
会
の
活
動
が
法
律
、

と
り
わ
け
バ
イ
エ
ル
ン
・
ラ
ン
ト
学
校
法
に
拘
束
さ
れ
、
担
当
大
臣
部
局
の
法
監
督
お
よ
び
専
門
監
督
に
服
す
る
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ

て
い
る
。
前
に
も
触
れ
た
様
に
、
本
来
は
国
に
属
す
る
権
限
を
大
学
が
―
―
理
事
会
も
含
め
て
―
―
行
使
す
る
場
合
に
は
、
専
門
監
督

が
必
要
で
あ
る
、
と
言
う
の
が
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
所
論
で
あ
っ
た
。

学
説
で
は
様
々
の
是
非
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
所
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
見
解
と
し
て
は
、
理
事
会
の
人
的
正
当
化
、
内
容
的
正
当
化

に
つ
い
て
の
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
裁
の
論
旨
に
は
大
体
と
し
て
賛
成
し
う
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
大
学
理
事
会
の
活
動
が
民
主
主
義
原

理
に
完
全
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
正
当
化
水�

準�

が
適
切
か
否
か
と
い
う
こ
と
だ
、
と
指
摘
し
て
い
る
。（S.４３９.

）
学
長
と

の
対
比
で
は
、
大
学
理
事
会
も
法
律
で
拘
束
さ
れ
、
国
の
監
督
に
服
し
、
国
が
承
認
し
た
う
え
で
選
任
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
学
長
と
同

様
に
国
民
意
思
に
結
合
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
学
長
と
違
っ
て
大
学
理
事
会
に
は
国
の
任
務
も
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
以
前

で
あ
れ
ば
担
当
大
臣
部
局
が
行
使
し
て
い
た
権
限
な
の
で
あ
る
。
多
く
の
ラ
ン
ト
の
大
学
関
係
法
で
は
、
大
学
指
導
部
に
対
す
る
解
任

権
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
法
に
は
大
学
理
事
会
を
解
任
す
る
規
定
が
欠
け
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
少
な

く
と
も
そ
の
点
が
不
明
確
で
あ
る
。
正
当
化
水
準
の
低
さ
が
、
こ
の
点
に
露
呈
し
て
い
る
。（S.４４０.

）
結
論
と
し
て
、
大
学
の
自
治

権
な
い
し
（
国
と
の
）
協
働
領
域
で
の
（
共
同
）
決
定
権
な
い
し
は
単
な
る
助
言
権
を
越
え
る
権
限
を
大
学
理
事
会
に
与
え
る
ラ
ン
ト

法
の
規
定
、
あ
る
い
は
以
前
は
国
の
任
務
で
あ
っ
た
事
項
の
権
限
を
大
学
理
事
会
に
与
え
る
ラ
ン
ト
法
の
規
定
は
違
憲
と
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
れ
が
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
主
張
で
あ
る
。

３．

「
目
標
、
業
績
協
定
」
と
民
主
的
正
当
化
に
つ
い
て
―
―
。
国
（
ラ
ン
ト
）
と
大
学
、
大
学
と
部
局
と
の
間
で
一
定
期
間
に
わ

た
り
業
績
（
国
は
予
算
措
置
を
と
る
）
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
、
近
年
の
顕
著
な
動
向
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
古
典
的
な
行
政
の
ヒ

コ
ー
オ
ペ
ラ
チ
オ
ー
ン

エ
ラ
ル
ヒ
ー
構
造
を
「
協

働
」
関
係
に
変
え
る
こ
と
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
民
主
的
正
当
化
と
の
関
係
で
、
緊
張
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が
生
ず
る
。「
鎖
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
民
主
的
正
当
性
は
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
前
提
と
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。（S.４８５.

）

さ
て
、
各
ラ
ン
ト
の
大
学
関
係
法
に
よ
り
つ
つ
結
ば
れ
る
目
標
協
定
の
内
容
は
広
範
囲
に
及
び
う
る
。
原
則
と
し
て
、
大
学
の
自
治

権
、（
国
と
の
）
協
働
任
務
、
国
の
任
務
の
全
領
域
に
わ
た
り
う
る
。
目
標
協
定
に
よ
っ
て
大
学
の
自
治
権
さ
え
も
が
規
律
さ
れ
う
る
、

と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
は
重
要
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
大
学
関
連
法
、
連
邦
の
大
学
大
綱
法
に
も
、
こ
の
点
を
効
果
的
に
制
約
す
る
規
定
は

見
ら
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
大
学
教
員
の
学
問
の
自
由
、
研
究
・
教
授
の
自
由
が
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
多
大
な
影
響
を
蒙
る
こ
と
が

あ
り
え
、
こ
こ
に
基
本
権
侵
害
の
可
能
性
が
宿
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
目
標
・
業
績
協
定
が
有
効
に
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
、
ま
た
は
そ
れ
ら
の
目
標
・
業
績
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、

い
か
な
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
発
動
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
も
各
ラ
ン
ト
大
学
関
連
法
が
規
定
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
が
達
成
さ
れ
た

か
否
か
を
誰
が
判
定
す
る
か
の
規
定
は
、
皆
無
に
等
し
い
。
と
す
る
と
、
勢
い
、
そ
の
点
の
判
断
権
は
国
（
ラ
ン
ト
）
側
に
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
協
定
不
成
立
の
場
合
に
は
、
ラ
ン
ト
に
よ
っ
て
は
大
学
に
対
し
て
目
標
に
つ
い
て
の
指
示
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
学
は
た
だ
意
見
を
聴
取
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。（S.４７１.

）

さ
ら
に
、
民
主
的
正
当
化
に
と
っ
て
議
会
の
予
算
権
が
重
要
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（S.４８６.

）
若
干
の
ラ
ン
ト
大
学

法
で
は
正
当
に
も
、
予
算
を
伴
う
目
標
協
定
に
は
議
会
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
規
定
が
な
い
ラ
ン

ト
の
場
合
に
は
、
問
題
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
同
意
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
該
協
定
が
執
行
さ
れ
う
る
と
い
う
様
に
解
釈
さ
れ
る

べ
き
だ
、
と
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
提
言
し
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
議
会
の
承
認
・
同
意
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
ラ
ン
ト
と
大
学
と
の
目

標
協
定
の
期
間
は
立
法
期
よ
り
も
長
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

目
標
協
定
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
、
そ
の
法
的

（
２３
）

性
格
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
論
ず
る
べ
き
こ
と
が
多
々
あ
る
。
全
体
と
し
て
、
ク
ラ
ウ

ス
ニ
ッ
ク
は
目
標
協
定
が
大
学
自
治
の
強
化
に
は
連
が
り
難
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
目
標
協
定
を
め
ぐ
っ
て
は
国
が

（
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〇
）
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有
利
な
地
位
を
保
ち
、
大
学
に
と
っ
て
は
せ
い
ぜ
い
長
い
も
の
に
は
巻
か
れ
よ
式
の
「
い
か
が
わ
し
い
妥
協
」
で
し
か
な
い
と
の
激
越

な
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。（S.４９６.

）
そ
れ
に
よ
る
と
、
通
常
の
公
法
上
の
契
約
な
ら
ば
、
大
学
が
こ
れ
程
に
国
側
に
一
方
的
に
有

利
な
約
束
事
を
飲
ま
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
目
標
協
定
に
は
言
わ
ば
、
い
つ
で
も
「
偽
装
さ
れ
た
指
示
」
に
転
化
す
る
危
険
性
が
内
蔵

し
て
い
る
。
目
標
協
定
に
よ
っ
て
大
学
自
治
が
強
化
さ
れ
、
国
の
大
学
へ
の
影
響
力
が
小
さ
く
な
る
は
ず
だ
と
説
か
れ
て
き
た
が
、
そ

の
実
、
国
の
影
響
力
を
以
前
に
も
増
し
て
強
化
す
る
手
段
で
あ
る
、
と
論
定
す
る
の
で

（
２４
）

あ
る
。

Ⅵ．

「
保
障
国
家
」
と
私
立
大
学

わ
が
国
で
私
立
大
学
が
果
た
し
て
き
た
役
割
に
は
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
現
代
ド
イ
ツ
で
も
、
私
立
大
学
の
数
が
増
え
つ
つ
あ
り
、

そ
の
地
位
も
徐
々
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
私
立
大
学
を
め
ぐ
り
幾
つ
も
の
問
題
点
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
が
言
及
し

て
い
る
も
の
の
な
か
か
ら
二
つ
だ
け
取
り
上
げ
た
い
。

１．

「
保
障
国
家
」
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
私
立
大
学
は
（
財
政
）
助
成
の
請
求
権
を
も
つ
か
？

言
わ
ゆ
る
給
付
権
（
な
い
し
参

与
権
）
の
根
拠
・
性
格
を
め
ぐ
る
問
い
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
基
本
法GG

の
基
本
権
か
ら
直
接
に
始
原
的
な
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
通

説
と
同
様
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
も
否
定
的
で
あ
る
。（S.３５３.

）
以
前
の
裁
判
例
で
は
連
邦
行
政
裁
が
基
本
法
七
条
四
項
（
私
立
「
学

校
」
設
立
の
権
利
）
か
ら
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
た
が
（BV

erw
GE２３,３４７

（３４９f.

）,２７,３６０

（３６２ff.

））、
連
邦
憲
法
裁
は
こ
の
見
解

に
与
し
て
は
い
な
い
。（E７５,４０

（６１ff.

）,E９０,１０７

（１１５

））
国
に
は
、
個
人
の
学
問
の
自
由
が
効
果
的
に
行
使
す
べ
く
学
問
施
設
を

提
供
す
る
義
務
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
義
務
を
い
か
に
実
現
す
べ
き
か
は
基
本
法
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
、
と
言
う
の
で

（
２５
）

あ
る
。

し
か
し
、
始
原
的
給
付
権
な
る
も
の
が
否
定
さ
れ
る
に
し
て
も
、
国
か
ら
の
助
成
が
な
さ
れ
う
る
こ
と
―
―
及
び
、
な
さ
れ
て
い
る
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こ
と
―
―
に
つ
い
て
は
異
存
が
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
有
意
な
助
成
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
際
、
一
定
の
憲
法
条
件
が
満
た
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
ⅰ
資
源
（
金
）
配
分
に
つ
き
一
般
的
平
等
（
基
本
法
三
条
一
項
）
が
遵
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
近
年
の
「
新

定
式
」
に
よ
る
と
単
な
る
恣
意
禁
止
の
意
で
は
な
く
、
比
例
原
則
を
も
ク
リ
ア
ー
す
る
も
の
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
か
よ
う
に
、
現

行
の
助
成
「
制
度
」
の
枠
内
で
、
各
私
立
大
学
に
は
派
生
的
な
配
分
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ⅱ
そ
も
そ
も
助
成
対
象
と
な

り
う
る
私
立
大
学
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
営
む
学
問
活
動
の
「
善
し
・
悪
し
」
を
理
由
と
し
て
配
分
の
差
別
を
設
け
る
こ
と
は
、
基
本

法
五
条
三
項
一
文
か
ら
許
さ
れ
な
い
。
私
立
大
学
に
お
け
る
学
問
の
自
律
（
立
）
性
が
踏
み
に
じ
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

放
送
に
関
す
る
番
組
の
中
立
性
と
同
様
に
、
国
が
助
成
を
介
し
て
私
立
大
学
に
影
響
力
を
ふ
る
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
は
宿
命

的
な
問
題
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
私
立
大
学
設
立
の
自
由
（
基
本
法
一
二
条
一
項
、
同
二
条
一
項
）
及
び
大
学
教
員

の
学
問
の
自
由
（
同
五
条
三
項
一
文
）
が
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
こ
の
点
は
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
特
徴
的
な
見
解
で
あ
る

が
、
公
法
上
の
放
送
と
違
っ
て
私
立
大
学
は
ほ
ぼ
完
全
に
市
場
・
資
本
を
志
向
し
て
お
り
、
国
か
ら
の
資
金
助
成
へ
の
依
存
度
は
小
さ

い
。
そ
こ
で
、
国
か
ら
の
私
立
大
学
へ
の
助
成
は
、
必
ず
し
も
放
送
料
金
決
定
手
続
と
同
じ
様
に
、
国
か
ら
自
由
な
手
続
で
な
さ
れ
る

べ
き
必
要
は
な
い
。
国
か
ら
の
助
成
、
そ
れ
の
背
後
に
あ
る
大
学
政
策
の
目
的
が
、
私
立
大
学
設
立
の
自
由
及
び
大
学
教
員
の
学
問
の

自
由
を
尊
重
し
て
、
こ
れ
ら
と
合
理
的
に
両
立
し
て
お
り
、
比
例
原
則
に
対
す
る
明
白
な
違
反
が
な
け
れ
ば
合
憲
で
あ
る
、
と
言
う
。

（S.３５５f.

）

勿
論
、
資
源
（
金
）
は
有
限
で
あ
る
か
ら
、
大
学
助
成
に
つ
い
て
は
経
済
性
（
節
約
、
緊
縮
性
）
を
旨
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

基
本
法
五
条
三
項
一
文
の
客�

観�

法�

的�

側�

面�

と
し
て
学�

問�

の�

多�

元�

性�

を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
国
立
大
学
へ
の
助
成
が
犠
牲
に
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
、
と
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
が
釘
を
さ
す
の
が
、
こ
の
論
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。（S.３５７.

）
こ
の
見
解
は
、
私
立
大
学
の
專
門

分
野
（
学
部
）
の
広
が
り
（
幅
）
が
一
般
的
に
市
場
志
向
の
た
め
に
限
定
的
で
あ
る
と
し
て
、
学
問
の
多
様
性
を
守
る
に
は
国
立
大
学

（
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を
維
持
す
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
、
と
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
私
立
大
学
へ
の
助
成
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
法
曹
・
聖
職

者
ま
で
一
定
の
社
会
的
職
業
養
成
の
た
め
に
国
の
制
度＝

国
立
大
学
の
負
担
を
軽
減
し
う
る
か
ど
う
か
も
重
要
な
考
慮
要
素
で
あ
る
と

す
る
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
付
言
に
も
特
徴
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
思
う
に
、「
学
校
」
に
つ
い
て
公
立
学
校
が
本
則
で
あ
り
私
立
学
校

が
そ
の
「
代
替
」
と
し
て
許
容
さ
れ
る
（
基
本
法
七
条
四
項
）
こ
と
と
の
類
比
で
、
大
学
は
国
立
が
本
則
で
私
立
大
学
は
そ
の
付
則
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
思
考
が
、
ド
イ
ツ
の
公
法
学
説
に
は
尚
も
堅
固
に
沈
澱
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
で
あ

（
２６
）

ろ
う
。

２．

私
立
大
学
と
国
立
大
学
の
関
係
に
つ
い
て
―
―
。
今
日
の
ド
イ
ツ
で
の
私
立
大
学
の
増
加
動
向
を
目
し
て
、
二
元
的
放
送
制
度

に
な
ら
っ
て
「
二
元
的
大
学
制
度
」
と
い
う
表
現
も
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
私
立
大
学
の
数
が
増
え
て
そ
の
意
義
も

大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
放
送
の
分
野
と
同
じ
意
味
で
「
二
元
制
」
を
語
る
の
は
的
は
ず
れ
で
あ
る
。
国
立
大
学
と
私

立
大
学
と
の
配
分
割
合
は
ま
だ
対
等
の
関
係
に
は
至
っ
て
い
な
い
、
と
し
て
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
否
定
的
で
あ
る
。
放
送
の
世
界
で
は
、

公
共
放
送
も
民
間
放
送
も
視
聴
者
に
と
っ
て
違
い
は
な
く
、
い
ず
れ
の
番
組
編
成
も
、
連
邦
憲
法
裁
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
多
様

性
（E８３,２３８

（２９７ff.

）,E５７,２９５

（３２４

））
を
満
た
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
国
立
大
学
と
私
立

大
学
と
の
相
異
は
顕
著
で
あ
る
。
私
立
大
学
は
学
生
の
将
来
の
職
業
的
成
功
を
売
り
に
し
て
、
そ
の
た
め
の
科
目
を
配
置
し
、
全
体
と

し
て
や
は
り
経
済
市
場
を
志
向
し
て
い
る
。
国
立
大
学
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
精
神
科
学
、
社
会
科
学
の
大
半
は
、
私
立
大
学
の
学
生

か
ら
す
れ
ば
ど
う
で
も
よ
い
科
目
で
し
か
な
い
。
言
わ
ば
「
不
採
算
科
目
」
を
提
供
す
る
こ
と
が
、
国
立
大
学
の
責
務
・
存
在
理
由
で

さ
え
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
大
学
に
と
っ
て
伝
統
的
な
「
研
究
」
と
「
教
授
」
の
一
体
性
は
、
動
揺
し
つ
つ
も
、
国
立
大
学
で
は
尚

も
基
本
的
に
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
私
立
大
学
に
と
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
自
明
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
教

授
」
に
傾
斜
す
る
の
が
、
多
く
の
私
立
大
学
の
現
状
で
あ
る
。（S.３５８.

）

放
送
と
の
比
較
が
さ
ら
に
続
く
―
―
。
放
送
の
世
界
で
民
間
放
送
の
視
聴
料
が
全
体
の
８０
％
を
占
め
る
に
対
し
、
私
立
大
学
は
ド
イ
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ツ
の
大
学
全
体
の
２０
％
弱
で
し
か
な
い
（
学
費
ベ
ー
ス
で
は
２
〜
３
％
程
度
で
あ
る
。）
勿
論
、
国
立
大
学
で
も
授
業
料
徴
収
が
解
禁

さ
れ
、
そ
れ
だ
け
国
立
大
学
も
そ
の
魅
力
を
よ
り
積
極
的
に
発
信
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
様
に
な
り
、
そ
の
競
争
相
手
と
し
て
私
立
大

学
の
意
義
も
高
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
既
に
触
れ
た
と
こ
ろ
の
一
般
行
政
レ
ヴ
ェ
ル
の
「
私
化
」「
民
営
化
」
の
動
向
が
国
立
大
学
に

も
波
及
し
て
、
国
立
大
学
と
私
立
大
学
と
の
接
近
化
が
指
摘
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

以
上
、
仮�

に�

「
二
元
的
大
学
制
度
」
に
つ
い
て
語
り
う
る
に
し
て
も
、
諸
々
の
要
素
を
考
慮
す
る
と
、
二
元
的
放
送
制
度
に
求
め
ら

れ
て
い
る
「
公
法
上
の
基
本
提
供
」
が
果
た
し
て
大
学
の
領
域
に
も
転
用
す
る
の
が
説
得
的
か
は
疑
わ

（
２７
）

し
い
、
と
い
う
の
が
ク
ラ
ウ
ス

ニ
ッ
ク
の
見
解
で
あ
る
。（S.３６０.

）
同
様
に
、「
文
化
国
家
委
託
」
概
念
や
「
知
識
社
会
」W

issensgesellschaft

へ
の
展
開
と
い
う

こ
と
に
依
拠
し
て
、
放
送
の
二
元
制
と
ほ
ぼ
パ
ラ
レ
ル
に
大
学
に
つ
い
て
論
じ
る
例
が
、
Ｍ
・
フ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
所
論
に
見
ら
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
点
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
自
体
が
不
明
確
で
あ
る
と
し
て
、
む
し
ろ
端
的
に
学
問（
の
多
元
性
・
多
様
性
）を
守
る
国
の「
保

障
義
務
」Gew

ährleistungspflicht
に
つ
い
て
論
じ
る
方
が
有
効
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
に
よ
っ
て
対
置
さ
れ

て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
本
書
全
体
を
通
底
す
る
「
保
障
国
家
」
論
に
見
合
っ
た
主
張
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
果
た
し
て
国
の
（
基

本
権
）「
保
護
義
務
」
と
ど
こ
が
違
う
の
か
。
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る

（
２８
）

の
か
。
ま
た
、
遺
憾
な
が
ら
文
化
国
家
・
知
識
社
会

論
に
依
拠
す
る
二
元
的
大
学
制
度
に
対
し
て
、
い
か
な
る
点
で
有
意
で
あ
る
か
も
十
分
に
は
究
明
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＊

＊

＊

以
上
、
Ｄ
・
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
大
著
「
保
障
国
家
に
お
け
る
国
家
と
大
学
」
へ
の
読
書
ノ
ー
ト
を
や
や
詳
し
く
し
た
た
め
た
次
第

で
あ
る
。
と
く
に
、
大
学
の
民
主
的
正
当
化
論
に
焦
点
を
当
て
た
の
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
国
家
権
力
一
般
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
理
論
が
、

わ
が
国
で
は
国
家
（
権
力
）
か
ら
原
理
的
に
自
由
な
領
域
で
あ
る
と
さ
れ
る
大
学
の
領
域
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
興
味
を

も
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
国
の
行
政
施
設
（
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
）
と
し
て
の
性
格
を
も
ド
イ
ツ
の
国
立
大
学
は
も
つ
の
で
、
こ
の
側
面
に

（
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つ
い
て
―
―
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
流
の
―
一
元
的
民
主
的
正
当
化
論
が
適
用
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
限
り
で
は
分
か
り
易
い
。
だ
が
、
ド

イ
ツ
の
（
国
立
）
大
学
に
は
も
う
一
つ
「
公
法
上
の
社
団
」
と
い
う
顔
が
あ
る
（
連
邦
大
学
大
綱
法
五
八
条
一
項
、
尚
、
さ
ら
に
「
別

の
法
形
態
」
を
も
採
り
う
る
。）
こ
ち
ら
の
側
面
こ
そ
が
大
学
の
第
一
の
顔
で
あ
ろ
う
。
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
と
違
っ
て
こ
の
側
面
に
つ

い
て
は
一
層
強
く
、
国
家
か
ら
の
自
由
が
要
請
さ
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
、
ド
イ
ツ
の
通
説
で
は
、
こ
の
側
面
で
も
民
主
的
正

当
化
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
の
所
論
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
大
学
自
治
な
り
、
学
問

の
自
由
な
り
の
学
説
と
し
て
は
、
寡
聞
に
し
て
聞
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
本
文
で
も
触
れ
た
Ｍ
・
イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
所

説
の
方
が
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
大
学
自
治
・
学
問
の
自
由
の
解
釈
に
と
っ
て
有
意
な
も
の
―
―
あ
る
い
は
自
明
の
も
の
―
―
と
し

て
受
け
容
れ
ら
れ
易
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
の
是
非
は
と
も
か
く
、
日
独
の
憲
法
理
解
に
お
い
て
、
大
学
と
国
家
権
力
、
大
学
自
治
と
民
主
的
正
当
化
の
関
係
の
把
握

に
か
く
も
大
き
な
落
差
―
―
そ
れ
は
あ
る
い
は
逆
向
き
の
理
解
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
―
―
が
見
ら
れ
る
の
は
何

故
で
あ
ろ
う
か
。
広
く
は
文
化
・
文
化
的
基
本
権
と
国
家
の
関
係
の
把
握
の
相
違
、
市
民
社
会
と
国
家
の
関
係
の
理
解
の
相
違
、
よ
り

特
定
的
に
は
、
両
国
に
お
け
る
学
問
の
自
由
・
大
学
自
治
の
歴
史
的
展
開
の
相
違
が
、
そ
の
こ
と
の
背
後
に
控
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

今
日
の
国
家
が
大
学
・
学
問
に
関
し
て
果
た
す
べ
き
責
任
と
は
い
か
な
る
べ
き
か
と
い
う
喫
緊
の
課
題
に
肉
迫
し
よ
う
と
す
る
力
作
に

対
し
て
、
遺
憾
な
が
ら
、
通
り
一
遍
の
感
想
を
も
っ
て
ペ
ン
を
擱
か
ざ
る
を
え
な
い
。

注（
１
）
拙
稿
「
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
、
教
授
の
自
由
」
高
岡
法
学
二
八
号
、「
近
年
ド
イ
ツ
に
お
け
る
、『
大
学
自
治
』
の
判
例
法
理
」
駿
河

台
法
学
二
六
巻
一
号
、「
大
学
自
治
・
制
度
的
保
障
論
・
客
観
的
価
値
決
定
論
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
・
対
話
と
憲
法
理
論
に
所
収
。

１５４ 駿河台法学 第３０巻第２号（２０１７）
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（
２
）
こ
の
ハ
ビ
リ
タ
チ
オ
ー
ン
（
教
授
資
格
請
求
論
文
）
が
出
来
上
が
る
に
際
し
て
、
M.-

E.
ガ
イ
ス
、
Ｍ
・
イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
、
さ
ら
に
Ｋ
・

Ｆ
・
ゲ
ル
デ
ィ
ッ
ツ
ら
（
大
学
）
自
治
や
行
政
組
織
法
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
発
言
し
て
き
た
学
者
達
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。D

.K
.,

V
orw

ort.
（
３
）
こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、V

gl.T
h.O

pperm
ann,in;H

dSR.,Bd.６
２

（２００１

）,Rn.１９.

勿
論
、
こ
の
両
者
が
緊
密
に
絡
み

合
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、T

h.Gro�
,D

öV
１９９９,S.８９５ff.

（９００.

）

（
４
）
拙
稿
、
高
岡
法
学
二
八
号
、
九
頁
以
下
な
ど
。

（
５
）EU

に
は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
宣
言
を
義
務
づ
け
る
権
限
は
な
い
、
と
す
る
の
は
、P.M

.H
uber,ZRP

２００７,S.１８９ff

ま
た
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ

宣
言
は
あ
く
ま
で
も
政
治
的
文
書
で
あ
っ
て
法
的
に
義
務
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
当
局
が
強
迫
観
念
に
駆
ら
れ
て
一
挙
に
、
学

士
―
修
士
課
程
に
転
換
し
よ
う
と
し
た
点
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、B.K

em
pen,D

V
BL

２００５,S.１０８５.

（
６
）
「
保
障
国
家
」
に
つ
き
、
参
照
、
山
田
洋
「『
保
障
国
家
』
と
は
何
か
」
法
律
時
報
８１
巻
６
号
、
高
橋
明
男
「
保
障
国
家
に
お
け
る
法
律

の
役
割
」
法
律
時
報
８１
巻
１１
号
。

（
７
）
国
の
行
政
責
任
一
般
に
つ
き
、V

gl.R.Scholz,V
V
D
StRL

３４

（１９７６

）,S.１４５ff.

（１４９ff.

）,E.Schm
idt-A�

m
ann,V

V
D
StRL

３４

（１９７６

）,S.２２１ff.

（２２９ff.

）

（
８
）
参
照
、
鈴
木
秀
美
・
放
送
の
自
由
九
二
頁
以
下
。

（
９
）
旧
拙
稿
・
高
岡
法
学
二
八
号
で
取
材
し
た
「
学
問
の
自
由
か
、
そ
れ
と
も
研
究
の
自
由
・
教
授
の
自
由
か
？
」
と
い
う
近
年
の
争
点
に

ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
関
説
し
て
い
る
。「
学
問
の
自
由
よ
、
さ
ら
ば
」、
今
後
は
「
研
究
の
自
由
」
と
「
教
授
の
自
由
」
各
々
の
「
保
障
内
容
」

を
明
確
に
す
る
基
本
権
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
を
提
言
し
た
の
が
、
A.-
K.
カ
ウ
フ
ホ
ー
ル
ト
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
学
問
」
が
明
記
さ

れ
て
い
る
点
（
文
言
）
と
体
系
的
解
釈
の
視
点
か
ら
、
基
本
法
で
は
や
は
り
「
学
問
の
自
由
」
は
無
化
さ
れ
え
な
い
と
言
う
の
が
、
ク
ラ
ウ

ス
ニ
ッ
ク
の
見
解
で
あ
る
。
学
問
の
自
由
が
第
一
に
―
―
何
よ
り
も
―
―
保
障
さ
れ
る
べ
き
場
が
大
学
で
あ
り
、
大
学
に
お
い
て
は
伝
統
的

に
研
究
と
教
授
が
一
体
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
き
た
の
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。D

.K
.,S.８９ff.

（
三
六
）
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（
１０
）
拙
稿
・
駿
河
台
法
学
二
六
巻
一
号
、
栗
島
智
明
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
年
の
大
学
改
革
と
学
問
の
自
由
」
法
学
政
治
学
研
究
一
〇
三
号

二
三
三
頁
以
下
。

（
１１
）
前
引
拙
稿
で
取
材
し
た
ゲ
ル
デ
ィ
ッ
ツ
が
強
調
し
て
い
た
点
で
も
あ
っ
た
。

（
１２
）
そ
の
他
に
「
侵
害
」
概
念
の
拡
張
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
言
わ
ゆ
る
「
規
範
存
続
保
障
」
―
―
わ
が
国
で
言
わ
れ
る
制
度
後
退
禁
止
と
接

点
を
も
つ
―
―
も
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
侵
害
概
念
を
広
げ
て
し
ま
う
と
憲
法
異
議
の
乱
発
を
誘
発
す
る
恐
れ
が
あ
る
、

と
し
て
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
否
定
的
で
あ
る
。D

.K
.,S.１３５f.

（
１３
）H

.H
.T

rute,D
ie

Forschung
zw

ischen
grundrechtlicher

Freiheitund
staatlicher

Institutionalisierung,１９９４,S.２８０ff.

（
１４
）
尚
、
二
〇
〇
七
―
〇
八
年
に
か
け
てH

RG

撤
廃
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
の
連
邦
法
に
は
、
大
学
自
治
を
保
障
す
る
規
定
が
あ
る
（
五
八
条

一
項
）。
仮
に
こ
の
撤
廃
案
が
可
決
さ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
ラ
ン
ト
憲
法
上
の
大
学
自
治
保
障
の
意
義
が
強
ま
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ

の
逆
は
無
か
っ
た
。
逆
に
、
ラ
ン
ト
憲
法
に
よ
る
大
学
自
治
保
障
規
定
が
な
い
ラ
ン
ト
の
場
合
、H

RG

が
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
基
本
法

三
一
条
（
連
邦
法
は
ラ
ン
ト
法
を
破
る
旨
の
規
定
）
を
介
し
て
の
大
学
自
治
保
障
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
基
本
法
五
条
三
項
か
ら
も
、
大

学
自
治
は
看
取
し
え
な
い
。D

.K
.,S.１７４f.,１６６f.

（
１５
）K

.F.Gärditz,H
ochschulorganisation

und
verw

altungsrechtliche
System

bildung,２００９,S.６２３

―６２８.

も
っ
と
も
、
拙
稿
・

駿
河
台
法
学
二
六
巻
一
号
で
紹
介
し
た
様
に
、
ゲ
ル
デ
ィ
ッ
ツ
は
、
こ
の
大
著
公
刊
後
の
二
つ
の
裁
判
例
に
学
問
の
自
由
の
「
組
織
法
的
次

元
」
を
真
摯
に
受
け
と
め
る
方
向
性
が
看
取
し
う
る
、
と
し
て
い
た
。
そ
の
二
つ
の
裁
判
例
と
は
、
連
邦
行
政
裁BV

erw
GE１３５,

２８６＝

ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
大
学
法
事
件
判
決
と
、
連
邦
憲
法
裁BV

erfGE１２７,８７＝

ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
法
違
憲
宣
言
決
定
で
あ
る
。

か
の
「
ザ
・
大
学
判
決
」
に
よ
っ
て
制
度
的
思
考
が
封
印
さ
れ
た
と
し
て
肯
定
的
に
受
け
と
め
て
、
ゲ
ル
デ
ィ
ッ
ツ
と
同
様
に
ト
ゥ
ル
ー

テ
も
改
め
て
学
問
の
自
由
が
何
よ
り
も
個
人
の
基
本
権
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
そ
の
う
え
で
、
従
来
の
制
度
的
保
障
論
が
目
指
し
て

き
た
こ
と
は
基
本
権
の
客
観
法
的
次
元
―
―
と
り
わ
け
、
組
織
・
手
続
的
次
元
、
給
付
権
的
次
元
―
―
で
対
処
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
方

向
が
示
さ
れ
る
。H

.H
.T

rute,a.a.O
.,S.２６５ff.

（２７５f.

）

１５２ 駿河台法学 第３０巻第２号（２０１７）
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（
１６
）U

.M
ager,Einrichtungsgarantien:Entstehung,W

urzeln,W
andlungen,und

grundgesetzgem
ä�

e
N
eubestim

m
ungen

einer
dogm

atischen
Figur

des
V
erfassungsrechts, ２００３,S.２８０f.

（
１７
）
ラ
ン
ト
憲
法
上
の
大
学
自
治
を
「
制
度
的
保
障
」
と
解
し
て
、
そ
の
「
文
化
国
家
」
的
意
義
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、J-D

.
K
ühne,

D
öV

１９９７,S.１ff.

そ
れ
に
よ
る
と
、
ラ
ン
ト
憲
法
上
の
大
学
自
治
の
制
度
的
保
障
は
、
連
邦
憲
法
裁
が
基
本
法
五
条
三
項
に
つ
い
て
説
示

す
る
客
観
法
的
内
容
と
い
う
も
の
よ
り
も
広
く
解
さ
れ
る
、
と
言
う
。（S.５f.

）

（
１８
）
拙
稿
「
自
由
国
家
の
法
律
と
、
E.-

W.
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
憲
法
学
」
高
岡
法
学
一
二
巻
一
号
一
七
頁
以
下
（
六
五
頁
以
下
。）
尚
、
参

照
、
高
橋
雅
人
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
の
民
主
的
正
当
化
論
の
一
断
面
」
早
稲
田
法
学
会
誌
五
九
巻
一
号
二
九
五
頁
以
下
、
同
「
民
営
化

に
お
け
る
多
元
的
行
政
の
民
主
的
正
当
化
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
、
政
治
変
動
と
憲
法
理
論
七
七
頁
以
下
。

（
１９
）H

.H
.T

rute,a.a.O
.,S.２２８.

（
２０
）
実
は
、
こ
の
部
分
の
説
示
に
つ
い
て
も
批
判
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
公
け
の
任
務
遂
行
の
効
果
向
上
お
よ
び
「
経
営
平
和
」
と
い
う
目

的
に
よ
っ
て
、
全
て
の
国
家
権
力
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
は
ず
の
基
本
法
二
〇
条
二
項
が
免
除
さ
れ
、
そ
れ
が
容
易
に
正
当
化
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
憲
法
裁
の
本
件
決
定
に
よ
っ
て
は
、
労
働
者
代
表
が
い
か
な
る
根
拠
か
ら
理
事
会
に
参
加
で
き
る
か
が
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

肩
す
か
し
だ
、
と
。P.U

nruh,JZ
２００３,S.１０６１ff.

（１０６３.

）

（
２０a

）K
.F.Gärditz,a.a.O

.,S.４０３.

こ
の
点
と
の
関
連
で
、
民
主
的
正
当
化
論
の
「
多
元
型
モ
デ
ル
」
の
所
説
に
つ
い
て
参
照
、
高
橋
雅
人
・

前
掲
（
早
稲
田
法
学
会
誌
）
論
文
。

（
２１
）
拙
論
・
駿
河
台
法
学
二
六
巻
一
号

（
２２
）
二
〇
〇
九
年
の
、
か
の
連
邦
行
政
裁
判
決
以
前
の
論
稿
で
、
Ｍ
・
ブ
ラ
ウ
ク
マ
ン
も
、
仮
に
財
団
理
事
会
の
設
置
が
民
主
的
に
正
当
化

さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
活�

動�

が
同
様
に
正
当
化
し
う
る
か
は
疑
問
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
、
担
当
大

臣
部
局
に
よ
る
專
門
監
督
の
欠
如
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
第
二
に
、
大
学
内
部
の
問
題
と
し
て
は
、
当
事
者＝

大
学
構
成
員
が
関
与
す
る
水

準
が
低
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。M

.Braukm
ann,JZ

２００４,S.６６２ff.
然
る
に
そ
の
後
、
拙
稿
で
も
紹
介
し
た
通
り
連
邦
行
政
裁
は
、

（
三
八
）
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こ
の
種
の
疑
念
に
対
し
て
合
憲
限
定
解
釈
を
も
っ
て
処
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
２３
）R.U

erpm
ann,JZ

１９９９,S.６４４ff.,

（６４９

）
に
よ
れ
ば
、
行
政
法
上
の
契
約
と
さ
れ
る
。

（
２４
）
大
学
が
国
家
に
飲
み
込
ま
れ
な
い
た
め
に
も
、
次
の
点
の
認
識
が
肝
要
で
あ
ろ
う
―
―
。
自
治
団
体
（
公
法
上
の
社
団
）
と
し
て
の
大

学
と
国
と
の
協
定
は
、
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
（
国
の
行
政
施
設
、
造
営
物
）
―
―
例
え
ば
ラ
ン
ト
の
交
通
局
―
―
と
国
と
の
協
定
と
は
区
別
さ

れ
る
べ
き
だ
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。R.U

erpm
ann,a.a.O

.,S.６４９.

（
２５
）
同
旨
と
し
て
、M

.N
ettesheim

,D
V
BL

２００５,S.１０７２

（１０８０

）.

（
２６
）
ド
イ
ツ
の
憲
法
教
科
書
や
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
は
概
し
て
、
私
立
大
学
へ
の
言
及
が
今
で
も
少
な
い
。
一
つ
の
例
で
は
あ
る
が
、

代
表
的
な
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
な
か
で
Ch.
シ
ュ
タ
ー
ク
は
次
の
樣
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
―
―
。
私
立
大
学
（
及
び
教
会
立
大
学
）
が
国
か

ら
承
認
を
受
け
る
に
は
、
水
準
や
分
野
の
多
様
性
に
関
し
て
国
の
法
律
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
が
国
の
助
成
を
受
け

う
る
に
は
、
研
究
対
象
や
水
準
の
点
で
公
け
の
福
祉
の
視
点
か
ら
、
国
立
の
大
学
等
に
対
し
て
有
意
な
補
完
者
の
役
割
を
果
た
し
、
相
応
の

数
の
学
生
を
教
育
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。Ch.Starck,in:von

M
angoldt／K

lein／ders.,Rn.４０４.

（
２７
）
し
か
も
、
ク
ラ
ウ
ス
ニ
ッ
ク
は
そ
れ
が
最
小
限
の
提
供
と
い
う
よ
う
に
解
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
だ
、
と
指
摘
し
て
い

る
。D

.K
.,S.３６０.

（
２８
）
「
保
障
国
家
」
を
支
持
す
る
様
々
の
理
由
が
あ
る
と
し
て
、「
保
障
行
政
法
」
の
確
立
が
期
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
言
う
の
は
、F.

Schoch,
N
V
w
Z

２００８,S.２４１ff.

保
障
国
家
は
、「
最
小
国
家
」
と
同
視
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、「
存
在
配
慮
」
か
ら
国
が
完
全
に
身
を
引
く
こ
と
は

基
本
法
上
は
許
容
さ
れ
な
い
、
と
す
る
。（S.２４７.

）
シ
ョ
ッ
ホ
に
よ
れ
ば
、
実
定
（
憲
）
法
に
規
定
さ
れ
た
領
域
ご
と
の
国
の
保
障
義
務
（
基

本
法
八
七
ｄ
、
八
七
ｅ
、
八
七
ｆ
―
―
航
空
交
通
・
鉄
道
・
郵
便
と
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
と
基
本
権
保
護
義
務
と
が
「
保
障
法
」

の
基
礎
で
あ
る
。（S.２４４.

）

（
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
〇
日
脱
稿
）
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）


