
は
じ
め
に

制
度
保
障
論
の
内
容

日
制
度
保
障
の
趣
旨

口
制
度
の
概
念

口
保
障
対
象
と
し
て
の
制
度

四
制
度
保
障
の
効
果
ー
政
治
的
統
制

固
制
度
保
障
の
効
果
ー
裁
判
統
制

制
度
保
障
の
限
界

目

次

制
度
保
障
に
つ
い
て

五 四

曰
基
本
権
へ
の
限
定

口
自
由
権
と
制
度
保
障

口
権
利
と
制
度
保
障

四
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
と
制
度
保
障

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
制
度
保
障

（
制
度
保
障
論
採
用
の
条
件

口
制
度
保
障
条
項
の
一
般
的
論
点

む
す
び

高

橋

ニ
ニ
七

正

俊
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る
な
ら
、

い
て
は
、

制
度
保
障
論
は
、
日
本
の
憲
法
解
釈
に
お
い
て
通
説
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
今
日
で
は
、
最
高
裁
の
判
例
に
も
採
用

さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
概
念
内
容
に
つ
い
て
は
、
細
部
は
と
も
か
く
、
「
制
度
的
保
障
の
理
論
の
骨
格
そ
の
も
の
に
つ

ほ
ぼ
共
通
の
見
解
が
見
ら
れ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

が
多
い
。
ま
た
、

そ
の
共
通
の
見
解
と
さ
れ
る
も
の
を
検
討
し
て
も
、
何
故
そ
の
よ
う
な
見
解
が
と
ら
れ
る
の
か
判
然
と
し
な
い
部
分

そ
の
理
論
展
開
も
、
十
分
煮
詰
め
ら
れ
て
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
制
度
保
障
論
に
は
、
創
唱
者
で
あ
る

(
4
)
 

C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
以
来
、
曖
昧
・
漠
然
た
る
点
が
、
今
日
で
も
多
々
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

度
的
保
障
規
定
で
あ
る
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
共
通
理
解
が
存
す
る
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
の
は
、
結
局
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
そ
う
だ
と
い
う
と
こ
ろ
の
も
の
が
制

(
5
)
 

と
評
さ
れ
る
状
況
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
懸
念
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
す
こ
ぶ
る
逆
説
的
で
あ
る
が
、
明
確
に

理
論
を
確
立
し
え
な
い
ゆ
え
に
、
権
威
に
た
よ
っ
た
共
通
見
解
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ

こ
れ
は
、
権
威
に
よ
る
受
容
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
学
問
に
と
っ
て
極
め
て
不
幸
な
こ
と
で
あ
り
、
危
険
な
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
あ
る
理
論
を
受
容
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
理
論
を
相
応
に
理
解
し
た
う
え
で
な
く
て
は
か
な
う
ま
い
。
本
稿
は
、
制
度
保

(
6
)
 

障
と
呼
ば
れ
る
理
論
を
、
明
確
で
理
解
可
能
な
も
の
に
す
る
た
め
の
一
試
論
で
あ
る
。

(
1
)
戸
波
江
一
一
「
制
度
的
保
障
の
理
論
に
つ
い
て
」
筑
波
法
政
七
号
六
六
ー
七
頁
参
照
。

(
2
)
最
判
（
大
）
昭
五
ニ
・
七
・
一
三
民
集
三
一
巻
四
号
五
三
三
頁
以
下
。

は

じ

め

に

ニ
ニ
八
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制度保障について

述
べ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

イ
マ
ー
ル
憲
法
の
人
権
保
障
部
分
た
る
基
本
権
の
体
系
的
理
解
、
お
よ
び
第
一
ー
に
、
基
本
権
へ
で
き
る
だ
け
対
立
法
部
効
力
を
賦
与
し
よ

う
と
す
る
努
力
の
相
互
作
用
の
中
で
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
制
度
保
障
の
前
提
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、

で
は
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

（高橋）

こ
の
事
情
を
す
こ
し
詳
細
に

(
3
)
川
添
利
ギ
五
叩
度
的
保
障
」
（
芦
部
他
編
『
演
習
慮
法
』
（
昭
五
九
）
所
収
）

(
4
)
例
え
ば
、
戸
波
・
前
掲
に
不
明
な
諸
論
点
の
指
摘
が
、
散
見
す
る
。

(
5
)
柳
瀬
良
幹
「
地
方
自
治
の
制
度
的
保
障
」
（
『
地
方
自
治
論
文
集
』
（
昭
四
七
）
所
収
）
：
．．
 

ニ
ー
五
頁
。

(
6
)
]
般
に
は
、
制
度
、
保
障
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
制
度
を
恕
法
保
障
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

用
語
を
採
用
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
赤
坂
正
浩
「
↓
．
つ
の
制
度
的
保
障
論
」
法
学
四
九
巻
．
号
八
．
＾
．
頁
参
照
。

端
的
に
「
制
度
保
障
」
と
い
う

制
度
保
障

(Institutionelle
G
a
r
a
n
t
i
e
,
 Institutsgarantie)

論
と
は
、
憲
法
典
の
所
謂
人
権
保
障
と
さ
れ
る
条
項
中
に
、
通
常
の

個
人
や
団
体
の
権
利
・
自
由
と
な
ら
ん
で
、
制
度
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
制
度
保
障
論
と
は
、
本
来
憲
法
条
文
の
解
釈
に
際
し
て
の
、
着
眼
点
の
指
摘
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
憲
法
上
の
必
須

的
理
論
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
憲
法
は
、

そ
の
必
要
的
構
成
要
素
と
し
て
の
人
権
条
項
に
は
、
個
人
な
い
し
団
体
の
権
利
・
自
由
が

(
2
)
 

い
か
な
る
状
況
の
も
と
で
、
制
度
保
障
と
い
う
現
象
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、

規
定
さ
れ
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

制
度
保
障
の
趣
旨

制
度
保
障
論
の
内
容

1

六
七
貞
゜

ニ
ニ
九

ヮ
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ま
制
定
さ
れ
た
た
め
、
特
に
第
二
編
「
ド
イ
ツ
人
の
基
本
権
お
よ
び
基
本
義
務
」
中
に
、
従
来
の
人
権
な
い
し
個
人
権
と
な
ら
ん
で
、
伝

統
的
な
概
念
で
は
理
解
し
え
な
い
雑
多
な
保
障
規
定
が
混
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
政
治
原
則
や
綱
領
が
規
定
さ
れ
、
は
て
は

統
治
機
構
の
条
文
が
迷
い
こ
ん
だ
場
合
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
体
系
的
理
解
を
え
る
た
め
に
は
、
基
本
権
の
合
理

的
分
類
整
理
が
、

制
度
保
障
で
あ
り
、
従
来
の
権
利
・
自
由
保
障
観
で
は
説
明
で
き
ぬ
若
干
の
条
文
が
制
度
保
障
と
さ
れ
、

す
な
わ
ち
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
以
上
の
点
を
考
慮
し
つ
つ
第
二
編
の
規
定
を
分
類
し
て
、
①
自
由
権
、
②
公
民
の
政
治
的
権
利
、
③
社

会
的
・
文
化
的
な
積
極
的
給
付
に
対
す
る
個
人
の
権
利
、
④
公
的
団
体
そ
れ
自
体
の
国
家
に
対
す
る
権
利
お
よ
び
請
求
権
、
⑤
制
度
保
障
、

⑥
現
状
保
障
と
し
た
。
そ
し
て
、
各
条
項
は
そ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
整
序
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
、

ま
ず
、
あ
る
条
項
が
制
度
保
障
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、

が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
次
に
、
制
度
保
障
と
さ
れ
た
場
合
そ
の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
ど
ん
な
関
係
が
生
じ

る
か
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
こ
れ
ら
の
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
必
ず
し
も
相
互
に
排
他
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
保
障
さ
れ
て

第
二
の
状
況
。

に
し
た
が
っ
て
、
「
法
律
留
保
」
で
あ
る
か
、

タ
ロ
グ
の
混
乱
も
、
基
本
権
が
こ
の
よ
う
な
効
力
し
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
理
論
上
も
実
際
上
も
不
都
合
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
、

い
ず
れ
も
立
法
部
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
る
べ
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（

二

）

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

る
こ
と
に
な
っ
た
。

（

一

）

第
一
の
状
況
。

二
三
〇

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
政
治
的
混
乱
の
な
か
で
、
政
治
・
経
済
・
社
会
的
対
立
を
抱
え
た
ま

ひ
と
つ
の
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
分
類
の
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
っ
と
し
て
新
ら
た
に
設
定
さ
れ
た
の
が

ど
の
よ
う
な
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
か

さ
ら
に
問
題
は
、
基
本
権
の
効
力
に
あ
っ
た
。
第
二
編
の
基
本
権
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
伝
統
的
人
権
理
論

(
5
)
 

な
い
し
は
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
前
述
の
、
基
本
権
力

一
括
し
て
位
置
づ
け
が
な
さ
れ

7 - 3•4 -618 (香法'88)



制度保障について（高橋）

な
ん
ら
か
の
方
法
を
こ
う
じ
て
こ
れ
ら
の
不
整
合
を
調
整
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

(
9
)
 

そ
し
て
、
こ
の
調
整
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
、
制
度
保
障
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
「
留
保
な
し
に
立
法
部
に
対
し
て
も
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
制
度
が
保
障
さ
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
保
障
さ
れ
る
の
は
、
制
度
の
本
質
な
い
し
制
度
そ
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
権
利
の
完
全
な
保
障
で
は
な
い
」
と
主
張

し
、
あ
る
い
は
逆
に
、
「
法
律
留
保
の
規
定
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
形
式
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
制
度
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
制
度
の

本
質
な
い
し
制
度
そ
の
も
の
は
法
律
に
よ
っ
て
も
制
限
で
き
な
い
」
と
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。

制
度
保
障
に
つ
い
て
は
、

制
度
の
概
念

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
、
立
法
部
に
対
す
る
不
信
に
起
因
す
る
、
基
本
権
に
で
き
る
だ
け
対
立
法
部
効
力
を
与
え
て
立
法
部
を
拘
束
で

き
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
、
政
治
的
要
請
が
強
力
に
存
在
し
た
。
ま
た
、
理
論
的
に
も
、
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
観
が
法
の
一
般
原
理
と

し
て
確
立
し
、
立
法
者
に
対
す
る
拘
束
を
含
ま
ぬ
法
律
留
保
型
の
権
利
保
障
は
「
空
ま
わ
り

(leerlaufe
n
d
)

」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
一

般
的
と
な
り
、
法
律
留
保
型
で
は
、
人
権
保
障
に
と
っ
て
不
十
分
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
そ
れ
に
答
え
る
べ
く
、

法
律
に
対
し
て
も
直
接
適
用
の
な
し
う
る
憲
法
上
の
規
範
を
見
出
そ
う
と
す
る
努
力
が
始
ま
り
、
平
等
権
、
財
産
権
を
は
じ
め
と
す
る
ワ

(
8
}
 

イ
マ
ー
ル
憲
法
の
人
権
規
定
に
お
け
る
解
釈
の
変
更
が
行
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
要
請
に
し
た
が
っ
て
、
基
本
権
の
条
文
の
形
式
に
基
づ
い
て
、
対
立
法
部
効
力
の
あ
る
規
範
を
見
出
そ
う
と
す
る
と
き
、
法
治
国

家
の
基
本
的
在
り
方
か
ら
し
て
真
の
基
本
権
と
し
て
強
く
保
障
さ
る
べ
き
自
由
権
が
、
法
律
留
保
の
条
文
形
式
を
と
っ
て
い
た
た
め
、
対

立
法
部
効
力
を
認
め
え
な
い
と
い
う
場
合
も
生
じ
た
。
ま
た
、
逆
に
偶
然
的
に
第
二
編
に
と
り
こ
ま
れ
た
特
別
規
定
（
例
え
ば
、

条
二
項
、

―
二
四
条
二
項
、

の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

―
二
九
条
三
項
）

そ
こ
で
は
、

が
、
留
保
な
し
に
立
法
部
に
対
し
て
も
保
障
さ
れ
る
結
果
に
な
る
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
た

ま
ず
な
に
よ
り
も
制
度
概
念
の
内
包
・
外
延
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。~ 

こ ~ 

と
こ
ろ
が
、
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は
、
物
的
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

立
さ
れ
た
伝
統
的
か
つ
典
叩
的
規
範
複
合
お
よ
び
法
関
係
」

（
し
た
が
っ
て
境
界
両
定
可
能
・
区
別
可
能
な
）
法
的
性
質
を
有
す
る

E
i
n
r
i
c
h
t
u
n
g
ー
確

と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
を
さ
ら
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、

、

1

の
制
度
論
を
参
照
す
る
必
要
か
あ
る
。

オ
ー
リ
ュ
ウ
の
有
名
な
制
度
〇
＾
般
的
定
義
は
、
五
制
度
と
は
、
社
会
的
環
境
ド
で
、
法
的
に
、
実
現
さ
れ
持
続
す
る
、
仕
事
ま
た
は
事
党

の
理
念
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
て
あ
る
。
そ
し
て
、
制
度
に
は
、
人
的
制
度
と
物
的
制
度
が
あ
り
、
「
社
会
的
に
確
立
さ
れ
た
規
範
(r
宮
{

l

e

)

（い）

理
念
と
し
て
社
会
環
境
の
な
か
に
伝
播
し
、
生
存
す
る
が
ゆ
え
に

1

の
制
度
で
あ
る
」
と
い
う
。

こ
の
オ
ー
リ
ュ
ウ
の
制
度
も
、
神
秘
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
制
度
と
は
、
仕
事
な
い
し
事
業
の
理
念
が
、
社
会
的
存
在
と

は

／
1
に
減
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
が
影
粋
さ
れ
た
と
認
め
る

M
・
オ
ー
リ
ュ
ウ

こ
れ
で
も
制
度
概
念
の
不
可
解
さ

鮎
い
、
制
度
と
は
「
形
成
さ
れ
・
組
織
さ
れ
、

ま
ず
、

こ
の
定
義
が
、

へ
、
’
↓
,

(
1
}
 

（
私
法
・
公
法
の
区
別
は
屯
要
性
が
な
い
と
し
て
）

ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

若
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

(10) 

の
制
度
と
い
う
概
念
が
＾
筋
な
わ
で
は
捉
え
切
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

て
論
者
に
よ
り
様
々
で
あ
っ
た
こ
と
を
顧
み
れ
ば
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

同
1

の
概
念
を
異
な
っ
た
仕
方
で
ぷ
し
た
も
り
と
す
る
と
、

い
て
、
次
の
よ
う
な
断
片
的
定
義
を
仔
え
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
公
法
的
制
度
に
つ
い
て
曰
く
、
①
制
度

(Institution)

と
は
、

(12) 

さ
れ
・
組
織
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
境
界
画
定
可
能
・
区
別
可
能
な
、
公
法
的
性
質
を
有
す
る

E
i
n
r
i
c
h
t
u
n
g
で
あ
る
。
」
ま
た
、
私
法
的
制

(13) 

度
に
つ
い
て
［
く
、
②
「
伝
統
的
に
確
吃
し
て
い
る
典
型
的
な
規
範
複
合
お
よ
び
法
関
係
で
あ
る
」
と
。

こ
れ
ら
の
謎
め
い
た
定
義
は
、

「
形
成

制
度
保
障
論
者
は
、
制
度
に
つ
い
て
―
見
し
て
理
解
可
能
な
形
で
定
義
を
与
え
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、
制
度
に
つ

そ
こ
で
の
問
題
点
は
、
制
度
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、

合

理
的
に
フ
ォ
ロ
ウ
で
き
る
形
で
提
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
こ
の
点
に
意
を
も
ち
い
つ
つ
、
制
度
を
ど
う

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
い
て
ど
の
条
文
が
制
度
保
障
か
に
つ
い

7 ---3・4 620 (香法'88)



制度保障について（高橋）

し
て
自
己
実
現
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
個
人
の
意
思
を
こ
え
る
と
さ
れ
る
理
念
(
i
d
e
e
)

な
る
も
の
は
、
認
識
対
象
た

り
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
直
観
に
よ
っ
て
の
み
知
り
う
る
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
普
通
人
の
認
識
に
と
っ
て
は
、
制

よ、
9

1

 

在
又

＇ 

具
体
的
観
察
の
対
象
と
な
り
う
る
具
現
さ
れ
た
仕
事
な
い
し
事
薬
そ
の
も
の
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、

事
な
い
し
巾
業
の
理
念
の
超
越
界
に
お
け
る
存
在
は
、
推
認
し
う
る
と
す
れ
ば
、
現
実
界
に
お
け
る
定
型
的
行
態
の
存
在
を
通
し
て
知
り

う
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
巧
う
。
蓋
し
、
我
々
は
、
反
復
・
持
続
・
常
態
・
組
織
等
0
定
刑
的
行
態
を
認
識
し
て
、

以
卜
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

し
そ
れ
を
導
く
も
の
を
制
度
と
す
る
常
識
的
制
度
概
念
と
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う
。

制
度
概
念
を
、

か
か
る
常
識
的

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
等
の
影
粋
を
受
け
つ
つ
精
練
し
た
結
果
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

態
を
導
く
も
の
、

そ
の
場
合
、
仕

そ
0
背
後
い
理
念
を
推

オ
ー
リ
ュ
ウ
の
制
度
も
、
反
復
・
持
続
・
常
態
・
組
織
等
と
い
っ
た
定
型
的
行
態
自
体
な
い

オ
ー
リ
ュ
ウ
の
制
度
概
念
は
、
実
は
、

と
こ
ろ
で
、
制
度
の
普
通
人
む
け
の
定
義
と
し
て
は
、
あ
る
問
題
解
決
に
向
け
て
形
成
さ
れ
た
人
間
の
定
型
的
行
態
な
い
し
定
型
的
行

と
い
う
作
業
仮
説
か
ら
議
論
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
際
に
注
意
す
べ
き
は
、
第
一
に
、
制
度
に
は
、

る
。
す
な
わ
ち
、
時
代
に
適
応
し
な
い
滅
び
ゆ
く
制
度
、

は
あ
る
問
題
解
決
に
向
け
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
意
識
が
失
わ
れ
、
単
に
定
型
的
行
態
な
い
し
そ
れ
を
導
く
も
の
と
い

う
意
味
で
の
制
度
も
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
問
題
解
決
に
相
応
し
く
な
く
な
っ
た
制
度
が
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ

は
て
は
滅
ぶ
べ
き
制
度
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
制
度
と
は
、
人

間
の
定
型
的
行
態
な
い
し
そ
れ
を
導
く
も
の
と
い
う
し
か
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

以
上
の
作
業
仮
説
に
て
ら
し
て
オ
ー
リ
ュ
ウ
の
制
度
を
再
考
す
る
と
、

は
次
元
が
違
う
こ
と
が
典
味
を
引
く
。
す
な
わ
ち
、

オ
ー
リ
ュ
ウ
の
「
制
度
理
論
は
、

ま
ず
、
彼
の
制
度
は
仮
説
の
よ
う
な
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
も
の
と

(22) 

な
に
よ
り
も
ま
ず
自
然
法
理
論
」
な
の
で
あ
る
。

第
．
に
、
制
度
が
法
的
に
、
実
現
さ
れ
持
続
さ
れ
る
理
念
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
法
的
と
は
、
理
念
と
結
び
つ
き
、
実
現

知
す
る
他
な
い
か
ら
で
あ
る
。

口

本
来

7 - 3•4 --621 (香法'88)



さ
れ
・
組
織
さ
れ
、

の
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

法
レ
ベ
ル
で
解
決
で
き
る
と
は
、
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

さ
れ
維
持
さ
れ
る
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
実
定
法
を
指
す
も
の
と
は
理
解
し
難
く
、

第
一
一
に
、
制
度
と
し
て
は
、
滅
び
ゆ
く
制
度
、
単
な
る
遺
制
、
滅
ぶ
べ
き
制
度
に
つ
い
て
、

何
故
に
制
度
で
は
な
い
の
か
。

う
前
提
を
お
い
て
は
じ
め
て
矛
盾
・
創
酷
が
排
除
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
法
は
滅
び
つ
つ
あ
る
、
あ
る
い
は
滅
ぶ
べ
き
制
度
を
支
持

せ
ず
、

確
立
」

正
当
性
と
結
合
し
た
自
然
法
体
系
を
前
提
す
る
法
体

一
切
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
、

(23) 

ま
た
、
制
度
た
る
理
念
の
間
に
矛
盾
は
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
制
度
た
る
理
念
間
の
矛
盾
も
自
然
法
が
支
配
す
る
以
上
思
考
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

次
に
注
目
す
べ
き
は
、
法
規
が
物
的
制
度
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

あ
る
。
ま
ず
、

オ
ー
リ
ュ
ウ
が
法
規
を
制
度
と
す
る
の
は
、

念
と
そ
の
実
現
た
る
仕
事
な
い
し
事
業
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

も
、
自
然
法
の
一
環
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、

あ
ら
ゆ
る
法
規
が
制
度
と
み
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

さ
れ
て
い
る
規
範
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

系
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
前
述
の

こ
れ
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
意
義
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
で

そ
れ
が
、
「
社
会
環
境
の
な
か
に
伝
播
し
、
生
存
す
る
」
と
し
て
、
純
粋
の
理

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
実
定
法
で
あ
る
場
合
に
も
、

「
形
成

二
三
四

そ
れ
は
自
然
法
に
合
す
る
も

「
社
会
的
に
確
立
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
着

目
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仕
事
な
い
し
事
業
の
理
念
の
現
象
界
に
お
け
る
表
現
た
る
定
型
的
行
態
を
導
き
う
る
の
は
、
「
社
会
的
に

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
制
度
概
念
は
、
基
本
的
に
オ
ー
リ
ュ
ウ
の
そ
れ
を
下
敷
き
と
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

（
し
た
が
っ
て
境
界
画
定
可
能
・
区
別
可
能
な
）
法
的
性
質
を
有
す
る

E
i
n
r
i
c
h
t
u
n
g
1

1

確
立
さ
れ
た
伝
統
的
か
つ
典

型
的
規
範
複
合
お
よ
び
法
関
係
」
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
制
度
の
定
義
が
、
ま
さ
に
オ
ー
リ
ュ
ウ
の
制
度
概
念
の
一
般
的
制
度
・
物
的
制

こ
の
法
規
な
る
も
の

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
単
な
る
実
定

こ
れ
ら
の
点
も
、
自
然
法
と
い

7 -3・4 -622 (香法'88)



制度保障について（高橋）

ヽ

ふノ

力ヽ

そ
れ
ら
も
制
度
保
障
の
対
象
と
な
り
う
る
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
事
実
と
し
て
の
制
度
を

(26) 

含
む
と
の
主
張
が
、

F
・
ク
ラ
イ
ン
以
来
強
力
に
存
在
す
る
。
む
し
ろ
、
制
度
保
障
と
い
う
な
ら
、
事
実
と
し
て
の
制
度
を
含
む
と
い
う

(27) 

ほ
う
が
自
然
で
、
逆
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
何
故
に
法
的
制
度
だ
け
が
問
題
と
な
る
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ
に
対
す

る
答
え
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
制
度
が
自
然
法
体
系
に
支
持
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
点
に
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
場
合
事
実
上
の
制
度
は
、
正
当
性
を
保
障
さ
れ
な
い
。
消
滅
す
べ
き
遺
制
で
さ
え
制
度
た
り
う
る
こ
と
前
述
の
と
お
り
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
法
的
制
度
は
、
民
主
的
過
程
に
支
え
ら
れ
る
限
り
、
合
法
性
・
一
定
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

妻
が
法
的
制
度
で
あ
る
場
合
と
、
事
実
的
制
度
で
あ
る
場
合
の
合
法
性
・
正
当
性
を
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
憲
法
に
よ

さ
て
、

難
が
生
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
ま
た
、
決
定
的
な
相
違
も
あ
る
。

す
る
規
定
と
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
し
、

そ
れ
は
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
「
形
成
さ
れ
・
組
織
さ
れ
」

よ、
＇（ 

と

オ
ー
リ
ュ
ウ
の

E
i
n
r
i
c
h
t
u
n
g
の
意
義
も
、

e
i
n
r
i
c
h
t
e
n

(
設
立
す
る
・
設
備
す
る
）

想
起
せ
し
め
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
「
仕
事
ま
た
は
事
業
の
理
念
」
と
対
比
す
る
と
き
、

は
な
か
ろ
う
か
。

一
夫
多

と
い
う
言
葉
の
含
意
か
ら

あ
り
う
る
推
測
で

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
「
法
的
」
と
い
い
「
規
範
複
合
お
よ
び
法
関
係
」
と
す

る
場
合
の
法
・
規
範
が
、
実
定
法
を
目
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
制
度
が
あ
く
ま
で
後
国
家
的
な
も
の
と
さ

(25) 

れ
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら
か
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ
は
ま
た
、
彼
の
制
度
の
定
義
が
、
理
念
的
部
分
を
欠
い
て
い
る
点
に
も
関
連

か
く
し
て
、
彼
の
定
義
は
、
自
然
法
的
側
面
を
欠
く
こ
と
に
よ
り
、
制
度
の
正
当
化
な
い
し
そ
れ
ら
の
整
序
に
困

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
制
度
保
障
は
、
所
謂
物
的
制
度
た
る
法
的
制
度
の
保
障
で
あ
る
が
、
制
度
に
は
、
事
実
的
制
度
も
あ
る

度
と
顕
著
に
一
致
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

二
三
五

「
実
現
さ
れ
、
持
続
す
る
」
と
い
う
理
念
の
具
現
の
様
相
に
関

7 -3・4 -623 (香法'88)



ニ
般
的
に
制
度
と
い
い
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
広
い
意
味
で
い
え
ば
、

(29} 

の
古
法
規
範
は
、
制
度
保
障
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
、
制
度
保
障
は
そ
の
観
念
と
し
て
の
明
白
性
、

は
打
川
性
が
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
保
障
対
象
と
し
て
の
制
度
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
区
別
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と

を
要
す
る
。

す
な
わ
ち
、
制
度
保
障
の
対
象
た
る
制
度
は
、
狭
義
の
制
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
い
か
な
る
制
度
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
実
は
制
度
保
障
の
立
論
趣
旨
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
る
。

れ
ば
、
制
度
保
障
論
に
お
い
て
は
、

忍
法
に
よ
る
「
様
々
な
保
障

(
S
c
h
u
t
z
)
・
保
護

(
S
i
c
h
e
r
u
n
g
)
・
確
保

(
F
e
s
t
l
e
g
u
n
g
)
・
保
全

(
G
e
w
a
h
r
 le
i
s
t
u
n
g
)
な
い
し
が
可
侵
宣
言

(
Un
v
e
r
l
e
t
z
l
i
c
h
k
e
i
t
s
e
r
 k
l
a
r
u
n
g
)

の
あ
る
な
か
で
、
保
護
の
態
様
と
対
象
を
、

に
区
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
間
題
な
の
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て

「
古
法
規
定
に
よ
る
保
存
的
・
固
定
的
作
用
が
現
れ
る
あ
ら
ゆ
る

(
3
 

場
合
に
、
等
し
く
制
度
的
保
障
が
存
す
る
と
若
え
る
」
の
は
、
誤
り
で
あ
る
と
明
白
に
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
制
度
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
保
障
」
の
意
味
が
、
制
度
保
障
か
否
か
の
判
別
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

で
は
、

は
否
認
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
関
連
規
範
は
、

な
ん
ら
か
の
規
範
複
合
な
い
し
法
関
係
に
関
連
し
て
お
り
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
に
お
い
て
は
、

よ
り
適
切

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ

ひ
い
て

i
と
ん
ど

ヽ

そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
芯
法
規
定
は
、

そ
の
関
連
規
範
を
保
障
し
、
あ
る
い

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

度
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
叙
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
目

口
保
障
対
象
と
し
て
の
制
度

制
度
保
障
の
対
象
と
な
る
制
度
は
、

二
般
的
に
制
度
と
い
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、

ま
ず
事
実
的
制
度
を
含
ま
ず
、
物
的
制

る
家
族
制
度
の
保
障
と
い
う
場
合
、
法
的
制
度
と
し
て
は
一
夫
一
婦
で
あ
り
、
事
実
と
し
て
は
一
夫
多
妻
で
あ
る
家
族
制
度
を
考
え
て
み

る
時
、
保
障
対
象
は
法
的
制
度
と
い
う
レ
ベ
ル
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
事
実
と
し
て
の
制
度
と
、
法
的
制

(28) 

度
の
両
者
が
矛
盾
し
う
る
と
考
え
る
以
上
、
法
的
制
度
の
み
を
対
象
と
す
べ
き
こ
と
は
、
必
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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制度保障について（高橋）

ん
な
根
拠
に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か

伝
統
的
・
典
型
的
と
い
う
限
定
の
意
味
が
ま
ず
不
明
確
で
あ
る
。

(
2
)
 

ら
存
続
す
る
制
度
だ
け
が
現
存
の
制
度
と
い
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
現
在
時
点
か
ら
し
て
既
存
の
制
度
と
い
え
れ
ば
良
い
の
か
明
ら
か
で

な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、

ま
た
、

す
れ
ば
、

（
確
立
の
要
求
に
つ
い
て
は
既
述
）
。

こ
の
点
の
認
識
は
、

前
述
〔
二

□

（一）〕

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
制
度
保
障
論
の
理
解
に
お
い
て
は
、
決
定
的
要
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
点
は
、

の
基
本
権
の
保
障
体
系
論
と
連
動
さ
せ
て
考
え
る
と
き
、
制
度
保
障
と
よ
ぶ
べ
き
「
保
障
」

も
の
を
、
性
質
上
許
さ
れ
る
限
り
、
制
度
保
障
と
分
類
す
る
の
で
あ
る
。

由
の
体
系
で
は
理
解
し
え
な
い
よ
う
な
規
定
に
割
り
振
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
①
⑤
恣
ネ
索
⑤
に
編
入
で
き
ぬ

か
か
る
意
味
で
、
制
度
保
障
と
は
保
障
体
系
上
、
消
極
的
カ
テ

次
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
論
文
で
、
「
保
障
」
対
象
と
し
て
の
制
度
に
明
示
的
に
与
え
た
限
定
で
あ
る
、
制
度
の
現
存
性
お
よ
び
そ
の
伝
統
・

第
一
に
、
制
度
保
障
の
対
象
と
さ
れ
る
制
度
は
、
「
既
存
の
も
の
」
、
「
存
続
し
て
い
る
も
の
」
、
「
現
存
す
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と

(32) 

が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
条
件
が
な
ぜ
要
求
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
し
か
し
推
測
す
る
に
、
制
度
が
現
在
し
な
い
な
ら
ば
、

れ
を
「
保
障
」
す
る
憲
法
規
定
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
制
度
保
障
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
を
相
互
に
排
除
す
る
も
の
と

こ
の
要
求
は
、
論
理
上
の
要
請
と
し
て
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
現
存
性
の
要
求
は
、
時
間
的
に
い
か
な
る
範
囲
の
要
求
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
従
前
の
憲
法
時
代
か

プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
と
の
関
係
の
箇
所
で
後
述
す
る
。

第
二
に
「
伝
統
的
に
確
立
し
た
典
型
的
な
」
制
度
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、

(
1
)
 

典
型
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

ゴ
リ
ー
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
い
か
な
る
意
義
で
あ
り
、

ど そ

は
、
従
来
の
権
利
・
自

い
っ
た
い
、
伝
統
と
は
当
該
国
に
お
け
る
も
の
か
、

ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ

二
三
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（四） 0
 

入っ パ
で
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
広
く
国
際
的
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
制
度
本
体
た
る
規
範
複
合

一
応
、
当
該
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
推
測
で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
。

問
題
は
、
典
型
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
い
か
な
る
範
囲
を
想
定
す
る
の
か
画
定
が
困
難
で
あ
る
。
当
該
国
に
お
け
る
典
型
的

制
度
と
い
う
も
の
を
、
考
え
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

持
つ
、

す
な
わ
ち
、
制
度
が
典
型
的
で
あ
る
と
は
、
当
該
制
度
が
非
典
型
的
で
当
該
国
だ
け
で
通
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

(33) 

と
と
理
解
す
る
の
が
適
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
限
定
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、

る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
限
定
を
与
え
ね
ば
極
め
て
恣
意
的
な
制
度
が
保
障
対
象
と
し
て
主
張
さ
れ
か
ね
な
い
と
の
配
慮
に
よ
る
の
で
あ
ろ

制
度
保
障
の
効
果
ー
政
治
的
統
制

(34) 

憲
法
典
中
の
あ
る
条
項
が
、
制
度
を
保
障
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
と
、
①
当
該
制
度
の
、
中
核
な
い
し
本
質
が
、
②
単
純
立
法
に
対
し
て
、

(35) 

保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、

え
ら
れ
る
。
ま
た
、

与
え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
伝
統
的
と
い
う
限
定
と
重
複
す
る
。

ほ
と
ん
ど
論
及
す
る
も
の
が
な
い
。

な
ぜ
制
度
の
中
核
•
本
質
が
保
障
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
制
度
の
細
目
ま
で
保
障
す
る
の
で

は
所
謂
現
状
(
S
t
a
t
u
s
'
q
u
o
)
保
障
と
違
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
現
状
保
障
と
い
う
基
本
権
の
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
衝
突
す
る
か
ら
と
考

(36) 

そ
れ
は
「
怒
り
を
引
き
起
こ
す
特
権
」
と
な
っ
て
し
ま
う
畏
れ
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
単
純
立
法
に
対
し
て
の
み
対
抗
し
う
る
と
さ
れ
る
が
、
制
度
保
障
の
消
極
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
性
か
ら
考
え
て
、
制
度
の
憲
法
価
値

は
、
基
本
権
と
さ
れ
る
べ
き
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
憲
法
上
基
本
権
部
分
に
規
定
さ
れ
た
ゆ
え
に
、
最
小
限
の
対
立
法
部
効
力
が

(37) 

い
わ
ば
、
外
見
上
の
基
本
権
な
の
で
あ
り
、
憲
法
改
正
法
律
に
は
抗
し
う
べ
く
も
な
い
と
考
え
ら
れ

お
よ
び
法
関
係
が
、
実
定
法
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、

む
し
ろ
、
国
際
的
な
広
が
り
を

お
そ
ら
く
、
制
度
は
各
国
に
お
い
て
無
限
の
多
様
性
を
持
ち
う

二
三
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制度保障について（高橋）

た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
制
度
保
障
の
最
も
基
本
的
で
、

か
つ
難
点
の
一
っ
は
、
何
が
制
度
の
中
核
•
本
質
か
が
漠
然
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
実
際
、

こ
れ
が
明
ら
か
で
な
い
限
り
、
理
論
的
に
は
と
も
か
く
、
現
実
的
に
は
制
度
保
障
論
自
体
の
採
用
が
危
ぶ
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
批
判

(38) 

が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

そ
も
そ
も
中
核
•
本
質
の
画
定
を
、
客
観
的
か
つ
厳
密
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

制
度
保
障
が
、
裁
判
規
範
と
な
り
、
裁
判
所
が
そ
の
中
核
な
い
し
本
質
を
定
め
、
法
律
も
そ
の
範
囲
を
侵
害
す
る
と
き
は
違
憲
・
無
効
と

制
度
保
障
に
、
裁
判
規
範
と
し
て
の
意
義
が
与
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
に
よ
る
抽
象
的
規
範
統
制
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

現
在
の
西
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
国
家
に
お
い
て
は
現
実
と
な
っ
た
が
、

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
当
時
に
あ
っ
て
は
問
題
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、
制
度
が
裁
判
レ
ベ
ル
の
保
障
を
う
け
る
こ
と
ま
で
は
本
来
期
待
し
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

わ
ち
、
例
え
ば
法
律
留
保
の
場
合
よ
う
に
、

し
よ
、

そ
オ
ー

と
す
れ
ば
、

制
度
保
障
は
、
立
法
部
に
対
す
る
、
当
該
制
度
の
中
核
•
本
質
の
高
次
の
政
治
的
保
障
の
要
求
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な

そ
れ
へ
の
侵
害
が
、
立
法
部
に
も
と
も
と
合
憲
的
な
い
し
合
法
的
に
受
任
さ
れ
て
い
る
と
い

う
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
中
核
•
本
質
の
侵
害
は
違
憲
と
な
る
。
た
だ
、
そ
こ
に
生
じ
た
違
憲
行
為
の
評
価
は
、
選
挙
そ
の
他
の
政
治
責

任
追
求
と
い
う
形
式
で
問
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
の
統
制
下
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

裁
判
に
よ
る
立
法
部
の
統
制
が
確
保
さ
れ
な
い
場
合
、
憲
法
規
範
が
「
空
回
り
」
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、
制
度
保
障
規
定
も
ま
た
「
空

回
り
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
政
治
的
統
制
と
い
う
場
面
に
お
い
て
は
、
法
律
留
保
な
い
し
プ
ロ
グ
ラ
ム

規
定
に
比
す
れ
ば
、
立
法
部
に
対
す
る
統
制
強
化
が
な
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
制
度
の
中
核
•
本
質

の
論
議
は
、
客
観
的
・
厳
密
な
も
の
と
い
う
よ
り
、
政
治
的
価
値
判
断
の
対
象
と
な
り
う
れ
ば
十
分
な
の
で
あ
り
、
曖
昧
と
は
い
え
、

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
で
あ
る
。
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(
2
)
 

の
程
度
の
判
定
は
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

国
制
度
保
障
の
効
果
ー
裁
判
統
制

制
度
保
障
論
者
は
、
本
来
そ
の
裁
判
規
範
性
ま
で
は
予
想
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
制
度
保
障
の
本
質
論
上
そ
う
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
裁
判
制
度
が
拡
張
さ
れ
、
客
観
訴
訟
が
認
め
ら
れ
、
な
い
し
は
権
利
保
障
と
の
関
連
で
裁
判
統
制
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
、

制
度
保
障
条
項
を
裁
判
規
範
と
し
て
構
成
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
更
に
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
制
度
保
障
条
項
は
、
裁
判
規
範
と
し
て
の
要
求
を
満
た
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
場
合
、
次
の
二
段
階
の
要

‘、、

こ
と
カ

示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
の
曖
昧
．
漠
然
性
は
、
叙
上
の
よ
う
に
、
政
治
的
統
制
で
あ
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
客
観
的
・
厳
密
な

画
定
を
要
す
る
裁
判
規
範
と
し
て
条
件
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
れ
は
、
制
度
の
中
核
•
本
質
と
い
う
も
の
を
、
全
く
価
値
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
方
に
由
来
す
る
。
確
か
に
、
そ
の
よ
う
に
扱

う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
終
局
的
に
は
政
治
的
価
値
判
断
に
な
じ
み
、
裁
判
所
の
認
識
的
・
客
観
的
判
断
と
し
て
は
扱
い
難
い
て
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
、
裁
判
規
範
と
な
り
う
る
部
分
を
含
ま
な
い
こ
と
ま
で
意
味
し
な
い
。
あ
る
部
分
ま
で
は
、
裁
判
規
範
と
し
て
の

役
割
を
持
ち
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
例
と
し
て
、
当
該
制
度
が
跡
形
も
な
く
排
除
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
価
値
判
断
を
待
っ

ま
で
も
な
く
、

的
に
判
断
が
下
し
う
る
限
り
で
は
、
裁
判
規
範
た
り
う
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

(
1
)
 
第
一
に
、
保
障
さ
る
べ
き
「
伝
統
的
に
確
立
し
た
典
型
的
な
」
制
度
が
、
当
該
国
家
の
規
範
複
合
・
法
関
係
と
し
て
現
存
す
る

ま
ず
証
明
さ
れ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
。

第
二
に
、
制
度
を
侵
害
す
る
と
主
張
さ
れ
る
法
律
に
よ
る
侵
害
部
分
が
、
実
際
そ
の
制
度
の
中
核
•
本
質
部
分
で
あ
る
こ
と
が

そ
れ
を
排
除
し
た
法
律
は
中
核
•
本
質
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
違
憲
と
な
し
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
認
識
的
・
客
観

件
を
満
た
し
う
る
と
す
れ
ば
、
資
格
を
備
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ニ
四
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制度保障について （高橋）

と
い
う
基
準
を
た
よ
り
に
、

個
別
的
に
検
討
す
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
戸
波
・
前
掲
六
九
頁
参
照
。

(
2
)
 
vgl. 
C. 
Schmitt,. Freiheitsrechte 
u
n
d
 
institutionelle 
G
a
r
a
n
t
i
e
n
 
d
e
r
 
R
e
i
c
h
s
v
e
r
f
a
s
s
u
n
g
 
(
1
9
3
1
)
,
 

in 
V
e
r
f
a
s
 
s
u
n
g
s
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 

A
u
f
s
a
t
z
e
 (
1
9
5
8
)
,
 
S. 1
4
0
f
f
.
 

(
以
下

Freiheitsrechte
と
し
て
引
用
）

(
3
)
 
a.a.O., S
.
 1
4
0
.
 

(
4
)
 
vgl. 
S
c
h
m
i
t
t
,
 G
r
u
n
d
r
e
c
h
t
e
 u
n
d
 G
r
u
n
d
p
f
l
i
c
h
t
e
n
 (
1
9
3
2
)
,
 
in 
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 A
u
f
s
a
t
z
e
,
 S
S
.
 2
0
7ー

1
6
.(~F 

G
r
u
n
d
r
e
c
h
t
e
と

し
て
引
用
）
赤
坂
•
前
掲
一
〇
七
頁
参
照
。
実
際
に
は
、
⑤
制
度
保
障
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
公
法
上
の
制
度
保
障

(
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
e
l
l
e

G
a
r
a
n
t
i
e
)

と

私
法
上
の
制
度
保
障

(Institutsgarantie)
に
更
に
分
類
す
る
。
し
か
し
、
今
日
こ
の
区
別
は
重
要
な
も
の
と
は
み
ら
れ
な
い
の
で
、
一
括
し
て
論
ず

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
山
下
健
次
「
制
度
保
障
の
法
的
性
格
と
そ
の
問
題
点
」
公
法
研
究
二
六
号
八
一
頁
参
照
）
。

(
5
)
 
vgl. 
S
c
h
m
i
t
t
 ̀

 
Freiheitsrechte, S
S
.
 1
4
 0ー

1
4
1
.

岡
田
釉
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
制
度
的
保
障
の
理
論
に
つ
い
て
」
公
法
研
究
一
八
号
七
八
頁
参
照
。

に
お
い
て
は
、

単
純
法
律
で
改
変
可
、

そ
の
中
核
•
本
質
が
外
縁
部
に
な
い
と
い
う
保
障
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
制
度
の
ア
イ
デ
ン
テ
テ
ィ
の
維
持
な
い
し
喪
失

と
い
う
図
式
は
、

ニ
四

制
度
保
障

ま
た
筆
者
に
は
、
制
度
保
障
の
中
核
•
本
質
の
探
究
に
つ
き
、

る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

あ
る
部
分
が
欠
け
た
ら
、
当
該
制
度
と
評
価
し
え
な
く
な
る
部
分
、

認
識
的
・
客
観
的
に
確
定
し
う
る
制
度
の
中
核
•
本
質
部
分
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

確
か
に
、
制
度
の
中
核
•
本
質
は
そ
の
全
容
に
お
い
て
明
ら
か
に
し

裁
判
規
範
と
し
て
の
要
件
は
備
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
以

L
の
限
界
内
で
、

裁
判
所
は
制
度
を
保
障
し
う
る
と
考
え

一
般
に
い
わ
れ
る
、
中
核
11
憲
法
改
正
法
律
で
の
み
改
変
可
、
外
縁
部
11

い
さ
さ
か
誤
解
を
招
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
蓋
し
、
自
由
権
に
お
け
る
と
異
な
り
、

難
い
と
は
い
え
、

政
治
的
保
障
を
期
待
す
る
に
止
ま
る
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

度
の
中
核
•
本
質
と
い
い
う
る
部
分
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

そ
こ
ま
で
は
、

裁
判
規
範
性
は
及
ば
な
い
。

そ
の
部
分
は
、
前
述
の

る
部
分
は
、

さ
ら
に
価
値
判
断
を
加
え
れ
ば
、

制

筆
者
は
、

そ
の
制
度
の
ア
イ
デ
ン
テ
テ
ィ
を
形
成
す

7 - 3•4 -629 (香法'88)
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制度保障について （高橋）

し
た
が
っ
て
、

彼
が
制
度
保
障
と
目
す
る
規
定
は
、

本
来
第
二
編
の
基
本
権
条
項
中
に
位
置
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

（一）

制
度
の
関
係
が
不
明
で
あ
る
と
か
、
疑
問
が
多
い
と
の
消
極
的
否
定
に
止
ま
る
。
例
え
ば
、

B
l
e
c
k
m
a
n
n
,
a
.
a
.
0
 

•• 

S. 1
7
7
.
 

(28)
す
な
わ
ち
、
違
法
な
事
実
的
制
度
も
概
念
上
制
度
た
り
う
る
が
、
そ
れ
を
慮
法
が
保
障
す
る
と
す
れ
ば
、
一
種
の
予
盾
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

(29) 
vgl. 
B
l
e
c
k
m
a
n
n
 ̀

 
a.a.O., 
S. 1
7
1
.
 

(30) 
vgl. 
S
c
h
m
i
t
t
.
 F
r
e
i
h
e
i
t
s
r
e
c
h
t
e
,
 S. 1
5
3
.
 

(31) 
a
.
a
.
0
 

•• 

S. 1
5
3
.
 

(32) 
vgl. 
a
.
a
.
0
 

•• 

S. 1
5
5
.
 

(33)
川
添
・
前
掲

1

七
↓
．
貞
は
、
近
代
立
憲
国
家
の
共
有
財
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

(34) 
vgl. Schmitt• 

V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
l
e
h
r
e
,
 S. 1
7
1
.
 

(35) 
vgl. 
a
.
a
.
0
 

•• 

S. 1
7
0
.
 

(36) 
S
c
h
m
i
t
t
 ̀

 
F
r
e
i
h
e
i
t
s
r
e
c
h
t
e
,
 S. 1
5
9
.
 

(37) 
vgl. 
S
c
h
m
i
t
t
,
 V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
l
e
h
r
e
.
 S. 1
7
0
.
 

(38) 
vgl. 
S
c
h
m
i
t
t
,
 F
r
e
i
h
e
i
t
s
r
e
c
h
t
e
,
 S. 1
4
6
.
 

(
3
9
)赤坂
•
前
掲
九
七
頁
以
F

参
照
。

制
度
保
障
の
限
界

基
本
権
へ
の
限
定

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
制
度
保
障
は
、
そ
の
趣
旨
の
検
討
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
①
所
謂
人
権
保
障
と
さ
れ
る
諸
規
定
を
整
序
す
る
こ
と
、

そ
れ
と
共
に
②
で
き
る
だ
け
基
本
権
の
規
範
性
を
強
化
し
、
特
に
立
法
部
に
対
す
る
対
抗
力
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

ニ
四
三
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筆
者
は
、
彼
の
一
般
論
か
ら
み
て
原
則
は
や
は
り
基
本
権
部
分
に
止
め
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

度
保
障
を
み
る
説
は
、

ま
た
実
は
、
統
治
機
構
部
分
に
も
制

(
4
)
 

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
強
い
見
解
で
あ
る
か
疑
わ
し
い
。
「
以
下
の
よ
う
な
制
度
保
障
が
文
献
で
は
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と

(
5
)
 

し
て
、
紹
介
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
も
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。

自
由
権
と
制
度
保
障

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
自
由
は
制
度
た
り
え
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。

障
す
る
自
由
権
は
制
度
保
障
と
相
い
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
自
由
権
と
制
度
保
障
の
峻
別
論
と
よ
ば
れ
る
。

に）
い
う
結
論
も
引
き
出
し
え
よ
う
。

部
分
か
ら
、
法
律
の
規
定
す
る
裁
判
官
を
求
め
る
権
利
・
例
外
裁
判
所
の
禁
止

(
-
0五
条
）
、
裁
判
官
の
独
立

(
1
0
1
1
ー
五
条
）
を
制

度
保
障
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
統
治
機
構
部
分
に
も
制
度
保
障
が
存
在
し
う
る
と

し
か
し
、

し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
に
限
ら
ず
統
治
機
構
部
分
の
規
定
も
制
度
的
保
障
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
説
が
生
じ
た
。
こ
の
例
と
し
て
は
、

領
土
・
国
旗
・
共
和
国
・
大
統
領
等
に
関
す
る
憲
法
規
定
も
制
度
保
障
た
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
す
る

K
・
レ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
、
E

張
が
、
典
型
的
で
あ
る
。
こ
の
主
張
に
対
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ま
ず
①
そ
れ
で
は
あ
ら
ゆ
る
憲
法
規
範
は
、
制
度
保
障
と
み
う
る
こ
と

に
な
り
、
制
度
保
障
と
い
う
明
白
か
つ
有
用
な
概
念
を
危
う
く
す
る
と
し
た
。
ま
た
、
R
憲
法
第
二
編
の
基
本
権
部
分
と
第
二
編
の
政
治

的
意
思
形
成
部
分
の
”
独
特
な
分
離

(
D
i
s
t
a
n
z
i
e
r
u
n
g
)
~

を
台
無
し
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
更
に
、
③
制
度
保
障
論
の
目
的
が
、

様
々
な
憲
法
に
よ
る
保
障

(
S
c
h
u
t
z
)
・
保
護

(
S
i
c
h
e
r
u
n
g
)
・
確
保

(
F
e
s
t
l
e
g
u
n
g
)
・
保
障

(
G
e
w
a
h
r
l
e
i
s
t
u
n
g
)
、

宣
言

(
U
n
v
e
r
l
e
t
z
l
i
c
h
k
e
i
t
s
e
r
k
l
a
r
u
n
g
)

の
あ
る
な
か
で
、
保
護
の
態
様
と
対
象
を
、

よ
り
適
切
に
区
別
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ

言

2
)

と
を
説
い
て
、
第
二
編
の
基
本
権
部
分
に
の
み
制
度
保
障
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
ど
こ
ま
で
貫
徹
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
疑
問
が
あ
る
。

そ
れ
は
、

(
6
)
 

曰
く
「
自
由
は
、
法
制
度
で
は
な
い
。
」

な
い
し
不
可
侵

し
か
し
な
が
ら
、

し
た
が
っ
て
、
自
由
を
保

シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
が
、
統
治
機
構

ニ
四
四
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制度保障について（高橋）

こ
れ
に
対
し
て
は
従
来
か
ら
打
力
な
反
対
説
が
あ
り
、
自
由
権
も
制
度
保
障
た
り
う
る
と
じ
張
す
る
。
あ
る
い
は
、
①
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身

の
制
度
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、

ま
た
あ
る
い
は
、
②
独
自
の
制
度
論
・
自
由
権
論
に
も
と
づ
い
て
、

じ
張
す
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
特
に

P
．
ヘ
ー
ベ
ル
レ
の
主
張
が
有
名
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
前
者
に
つ
い
て
の
み
言
及
す
る
。

問
題
は
ま
ず
、

で
あ
る
以
卜
、
制
度
で
あ
り
う
＇
？
い
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
/
に
‘

ら
自
由
は
制
度
で
な
い
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
保
障
対
象
で
あ
る
制
度
と
は
定
型
的
行
態
誘
導
を
行
な
う
規
範
・
法
関
係

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
自
由
を
指
示
す
る
法
規
範
の
内
実
は
、
随
意
(
B
e
l
i
e
b
i
g
k
e
i
t
)

の
確
保
に
あ
る
。
そ
の
領
域
に

お
い
て
は
、
行
態
を
本
人
の
意
思
に
ゆ
だ
ね
、
定
型
行
為
を
強
制
し
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
当
為
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
領
域
は
、

む
し
ろ
制
度
を
否
定
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
制
度
と
い
う
の
は
当
を
え
た
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

る
制
度
の
一
部
と
し
て
当
該
自
由
が
存
在
す
る
場
合
に
、
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
由
権
は
、
国
家
の
制
度
の
一
部
と
し
て
み
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
自
由
は
他
の
制
度
と
の
関
係
か
ら
制
度
の
↓
部
と
し
て
意
識
さ
れ
る
に
止
ま

(
9
)
 

る
。
そ
れ
自
体
は
、
制
度
保
障
の
対
象
と
し
て
の
、
制
度
と
は
考
え
が
た
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

し
か
し
第
二
に
、

か
か
る
結
論
を
導
き
、

こ
の
領
域
も
消
極
的
に
は
制
度
と
い
え
る
の
で
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
制
度
保
障
に
つ
い
て
連
結
・
補
充
保
障
と
い
う
観
念
を
展
開
し
た
が
、

自
由
権
が
制
度
で
あ
り
う
る
可
能
性
へ
導
く
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

ニ
四
五

そ
う

な
ぜ
自
由
権
は
制
度
保
障
で
は
あ
り
え
な
い
と
さ
れ
る
の
か
。
自
由
を
指
示
す
る
法
も
法
規
範
の
複
合
お
よ
び
法
関
係

よ
り
大
な

そ
れ
は
一
部
論
者
に
よ
れ
ば
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
自
由
権
と
制
度
保
障
の
関
係
に
つ
い
て
「
こ
の
よ

う
な
自
由
、
特
に
個
人
の
自
由
は
、
遺
憾
な
が
ら
絶
え
ず
脅
か
さ
れ
て
お
り
、
保
障
と
確
保
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
自
由
を
保
障

す
る
た
め
の
法
的
規
律
と
国
家
制
度
た
る
防
御
壁
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
同
じ
く
自
由
保
障
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
自
由
権
た

る
基
本
権
す
な
わ
ち
国
家
か
ら
自
由
な
領
域
の
基
本
権
は
、
法
制
度
、
類
型
的
法
規
定
、

お
よ
び
国
家
制
度
に
よ
っ
て
取
り
囲
ま
れ
て
い

こ
れ
に
対
し
て
は
、

制
度
の
意
義
か
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筆
者
は
、

こ
の
見
解
に
左
祖
し
え
な
い
。

ま
ず
、

る
が
、

こ
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
制
度
も
そ
の

そ
れ
ら
の
保
障
は
、
自
由
そ
の
も
の
の
保
障
と
は
ち
ょ
っ
と
異
な
る
」
と
し
、
こ
の
場
合
の
保
障
を
連
結
・
補
充
的
な
制
度
保
障

(10) 

で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
例
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
草
案
に
規
定
さ
れ
た
よ
う
な
出
版
の
自
由
は
、
「
制
度
類
似

の
連
結
保
障
と
し
て
、
言
論
の
自
由
と
い
う
一
般
的
基
本
権
に
独
立
し
て
対
す
る
」
と
し
、
当
時
の
出
版
法
も
同
じ
よ
う
な
関
係
に
た
っ

と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

1

部
論
者
は
こ
の
叙
述
か
ら
、
連
結
・
補
充
保
障
と
し
て
の
制
度
観
念
は
、
自
由
権
保
障
は
制
度
保
障
た
り
え
な
い
と
い
う
主
張
に
矛

盾
す
る
と
す
る
。
ま
た
、
例
と
さ
れ
る
出
版
の
自
由
に
つ
い
て
も
、
出
版
の
自
由
は
一
個
の
人
権
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
出
版
の
自
由
は
、

(12) 

制
度
保
障
で
あ
る
と
と
も
に
自
由
権
保
障
規
定
で
あ
る
と
解
し
う
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、

の
峻
別
論
に
矛
盾
す
る
か
に
つ
い
て
最
も
明
快
な
説
明
を
与
え
た
の
は
戸
波
論
文
で
あ
る
。
第
一
に
、
自
由
権
が
、
前
国
家
的
で
原
理
的

に
無
限
定
な
自
由
領
域
の
確
保
に
あ
る
な
ら
ば
、
後
国
家
的
な
法
形
成
・
法
的
規
律
を
前
提
す
る
制
度
保
障
で
補
強
さ
れ
る
こ
と
は
、
概

念
上
あ
り
え
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、

れ
、
そ
れ
は
実
定
法
界
、

な
い
し
現
実
界
に
お
い
て
自
ら
を
確
保
す
る
手
段
を
持
た
な
い
点
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ッ
ト
が
、
「
遺
憾
な
が
ら
絶
え
ず
脅
か
さ
れ
て
お
り
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、

手
段
と
し
て
仕
え
う
る
で
あ
ろ
う
。

ど
う
考
え
る
べ
き
か
。

{
般
論
の
ほ
う
か
ら
み
よ
う
。
連
結
・
補
充
的
制
度
保
障
論
が
な
ぜ
自
由
権
と
制
度

こ
こ
は
概
念
上
の
問
題
で
は
な
く
、
自
由
権
が
た
と
え
前
国
家
的
で
あ
れ
原
理
的
に
無
限
定
で
あ

シ
ュ
ミ

第一
1

は
、
制
度
に
よ
る
自
由
の
保
護
・
強
化
は
、
国
家
に
よ
る
自
由
へ
の
関
与
と
制
限
の
危
険
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
否

定
さ
る
べ
し
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
由
権
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
理
念
の
力
し
か
持
た
な
い
。
そ
れ
が
、
現
実
的
な
力
を
持
つ

存
在
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
危
険
で
は
あ
る
が
力
あ
る
存
在
を
利
用
す
る
か
、
危
険
を
避
け
あ
く
ま
で
理
念
の

カ
の
み
に
依
存
す
る
か
の
選
択
が
あ
り
う
る
。

も
ち
ろ
ん
、
危
険
を
い
か
に
し
て
減
ず
る
か
と
い
う
こ
と
は
別
に
し
て
、
前
者
の
選
択
の

ニ
四
六
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制度保障について（高橋）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

ニ
四
七

（一）
（三）

出
版
の
自
由
は
、

（
否
定
的
に
）
制
度
保
障
に
類

定
…
…
そ
の
他
の
自
由
な
取
引
の
阻
止
に
よ
っ
て
、

次
に
、
出
版
の
自
由
で
あ
る
が
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト

こ
の
よ
う
に
、
峻
別
論
に
連
結
・
補
充
制
度
保
障
が
矛
盾
す
る
と
い
う
の
は
、
論
理
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
実
は
制
度
保
障
で
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
機
能
を
も
た
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
あ
り
、
本
質
論
と
は
い
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
連
結
・

補
充
保
障
と
は
、
あ
る
種
の
制
度
保
障
の
機
能
を
指
示
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
。

似
し
た
役
割
を
は
た
し
、

こ
れ
を
制
度
の
連
結
的
保
障
の
例
と
解
す
る
説
に
は
や
や
ド
審
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
、

の
主
張
は
、
①
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
草
案
四
節
の
「
出
版
の
自
由
は
、
…
…
予
防
的
措
置
に
よ
っ
て
、
特
に
検
閲
・
許
可
・
担
保
の
設

い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
制
限
し
、
停
止
し
、

て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
②
そ
れ
が
「
制
度
類
似
の
連
結
的
保
障
」

ま
た
は
廃
止
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
に
つ
い

で
あ
る
と
い
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
般
的
な
も
の
で
は
な
く
、
検
閲
以
下
の
事
前
統
制
制
度
を
排
除
す
る
と
い
う
意
味
で

こ
こ
で
の

そ
れ
が
言
論
の
自
由
と
い
う
一
般
的
基
本
権
の
連
結
的
保
障
を
な
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実

(16) 

際
に
は
、
赤
坂
論
文
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
制
度
保
障
と
主
張
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
が
本
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

権
利
と
制
度
保
障

権
利
と
制
度
保
障
に
関
す
る
第
二
の
問
題
は
、
あ
る
条
項
か
ら
、
同
時
に
真
の
基
本
権
と
制
度
保
障
を
、
解
釈
上
導
出
で
き
な

で
き
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
真
の
基
本
権
は
前
国
家
的
権
利

で
あ
っ
て
、
憲
法
規
定
は
そ
れ
を
確
認
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
「
国
家
内
に
お
い
て
の
み
存
在
」
す
る
制
度
保
障
と
は
、

同
一
条
項
中
に
併
存
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
解
釈
上
そ
の
両
者
の
併
存
を
主
張
し
、
両
者
を
同
時
に
導
出
す
る
の
は
矛

盾
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
五
三
条
の
考
察
が
参
考
と
な
る
。
ま
ず
、

『
憲
法
理
論
』
の
段
階
で

方
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
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①
の
場
合
は
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
論
じ
て
い
な
い
が
、

,.-_ 
-• 

- . 
ヽ

もヽ し
え
ず
、

こ
の
い
ず
れ
の
答
え

は
、
所
有
権
を
前
国
家
的
な
基
本
権
た
る
自
由
権
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
単
な
る
制
度
保
障
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
曖
昧
さ

を
認
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
共
存
不
可
能
性
を
前
提
と
し
9

つ
、
そ
の
択

1

に
お
い
て
「
私
的
所
有
権
を
欠
い
た
市
民
的
法
治
国
は
存
在

（い）

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
市
民
的
法
治
国
的
憲
法
た
ら
ん
と
し
て
い
る
」
と
い
う
判
断
か
ら
、
真
の
基
本
権
た
る
こ
と
を
承
認
し
、

こ
れ
に
対
し
て
、
論
文
「
基
本
権
と
基
本
義
務
」
で
改
説
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
所
有
権
保
障
は
、
①
『
経
済
生
活
コ

と
い
う
真
の
基
本
権
た
る
自
由
権
と
は
異
質
の
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
②
「
所
有
権
は
、
義
務
を
と
も
な
う
」
と
い
う
補
足
条
項

を
付
加
さ
れ
、
③
そ
の
収
用
に
対
し
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ラ
イ
ヒ
法
律
の
よ
る
補
償
の
排
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、
こ
と
を
根
拠
に
、

(19) 

そ
の
貞
の
基
本
権
性
を
失
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
制
度
保
障
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
両
者
は
共
存
で
き
な
い
こ
と
を
前
提
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
次
に
、
真
の
珪
本
権
で
な
い
権
利
な
ら
制
度
保
障
と
、
併
存
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
①
あ
る
条
項
か
ら
、

同
時
に
真
の
基
本
権
で
な
い
権
利
と
制
度
保
障
を
導
出
で
き
る
か
と
い
う
場
合
と
、
②
あ
る
条
文
上
に
、
真
の
基
本
権
で
な
い
権
利
保
障

条
項
と
制
度
保
障
条
項
が
併
存
す
る
/
組
の
法
的
複
合
を
認
め
う
る
か
と
い
う
場
合
に
分
け
て
若
え
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
認
め
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
若
え
ら
れ
る
。
蓋
し
、

な
い
し
二
組
の
条
項
の
趣
旨
が
、
権
利
の
保
障
で
あ
っ
て
、
か
つ
制
度
保
障
で
も
あ
る
と
い
う
の
は
、
普
通
の
場
合
不
自
然
だ
か
ら
で
あ

る
。
特
に
、
制
度
保
障
の
消
極
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
説
か
ら
す
れ
ば
、
特
別
の
事
情
な
し
に
は
認
め
難
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
権
利
の
保
障
は
、

あ
る
条
文

②
の
場
合
に
つ
い
て
、

権
利
で
あ
れ
、
制
渡
保
障
に
属
す
る
か
：
・
と
い
う
間
題
が
あ
る
」
と
い
う
形
で
間
題
を
提
出
し
た
。

の
在
り
方
に
よ
り
、
様
々
に
答
え
う
る
」
と
し
、
実
定
法
の
在
り
方
い
か
ん
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
理
論
的
に
は
併
存
し
う
る
と
認
め
た

制
度
保
障
を
否
認
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
が
制
度
自
体
の
担
い
手
の
も
の
で
あ
れ
、
個
々
の
関
係
者
の
個
人
的

そ
し
て
「
こ
の
間
題
は
、
忠
法
規
定

ニ
四
八
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制度保障について（閥橋）

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
さ
れ
る
規
定
は
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
制
度
保
障
と
は
さ
れ
な
い
。
本
来
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、

四
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
と
制
度
保
障

消
極
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
説
と
正
面
か
ら
衝
突
す
る
。
第
三
に
、
権
利
を
一
般
的
に
「
利
己
的
」
と
性
格
づ
け
る
の
は
、
理
解
し
難
い
。
筆
者

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

―
二
九
条
の
制
度
保
障
と
権
利
保
障
の
関
係
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
と
、
限
定
的
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い

一
般
論
と
し
て
は
、
併
存
す
る
場
合
の
関
連
に
つ
い
て
も
、

題
は
、
憲
法
規
定
の
在
り
方
に
よ
り
、
様
々
に
答
え
う
る
」

る
。
そ
の
限
り
な
ら
ば
、
妥
当
な
見
解
と
評
し
え
よ
う
。

と
い
う
他
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

よ‘
9

9

 

こ
の
記
述
は
、

す
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
一
；
に
、

そ
れ
に
奉
仕
す
る
」

と
い
う
部
分
が
、

の
で
あ
る
。

ワ
イ
マ
ー
ル
忍
法
．
：
九
条
の
公
務
員
制
度
の
保
障
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
公
務
員
制
度

の
保
障
の
中
に
「
公
務
員
は
、

そ
の
JE
崎
な
既
得
権
を
侵
さ
れ
な
い
」
と
い
う
権
利
条
項
の
併
存
を
容
認
し
、
更
に
「
制
度
保
障
と
権
利

保
障
は
、
相
互
に
結
び
つ
き
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
権
利
の
保
障
は
、
制
度
の
保
障
に
従
属
し
、
そ
れ
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
っ
て
、

が
っ
て
個
人
主
義
的
ー
利
己
ヽ
じ
義
的
権
利
り
観
点
で
は
な
く
、
制
度
0
観
点
が
決
定
的
な
の
で
あ
る
ー
と
し
た
。

＾
般
に
は
、
こ
の
権
利
の
保
障
は
、
制
度
の
保
障
に
従
属
す
る
と
い
う
、
E
張
を
と
ら
え
て
、
権
利
と
制
度
の
関
係
が
問
題
に
な
る
と
き

は
、
権
利
は
、
制
度
保
障
部
分
に
つ
い
て
保
障
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
制
度
保
障
に
対
す
る
権
利
保
障
従

属
説
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
は
、
公
務
員
の
制
度
保
障
さ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
、
す
な
わ
ち
、
中
核
•
本
質
に
関
す
る
部
分
の
み
で

一
般
論
な
ら
ば
、

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
疑
わ
し
い
。
第
一
に
、

既
得
権
が
保
障
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

-
)
へ
冊
じ
J
T

よ、

)0.-；
日
[
‘
ー

ニ
四
九

し
た

こ
の
主
張
の
中
点
た
る
「
権
利
の
保
障
は
、
制
度
の
保
障
に
従
属
し
、

そ
の
根
拠
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
か
が
、
全
く
不
明
で
あ
り
、
御
託
宣
と
評

こ
の
主
張
は
、
前
述
の
連
結
・
補
充
的
制
度
保
障
論
に
低
触
す
る
で
あ
ろ
う
〔
三
口
〕

し、

や
は
り
「
こ
の
問

7 --3•4 --637 (香法'88)



か
ら

ヽ

そ
の
現
実
と
の
関
係
が
変
化
し
た
な
ら
ば
、

こ
の
よ
う
に
、

の
制
度
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

憲
法
規
定
の
効
力
の
問
題
で
あ
っ
て
、
制
度
を
保
障
す
る
と
い
う
制
度
保
障
と
は
無
関
係
と
み
う
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

度
保
障
は
ま
た
、
制
度
に
対
立
法
部
効
力
を
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

度
の
保
障
は
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
は
、
立
法
の
指
針
に
す
ぎ
ず
、
制
度
が
現
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
制

論
理
的
に
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

型
的
な
規
範
複
合
お
よ
び
法
関
係
」
た
る
制
度
を
現
実
に
形
成
す
る
に
い
た
っ
た
場
合
に
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
が
、
制
度
保
障
規
定
と

(23) 

E
.
R
．
フ
ー
バ
ー
は
肯
定
的
に
考
え
て
お
り
、

こ
の
見
解
の
相
違
は
、

そ
れ
に
対
し
て
、

「
現
存
す
る
」
、

お
よ
び
「
伝
統
的
」

憲
法
規
範
の
意
義
の
決
定
時
を
、

ラ
ム
規
定
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、

し
て
再
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

(24) 

否
定
す
る
。

そ
の
定
義
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
は
制
度
保
障
た
り
え

「
伝
統
的
か
つ
典

と
い
う
制
度
の
時
間
的
契
機
の
解
釈
の
違
い
に
由
来
す
る
。

一

し
か
し
、
制

そ
れ
ら
を
、

現
実
の
解
釈
の
瞬
間
を
基
準
と
す
れ
ば
、
フ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
新
ら
た
な
制
度
保
障
条
項
の
成
立
を
主
張
し
う
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

憲
法
実
施
時
と
す
る
な
ら
、
制
度
と
し
て
保
障
さ
れ
る
の
は
、
前
憲
法
以
来
の
既
存

こ
れ
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
解
釈
の
基
準
時
と
い
う
極
め
て
本
質
的
で
困
難
な
問
題
に
逢
着
す
る
。
筆
者
は
、

プ
ロ
グ

一
般
に
現
実
と
の
関
係
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
評
価
さ
れ
た
規
範
を
い
う
の
だ

そ
こ
に
ド
さ
れ
る
評
価
も
変
わ
り
う
る
と
考
え
る
。

件
さ
え
と
と
の
え
ば
、
制
度
保
障
で
あ
る
と
の
再
解
釈
も
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
l
)
 
K. L
o
e
w
e
n
s
t
e
i
n
,
 E
r
s
c
h
e
i
n
u
n
g
s
f
o
r
m
e
n
 d
e
r
 V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
a
n
d
e
r
u
n
g
 (
1
9
3
1
)
,
 
S. 2
9
0
.
 

(
2
)
 
S
c
h
m
i
t
t
.
 F
r
e
i
h
e
i
t
s
r
e
c
h
t
e
.
 
S. 1
5
3
.
 

こ
れ
に
つ
い
て
、

し
た
が
っ
て
、

そ
の
立
法
指
針
に
し
た
が
い
、

立
法
部
が

そ
の
よ
う
な
条

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は

二
五

0
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制度保障について （高橋）

(
8
)
 

(10) 

(11) 
S
c
h
m
i
t
t
,
 F
r
e
i
h
e
i
t
s
r
e
c
h
t
e
,
 S. 167. 

a.a.O., 
S. 1
7
 0ー

l
.

(12)
例
え
ば
、
戸
波
・
前
掲
八
三
頁
以
下
参
照
。

(13)
戸
波
・
前
掲
八
四
頁
。

(14)
戸
波
・
前
掲
八
五
ー
六
頁
参
照
。

(15)
筆
者
の
よ
う
に
、
連
結
・
補
充
的
保
障
と
い
う
こ
と
を
機
能
的
意
義
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
、
制
度
の
概
念
論
と
矛
盾
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
1
6
)赤坂
•
前
掲
→
0
五
頁
注
一
五
参
照
。

(17)
小
嶋
和
司
「
財
産
権
の
保
障
を
制
度
的
保
障
と
み
る
説
が
あ
る
が
、

三
頁
参
照
。

S
c
h
m
i
t
t
,
 V
 er
f
a
s
s
u
n
g
s
l
e
h
r
e
 ̀

 
S
.
1
7
2
.
 

(18) 

(19) 

(20) 
S
c
h
m
i
t
t
 ̀

 
F
r
e
i
h
e
i
t
s
r
e
c
h
t
e
,
 S. 149. 

(21) 
a.a.O., 
S. 149. 

(22)
小
嶋
・
前
掲
九
ニ
ー
三
頁
参
照
。

(23) 

(
9
)
 

(
7
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
6
)
 

a.a.O., 
S. 150. 

a.a.O., 
S. 150. 

(
5
)
 
M
e
n
z
e
l
,
 a.a.O., 
S. 48. 
も
統
治
機
構
部
分
に
つ
い
て
括
弧
で
括
っ
て
い
る
。

S
c
h
m
i
t
t
 ̀

 
F
r
e
i
h
e
i
t
s
r
e
c
h
t
e
,
 S. 167. 

ヘ
ー
ベ
ル
レ
の
、E
張
に
つ
い
て
は
、
浜
田
・
前
掲
、
赤
坂
•
前
掲
が
詳
し
い
。

P. H
a
b
e
r
l
e
,
 D
i
e
 W
e
s
e
n
s
g
e
h
a
l
t
g
a
r
a
n
t
i
e
 d
e
s
 A
r
t
i
k
e
l
 
1
9
 A
b
s
.
 2
 G
r
u
n
d
g
e
s
e
t
z
 
(1972), 2. 
Aufl., 
S. 152. 

こ
の
現
象
を
い
か
に
解
す
べ
き
か
は
問
題
で
あ
る
。
無
色
も
色
に
取
り
囲
ま
れ
る
と
き
は
、
色
の
}
部
と
し
て
意
識
さ
れ
う
る
に
似
て
い
る
と
同
じ
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。

S
c
h
m
i
t
t
,
 G
r
u
n
d
r
e
c
h
t
e
,
 S. 207. 

シ
ュ
ミ
ッ
ト
型
の
制
度
保
障
と
は
全
く
タ
イ
プ
の
違
う
も
の
と
考
え
る
べ

そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
」

vgl. F. K
l
e
i
n
,
 Institutionelle G
a
r
a
n
t
i
e
n
 u
n
d
 R
e
c
h
t
s
i
n
s
t
i
t
u
t
s
g
a
r
a
n
t
i
e
n
 
(
1
9
3
4
)
 ｀
 
S. 283. 

き
で
あ
る
。

二
五

（
『
憲
法
の
基
礎
知
識
』

（
昭
四
一
）
所
収
）
九
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れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

四
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
制
度
保
障

(24) 
S
c
h
m
i
t
t
.
 F
r
e
i
h
e
i
t
s
r
e
c
h
t
e
.
 S. 1
S
3
.
 

（
制
度
保
障
論
採
用
の
条
件

現
行
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
制
度
保
障
論
は
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
必
要
と
い
う
た
め
に
は
制
度
保
障
条
項
が
存
在
す
る
こ
と
が
証
明
さ

い
か
な
る
憲
法
条
項
が
制
度
保
障
の
候
補
範
囲
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

制
度
保
障
と
い
う
こ
と
が
、
広
い
意
味
で
制
度
を
慮
法
上
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
日
本
国
慮
法
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
制

度
保
障
を
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。

第
．
に
、

し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
流
の
狭
義
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
き
は
、
相
当
に
狭
い
も
の

と
な
ろ
う
。
日
本
国
忠
法
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
＿
般
的
論
点
は
以
下
の
ご
と
き
で
あ
る
。

そ
れ
が
実
質
的
に
権
利
等
の
「
保
障
」
条
項
の
一
部
に
属
し
て
い
る
場
合
に
の
み
問
題
に
な
る
と
す
れ
ぱ
、
原
則
的
に
第
：
こ

章
「
国
民
の
権
利
及
び
義
務
」
の
章
内
の
条
項
に
か
ぎ
ら
れ
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
実
質
的
に
権
利
の
「
保
障
」
で
あ
る
と
明
ぷ
的
に
ぷ

さ
れ
る
等
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
の
み
制
度
保
障
た
り
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
限
定
を
付
し
て
制

度
保
障
論
を
構
成
す
る
論
者
は
稀
で
あ
る
。

第
こ
に
、
制
度
保
障
の
「
限
昇
」
に
あ
た
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
制
度
保
障
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
学
会
は
、

共
に
制
度
保
障
で
あ
る
と
し
、

こ
の
点
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
限
界
を
認
め
ず
、

は
な
は
だ
し
い
場
合
は
、
同
．
条
文
を
、
前
国
家
的
権
利
で
あ
る
と

ま
た
は
自
由
権
で
あ
る
と
共
に
制
度
保
障
で
あ
る
と
す
る
論
者
も
あ
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
こ
の
点
に

二
五

し
か
し
な
が
ら
、
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制度保障について（高橋）

第
三
は
、

日
本
の
学
会
で
は
、
制
度
保
障
の
概
念
上
の
限
界
と
い
う
側
面
が
あ
ま
り
強
調
さ
れ
ず
、

む
し
ろ
人
権
・
自
由
権
と
制
度
保

障
の
交
錯
か
ら
生
じ
る
効
果
・
機
能
の
面
か
ら
制
度
保
障
の
存
在
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
広
く
人
権
・
自
由
権
と
制

度
保
障
の
併
存
可
能
性
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
併
存
範
囲
の
価
値
論
的
調
整
と
い
う
場
面
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
川
添
論
文
は
「
制
度
的
保
障
の
究
極
目
的
は
、
あ
く
ま
で
も
人
権
の
保
障
の
強
化
に
あ
る
」
こ
と
を
怖
調
す
る
。
こ
の
帰
結

は
、
人
権
の
保
障
の
強
化
に
資
し
な
い
場
合
に
は
、
あ
る
条
項
を
制
度
保
障
と
解
す
る
こ
と
は
し
な
い
、

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
主
張
は
、

お
そ
ら
く
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
、
制
度
保
障
に
は
自
由
権
の
連
結
的
・
補
充
的
保
障
た
る
場
合
が
あ
る
と

い
う
主
張
を
、
効
果
・
機
能
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
概
念
的
な
関
係
と
し
て
、

異
な
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、

な
い
し
す
る
べ
き
で
な
い
と
い

そ
れ
に
し
て
も
人
権
保
障
の
強
化
と
な
る
か
否
か
を
限
界
と
す
る
の
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
よ
り
原
理
的
な
観
点
か
ら
提
言
す
る
の
は
、
戸
波
論
文
で
あ
る
。
曰
く
、
「
一
般
的
に
み
て
、
お
よ
そ
近
代
立
憲
主
義

憲
法
の
究
極
的
目
的
が
個
人
の
自
由
・
人
権
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
以
上
、
制
度
的
保
障
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
も
、
個
人
の
人
権
保
障

と
関
連
さ
せ
て
、
そ
れ
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
理
論
構
成
す
べ
き
こ
と
は
憲
法
解
釈
に
お
い
て
は
当
然
の
こ
と
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
制
度
的
保
障
の
理
論
を
と
り
こ
む
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
制
度
的
保
障
は
人
権
保
障
に
奉
仕
し
、
そ
れ
を
強
化
す

る
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
根
本
的
態
度
と
し
て
要
請
さ
れ
よ
う
。
」
こ
の
主
張
は
、
極
め
て
高
次
な
近
代
立
憲
主
義
の
究
極
目
的
の

議
論
を
含
む
た
め
、
全
面
的
に
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
。

し
か
し
、

も
し
こ
の
主
張
が
、
制
度
保
障
と
解
す
る
こ
と
が
、
条
文
の
認
識
上

妥
当
で
あ
る
場
合
に
ま
で
、
個
人
の
人
権
・
自
由
確
保
に
反
す
る
と
し
て
、
制
度
保
障
な
り
と
の
解
釈
を
排
除
す
る
と
い
う
の
な
ら
、

れ
に
は
同
意
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
制
度
保
障
は
た
し
か
に
漠
然
・
曖
昧
さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
が
、

で
あ
ろ
う
か
。

(
2
)
 

関
す
る
再
検
討
が
望
ま
れ
る
。

そ
の
中
心
認
識
た
る
、

二
五
三

そ

憲
法
条

一
般
化
の
し
す
ぎ
で
は
な
い

一
般
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の
理
解
は
こ
れ
と
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す
る
の
に
は
賛
成
し
え
な
い
。

文
に
は
制
度
を
保
障
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
全
く
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
い
し
実
践
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
信
じ
ら

ま
た
、
「
制
度
的
保
障
は
人
権
保
障
に
奉
仕
し
、

代
の
憲
法
の
目
的
は
、
近
代
憲
法
の
そ
れ
と
は
相
当
に
乖
離
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
か
か
る
時
代
に
お
い
て
、
近
代
憲
法
の
一
般
的

目
的
を
直
接
も
ち
だ
し
て
、
具
体
的
な
制
度
保
障
解
釈
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
内
容
の
あ
る
主
張
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
し
、

現
代
国
家
の
存
在
様
式
と
目
的
の
在
り
方
を
具
体
的
に
探
究
し
、
現
代
の
人
権
の
在
り
方
を
探
る
と
い
う
の
が
今
日
の
最
乗
要
課
題
で
は

な
い
か
。
そ
れ
を
既
に
既
知
と
し
、
そ
れ
に
制
度
保
障
を
制
約
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
一
般
論
と
し
て
受
け
入
れ
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
制
度
保
障
な
り
と
の
条
文
解
釈
が
認
識
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
学
問
的
態
度
と
し
て
は
、
そ
の
実
践
的
・
価
値
的
側

面
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
解
釈
上
完
全
に
一
貫
し
た
認
識
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
と
し
て
も
、

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
を
強
化
す
べ
き
」
も
の
と
の
主
張
に
は
、

や
は
り
認
識
部
分
に
つ
い
て
は
、
認
識
と
し
て
受
容
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
日
本
で
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
い
が
、
制
度
保
障
と
規
範
の
効
力
と
の
関
係
も
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

①
裁
判
規
範
た
る
権
利
規
定
、
②
法
律
留
保
型
保
障
規
定
、
③
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
と
の
各
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
裁
判
規
範
た
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
制
度
保
障
と
の
併
存
可
能
性
や
そ
の
限
界
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
日

本
国
憲
法
の
場
合
に
特
に
注
意
す
べ
き
は
、

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と
は
事
情
が
違
い
、
消
極
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
制
度
保
障
を
呼
び
だ

す
必
要
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
疑
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
蓋
し
、
こ
の
種
の
権
利
規
定
の
整
序
は
比
較
的
簡
単
に
で
き
、

を
保
障
す
る
と
し
か
い
え
な
い
と
い
う
条
文
は
稀
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
併
存
す
る
と
さ
れ
る
場
合
、

に
わ
か
に
は
従
い
が
た
い
。
蓋
し
、
現

そ
の
部
分
を
実
践
的
・
価
値
的
に
処
理

ど
う
し
て
も
制
度

そ
の
保
障
効
果
が
、
権
利
は
本
質
内
容
を
、
制
度
保
障
も
制
度
の
中
核
•
本
質
を
保

二
五
四
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制度保障について（高橋）

口
制
度
保
障
条
項
の
一
般
的
論
点

障
す
る
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
、

二
五
五

(
5
)
 

そ
れ
ら
は
一
般
に
重
複
し
、
制
度
保
障
と
い
う
実
益
が
疑
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
制
度

の
中
核
•
本
質
は
、
当
該
権
利
の
本
質
内
容
と
独
自
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。
特
に
筆
者
の
よ
う
に
、
制
度
の
中
核
•
本
質
を

制
度
の
ア
イ
デ
ン
テ
テ
ィ
に
求
め
る
な
ら
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
条
文
に
お
い
て
、
個
別
に
考
察
す
る
他
な
い
。

次
に
法
律
留
保
型
保
障
規
定
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
実
は
制
度
保
障
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
実
践
的
な
狙
い
と
し
て
は
、
議
会
に
留

保
さ
れ
て
い
る
法
律
に
よ
る
制
度
の
廃
止
な
い
し
、
そ
の
中
核
•
本
質
の
改
革
を
阻
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
仏
律
留

保
部
分
に
実
質
的
な
憲
法

L
の
保
護
を
持
ち
込
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
留
保
部
分
こ
そ
制
度
保
障
が
そ
の
意
義
を
卜
分
に
発
揮

し
う
る
分
野
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
憲
法
の
解
釈
に
よ
れ
ば
そ
も
そ
も
法
律
留
保
と
さ
れ
る
条
文
は
少
な
い

ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
は
、
将
来
の
政
治
目
標
の
宣
言
で
あ
る
か
ら
、
本
来
現
存
す
る
制
度
を
保
障
す
る
制
度
保
障
と
は
関
係
が
な

い
。
た
だ
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
も
と
で
、
法
規
範
が
整
備
さ
れ
た
場
合
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の
規
定
が
制
度
保
障
規
定
に
変
じ
う
る

の
で
は
な
い
か
、

が
問
題
に
な
り
、
理
論
的
に
は
そ
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
特
に
社
会
国

家
的
規
定
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
規
範
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、

で
あ
る
。
財
政
的
裏
付
け
が
必
要
な
規
範
は
原
則
的
に
そ
の
よ
う
な
範
疇
に
入
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
伝
統
的
・
典
型
的
規
範
と
し
て
、

そ
の
安
定
性
が
確
立
し
な
け
れ
ば
、
制
度
保
障
の
制
度
と
は
い
い
え
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

現
在
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
お
い
て
も
い
く
つ
か
の
条
項
が
、
制
度
的
保
障
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
①
地
方
自
治
の
保
障

（
九
二
条
）
、
②
政
教
分
離
（
二

0
条
二
項
・
八
九
条
）
、
③
出
版
の
自
由
（
ニ
―
条
）
、
④
財
産
権
の
不
可
侵
（
二
九
条
）
、
⑤
大
学
の
自
治

（
二
三
条
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
以
上
で
述
べ
て
き
た
制
度
保
障
論
の
問
題
点
に
様
々
な
形
で
関
わ
っ
て
い
る
。

た
め
、

こ
の
意
義
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。

か
な
ら
ず
し
も
継
続
を
予
定
し
て
い
な
い
規
範
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と

そ
れ
ら
の
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結
論
的
な
検
討
は
、

稿
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

問
題
点
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
条
文
の
特
殊
性
に
も
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
別
的
に
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
本

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
に
理
解
し
た
限
り
で
の
制
度
保
障
の
一
般
論
か
ら
み
て
、
そ
の
持
っ
て
い
る

そ
れ
に
対
す
る

1

応
の
見
解
を
示
し
て
お
く
の
も
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
理
解
を
便
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。

地
方
自
治
の
保
障

地
方
自
治
の
保
障
が
制
度
の
保
障
で
な
い
か
と
い
う
の
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
以
来
の
思
考
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

ワ
イ
マ
ー
ル
慮
法
に
お
け
る
と
違
い
人
権
部
分
に
属
す
る
も
の
で
も
な
い
し
、

な
け
れ
ば
不
自
然
な
わ
け
で
も
な
い
。
な
に
ゆ
え
に
、
歴
と
し
た
統
治
機
構
の
規
定
が
制
度
保
障
と
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
は
論
証
さ

第
一
一
に
、
地
方
自
治
を
制
度
保
障
と
み
る
場
合
、
必
要
条
件
た
る
既
存
・
現
在
す
る
伝
統
的
・
典
型
的
地
方
自
治
制
度
と
は
何
を
指
す

の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
慮
法
ド
に
形
成
さ
れ
た
地
方
自
治
制
度
を
「
典
刑
的
」
と
主
張
し
、
そ
の
中
核
•
本
質
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
も

の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
現
憲
法
制
定
後
の
英
米
流
の
地
方
自
治
制
度
が
本
条
の
制
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

制
度
保
障
説
を
と
れ
る
の
は
、
制
度
形
成
後
そ
れ
が
伝
統
的
と
い
い
う
る
段
階
に
な
っ
た
以
後
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
慮
法
制
定
崎
初
よ

り
制
度
保
障
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、

こ
こ
で
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
制
度
保
障
論
を
は
な
れ
、
伝
統
と
い
う
要
素
を
否
認
す
る
必
要
が
生
じ

政
教
分
離
の
制
度
的
保
障
論
に
つ
い
て
は
、

②

政

教

分

離

よ
う
。

れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
一
に
本
条
は
、

①
 

ま
ず
第
一
に
、

ま
た
そ
れ
が
制
度
の
「
保
障
」

そ
れ
が
宗
教
の
自
由
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

通
説
の
よ
う
に
制
度
優
越
論
を
と
る
と
厄
介
な
問
題
が
生
じ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
権
利
た
る
宗
教
の
自
由
は
、
制
度
的
保
障
に
制
約
さ
れ

て
制
度
の
限
度
で
権
利
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
制
度
保
障
論
に
疑
義
を
呈
す
る
見
解
が
あ
る
。

二
五
六

と
解
さ

そ
の
場
合
、
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制度保障について（高橋）

二
五
七

筆
者
は
、
前
述
の
よ
う
に
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
と
解
す
る
が
〔
三

□

〕
、
こ
の
場
合
は
別
に
優
劣
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ

は
、
あ
る
い
は
一
定
の
宗
教
を
国
教
と
す
る
こ
と
の
禁
止
で
あ
り
、

ば
ぬ
領
域
を
カ
バ
ー
す
る
。
こ
の
機
能
が
、
宗
教
の
自
由
の
連
結
的
・
補
充
的
保
障
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
政
教
分
離
を
国
教
制
度
が
な
い
状
態
と
す
る
場
合
、
こ
れ
は
制
度
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
制
度
を
保
障
す
る

こ
と
と
は
異
な
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
政
教
分
離
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
に
よ
り
制
度
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
影
粋
が
生
じ

る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

日
本
の
政
教
分
離
制
度
が
、
既
存
・
現
存
す
る
伝
統
的
・
典
型
的
な
も
の
と
い
え
る
か
は
、

出
版
の
自
由

を
前
提
と
し
、

財
産
権
の
不
可
侵

ま
た
は
資
金
援
助
す
る
こ
と
の
禁
止
で
あ
り
、
宗
教
の
自
由
の
お
よ

や
は
り
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
由
来
す
る
と
さ
れ
、
今
日
の
ド
イ
ツ
学
会
の
論
点
の
一
っ
に
な
っ

出
版
の
自
由
が
制
度
保
障
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、

(10) 

て
い
る
こ
と
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
彼
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
草
案
の
基
本
権
規
定
第
四
節
が
現

行
規
定
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
出
版
の
自
由
は
、
制
度
類
似
の
連
結
的
保
障
と
な
る
と
主
張
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
特
定
の
条
文
の
在
り
方

か
つ
制
度
保
障
そ
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
た
の
で
は
な
い
。
今
日
の
我
が
国
の
学
説
は
、
出
版
の
自
由
を
一
の
独
立
し
た

自
由
権
と
し
、
連
結
・
補
充
的
制
度
保
障
た
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
条
文
の
在
り
方
な
ど
か
ら
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
。

④
 

財
産
権
の
不
可
侵
条
項
が
、
権
利
保
障
規
定
で
あ
る
と
と
も
に
制
度
的
保
障
で
あ
る
こ
と
は
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
の

よ
う
に
、
財
産
権
を
前
国
家
的
権
利
な
い
し
自
由
権
と
み
る
と
き
、
制
度
保
障
と
併
存
す
る
と
主
張
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

通
説
は
、
こ
の
困
難
を
克
服
し
た
上
で
の
も
の
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
財
産
権
に
は
社
会
国
家
的
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

③
 

重
ね
て
は
論
じ
な
い
。
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強
調
し
て
は
い
る
が
、
相
変
わ
ら
ず
財
産
権
を
、
本
来
的
に
前
国
家
的
自
由
権
た
る
人
権
で
あ
る
と
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
部
に
、
財
産
権
の
不
可
侵
規
定
を
、
法
実
証
主
義
的
解
釈
態
度
に
も
と
づ
き
―
―
項
と
の
関
係
を
重
要
視
し
て
法
律
留
保
型
保
障
と
す

る
学
説
や
、
あ
る
い
は
構
造
的
特
性
か
ら
法
律
留
保
型
の
保
障
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
説
が
あ
る
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
制
度
的
保

大
学
の
自
治

学
問
の
自
由
(
-
三
一
条
）

的
議
論
は
別
と
す
れ
ば
、

か
ら
導
出
さ
れ
る
大
学
の
自
治
に
つ
い
て
も
、
制
度
保
障
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。

ト
も
ド
イ
ツ
の
大
学
の
神
学
部
に
つ
い
て
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
規
定
に
つ
き
、

の
で
、
大
学
全
体
の
自
治
を
制
度
保
障
と
解
す
る
の
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
日
本
国
憲
法
で
の
問
題
は
、
自
治
と
自
由
の
関
係
と
い
う
根
本

そ
れ
が
学
問
の
自
由
か
ら
導
出
さ
れ
た
点
に
あ
る
。
学
問
の
自
由
と
い
う
自
由
権
と
大
学
の
自
治
と
い
う
制
度

保
障
が
併
存
で
き
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
な
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

的
に
は
大
学
の
自
治
を
導
け
ず
、
両
者
は
別
で
あ
る
、

も
の
で
、

⑤
 

こ

A

こ、

t
し
力
し

シ
ュ
ミ
ッ

そ
れ
が
制
度
保
障
で
あ
る
と
の
解
釈
を
主
張
し
て
い
る

し
か
し
、
本
稿
の
よ
う
に
両
者
の
導
出
は
無
理
と
す
る
場
合
、

ど
う
考
え
る

そ
れ
に
対
し
て
は
、
①
大
学
の
自
治
を
制
度
保
障
で
な
い
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
②
学
問
の
自
由
か
ら
は
論
理

と
す
る
選
択
が
あ
り
う
る
。
筆
者
は
、
む
し
ろ
②
が
適
当
な
の
で
あ
っ
て
、
大
学

の
自
治
の
保
障
は
、
学
問
の
自
由
と
は
レ
ベ
ル
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
歴
史
的
由
来
か
ら
別
に
慣
習
法
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た

た
だ
便
宜
上
学
問
の
自
由
の
条
文
か
ら
の
導
出
と
い
う
外
観
を
与
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
。

(
l
)
日
本
の
制
度
保
障
論
は
、
こ
の
点
に
つ
き

1

応
触
れ
な
が
ら
、
こ
の
制
限
を
緩
め
う
る
か
と
い
う
問
題
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
す
、
実

際
に
は
真
剣
に
検
討
す
る
こ
と
な
し
に
拡
大
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

障
が
矛
盾
な
く
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。

二
五
八

7 - 3•4 -646 (香法'88)



制度保障について（高橋）

制
度
保
障
は
、
本
来
き
わ
め
て
単
純
に
、
憲
法
条
項
中
に
、
制
度
が
保
障
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
の
指
摘
が
出
発
点
と
な
る
。
し

か
し
、
制
度
は
広
く
規
範
複
合
・
法
関
係
を
含
み
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
広
義
の
制
度
保
障
）
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
制
度
保
障
は
、
も
と
よ
り
か
か
る
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、

で
、
基
本
権
保
障
条
項
中
、
従
来
の
権
利
・
自
由
の
保
障
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
配
分
し
え
な
い
憲
法
に
よ
る
規
範
複
合
・
法
関
係
の

五

む

す

び

二
五
九

「
保
障
」

(
2
)
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
権
利
・
自
由
で
あ
る
と
同
時
に
制
度
保
障
で
あ
る
と
し
て
も
、
個
人
の
権
利
・
自
由
は
不
利
に
な
ら
な
い
か
ら
、
認
め
て
さ
し
つ
か

え
な
い
と
い
う
実
際
的
な
考
慮
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
か
か
る
思
考
態
度
は
、
学
問
的
に
適
切
な
も
の
か
再
検
討
の
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
3
)
川
添
•
前
掲
一
六
八
頁
。

(
4
)
戸
波
・
前
掲
七
七
頁
。

(
5
)
阿
部
照
哉
「
憲
法
に
お
け
る
制
度
的
保
障
」
（
『
法
学
演
習
講
座
①
ヤ
四
法
』
（
昭
四
じ
）
所
収
）
二
八
六
頁
参
照
。

(
6
)
佐
藤
幸
治
『
憲
法
』
（
昭
五
六
）
二
八
〇
貞
参
照
。

(
7
)
川
添
・
前
掲
一
七
一
．
貞
゜

(
8
)
戸
波
・
前
掲
七
八
頁
お
よ
び
八
こ
頁
注
ご
五
参
照
。

(
9
)
佐
藤
・
前
掲
二
八
二
貝
参
照
。

(10)
浜
田
純
一
「
プ
レ
ス
の
自
由
の
『
制
度
的
理
解
』
に
つ
い
て

(
1
.
2
)
」
東
京
大
学
新
聞
研
究
所
紀
要
ご
七
ー
八
号
参
照
。

(11) 
vgl. S
c
h
m
i
t
t
,
 F
r
e
i
h
e
i
t
s
r
e
c
h
t
e
,
 S. 1
5
1
.
 

そ
の
字
義
ど
う
り
解
す
る
と
き
は
、
あ
ら
ゆ
る
憲
法
規
範
は
制
度
保
障
規
範
と
い
わ

よ
り
狭
義
の
も
の

7
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令而よ、

＝―-日

i
を
、
制
度
保
障
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
制
度
保
障
は
、

あ
る
。
そ
れ
が
過
大
評
価
さ
れ
る
の
は
、
制
度
論
の
神
秘
性
と
、
機
能
と
し
て
対
立
法
部
効
力
を
持
つ
と
の
主
張
が
時
流
に
合
し
た
か
ら

し
た
が
っ
て
、
我
々
の
制
度
保
障
に
対
す
る
態
度
と
し
て
は
、
憲
法
が
、
積
極
的
に
保
障
す
る
あ
る
法
的
規
範
複
合
・
法
関
係
が
、
通

常
の
権
利
・
自
由
の
保
障
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
は
理
解
し
え
な
い
場
合
に
、
制
度
保
障
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
適
切
か
否
か
を
検
討

シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
制
度
保
障
論
が
、

す
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る
。

に
す
ぎ
な
い
。

そ
も
そ
も
消
極
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

か
か
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
日
の
我
が
国
の
憲
法
学
界
な
い
し
判
例
の
展
開
す
る
制
度
保
障

こ
れ
と
は
相
当
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
六

0
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