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る
と
と
も
に
、
国
内
の
領
主
な
ど
の
権
力
を
排
除
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

一
元
的
な
国
家
権
カ
・
統
治
権
を
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
主

日
本
国
憲
法
玉
第
八
章

て
き
た
。
そ
の
基
本
的
な
理
解
の
違
い
か
ら
、
伝
来
説
と
固
有
権
説
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
現
在
で
も
そ
の
対
立
は
続
い
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
圧
倒
的
に
劣
勢
に
あ
っ
た
固
有
権
説
側
か
ら
新
た
な
根
拠
付
け
が
主
張
さ
れ
、
特
に
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
伝
来
説
の
内
部
に
お
い
て
も
見
解
の
対
立
が
あ
り
、
今
日
の
通
説
と
み
ら
れ
る
制
度
的
保
障
説
に
対
し
て
も
批
判
が
止
ん
だ

わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
は
、

と
す
る
試
み
で
あ
る
。

蜆
在
、

地
方
自
治
」

の
地
方
自
治
制
度
が
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
か
に
つ
い
て
、
従
来
か
ら
様
々
な
見
解
が
存
在
し

日
本
国
憲
法
の
地
方
自
治
制
度
の
意
義
を
再
考
し
、
地
方
自
治
規
定
の
妥
当
な
解
釈
の
た
め
に
貢
献
し
よ
う

再
検
討
の
出
発
点

日
本
国
憲
法
の
規
定
す
る
地
方
自
治
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
異
な
る
、
二
つ
の
見
解
が
併
立
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自

治
体
は
、
そ
も
そ
も
国
家
か
ら
独
立
し
た
固
有
の
統
治
権
を
も
つ
存
在
で
あ
る
と
主
張
す
る
固
有
権
説
と
、
も
と
も
と
国
家
の
統
治
権
に

よ
っ
て
自
治
権
が
付
与
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
主
張
す
る
伝
来
説
で
あ
る
。

従
来
、
近
代
国
家
の
主
権
の
統
一
・
不
可
分
性
を
基
礎
と
し
て
、
国
家
の
統
治
権
の
一
部
が
、
地
方
自
治
体
に
自
治
権
と
し
て
付
与
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
伝
来
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
近
代
国
家
の
主
権
は
、
外
国
や
教
皇
な
ど
国
外
の
権
力
を
排
除
す

は

じ

め

に
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憲法上の地方自治制度の意義（高橋）

呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
再
検
討
は
、
「
第
八
章

＊
 

(
2
)
 

張
す
る
主
権
の
ド
グ
マ
に
適
合
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
前
国
家
的
権
力
も
超
国
家
的
権
力
も
観
念
し
得
ず
、
す
べ
て
の
統
治

権
は
、
国
家
の
主
権
に
由
来
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
方
自
治
休
の
自
治
権
も
、
当
然
、
国
家
の
統
治
権
に
由
来
す
る
こ
と

で
は
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
方
式
で
地
方
自
治
体
に
自
治
権
が
付
与
さ
れ
る
の
か
。
明
治
憲
法
下
の
よ
う
に
、
憲

(
3
)
 

法
が
沈
黙
状
態
に
あ
っ
て
、
法
律
に
よ
っ
て
行
政
組
織
と
し
て
地
方
自
治
制
度
が
形
成
さ
れ
、
自
治
権
が
付
与
さ
れ
た
の
と
は
、
様
相
を

異
に
す
る
。
日
本
国
憲
法
は
、
第
八
章
に
四
ヶ
条
の
規
定
を
設
け
、
法
律
に
よ
る
地
方
自
治
制
度
の
形
成
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
国
の
主
権
ー
憲
法
の
地
方
自
治
規
定
ー
法
律
に
よ
る
地
方
自
治
制
度
と
い
う
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
憲
法
伝
来
説
と
呼
ぶ
の

(
4
)
 

が
相
応
し
い
。

地
方
自
治
」
を
統
治
機
構
の
規
定
で
あ
る
と
見
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
内
野
正
幸
教

授
は
、
憲
法
の
地
方
自
治
に
つ
い
て
、
制
度
的
保
障
と
み
る
説
を
批
判
し
て
「
統
治
機
構
領
域
の
憲
法
規
定
に
示
さ
れ
る
規
範
と
同
じ
性

格
を
も
つ
客
観
的
規
範
で
あ
る
、
と
説
明
す
れ
ば
た
り
よ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
も
、
ま
ず
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
の

が
当
然
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
も
地
方
自
治
規
定
が
適
正
に
解
釈
で
き
な
い
と
い
う
場
合
に
初
め
て
、
制
度
的
保
障
説

そ
の
他
の
解
釈
技
術
の
導
入
を
考
え
れ
ば
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
内
野
教
授
に
敬
意
を
表
し
て
、
本
稿
の
立
場
を
「
統
治
機
構
説
」
と

(6) 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
「
承
継
す
る
学
説
は
存
在
し
な
い
」
と
ま
で
評
さ
れ
る
柳
瀬
良
幹

教
授
の
い
わ
ゆ
る
承
認
説
を
軸
に
再
検
討
す
る
の
が
便
宜
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
従
来
の
学
説
の
中

で
は
、
承
認
説
の
立
場
が
基
本
的
に
統
治
機
構
説
の
思
考
方
法
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
批
判
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

に
な
る
の
で
あ
る
。
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新
固
有
権
説
に
つ
い
て

検
討
に
便
宜
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
承
認
説
に
よ
る
地
方
自
治
規
定
の
解
釈
を
紹
介
し
、
そ
の
問
題
点
・
批
判
点
を
検

と
こ
ろ
で
、
承
認
説
の
検
討
に
先
立
っ
て
、
以
下
の
二
点
を
迩
べ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
「
承
認
説
」
と
い
う
名
称
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
学
説
の
名
称
の
由
来
は
、
憲
法
の
地
方
自
治
規
定

は
地
方
自
治
を
「
承
認
」
な
い
し
「
許
容
」
す
る
点
に
法
的
意
味
が
あ
る
と
い
う
教
授
の
主
張
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
教
授
自
身
の

異
色
の
帰
結
で
は
あ
っ
て
も
、
解
釈
の
本
質
を
示
す
も
の
で
は
な
い
し
、
必
然
的
な
結
論
と
も
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
と
し
て

は
、
統
治
機
構
説
の
原
型
と
い
う
位
置
づ
け
か
ら
承
認
説
を
検
討
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
も
し
承
認
説
と
呼
ば
れ
る
解
釈
が
、
統
治
機
構
説
の
原
型
を
な
す
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
承
継
す
る
学
説
が
な
い
と
い
う

の
は
言
い
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
来
説
を
採
用
し
、
制
度
的
保
障
説
を
と
ら
な
い
た
め
、
結
果
的
に
地
方
自
治

(8) 

規
定
を
統
治
機
構
の
一
部
と
し
て
解
釈
す
る
学
説
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
内
容
的
・
方
法
的
に
考
え
る
と
き
、
決
し
て
後
継
者
を
も

た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
学
説
の
名
称
が
、
時
と
し
て
そ
の
消
長
を
左
右
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
承
認
説
も
こ

の
例
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

従
来
の
固
有
権
説
の
基
礎
付
け
に
は
、
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
国
と
対
峙
す
る
存
在
と
し
て
の
地
方
自

治
を
歴
史
・
現
実
の
中
に
見
出
し
、
自
然
法
論
に
基
づ
い
て
、
地
方
自
治
体
が
国
家
よ
り
伝
来
し
た
の
で
は
な
い
始
原
的
な
権
利
を
も
っ

(
9
)
 

と
主
張
す
る
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
る
。

討
し
、
統
治
機
構
説
を
追
求
し
て
み
た
い
。

四
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憲法上の地方自治制度の意義（高橋）

し
か
し
な
が
ら
、

日
本
に
お
い
て
は
、

社
会
的
基
盤
を
持
た
な
い
。
確
か
に
、

＊
 

五

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
な
ど
に
比
し
て
地
方
自
治
は
発
展
せ
ず
、
固
有
権
を
基
礎
付
け
る
ほ
ど
の

日
本
に
お
い
て
も
近
代
国
家
の
成
立
に
先
立
っ
て
村
落
・
都
市
共
同
体
が
存
在
し
た
が
、
今
日
の

地
方
自
治
に
つ
な
が
る
制
度
は
、
明
治
維
新
後
の
日
本
国
家
に
よ
る
意
図
的
形
成
物
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
市
制
•
町
村
制
は
明
治

二
―
年
、
府
県
制
は
明
治
二
三
年
に
で
き
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
変
遷
消
長
は
著
し
く
、
憲
法
上
そ
の
社
会
的
基
盤
を

主
張
で
き
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。
今
日
、
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
タ
イ
プ
の
固
有
権
説
は
ほ
と
ん
ど
説
得
力
が
な
い
と
い
え
よ
う
。

も
う
―
つ
の
固
有
権
説
の
基
礎
付
け
の
方
法
は
、
も
と
も
と
前
国
家
的
存
在
と
さ
れ
る
人
権
に
類
似
す
る
権
利
を
、
地
方
自
治
体
も
も
っ

(10) 

て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
で
は
、
基
本
的
人
権
を
前
国
家
的
な
権
利
と
し
て
理
解
す
る
の
が
通
説
的
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
議
論
の
前
提
は
満
た
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
問
題
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
で
も
有
力
な
学
説
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
固
有
権
の
主
張
は
、
林
田
和
博
教
授
の
そ
れ
が
代
表
的
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
地
方
自

治
体
は
、
成
人
と
し
て
の
人
格
が
認
め
ら
れ
る
べ
ぎ
状
態
に
あ
る
。
「
地
方
団
体
に
対
し
、
こ
れ
を
国
家
の
構
成
要
素
と
な
し
な
が
ら
も
、

国
家
と
い
え
ど
も
奪
う
べ
か
ら
ず
、
国
家
に
対
し
て
も
譲
渡
す
べ
か
ら
ざ
る
法
以
前
の
、
自
由
な
る
人
格
権
を
認
め
ん
と
す
る
こ
と
は
、

(11) 

．．． 
憲
法
規
定
の
中
で
論
証
し
え
ら
る
る
」
。
教
授
は
詳
し
い
論
証
を
示
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
地
方
自
治
体
を
基
本
的
人
権
の
享
有
主
体

と
認
め
、
そ
の
自
治
権
に
対
し
憲
法
九
七
条
に
よ
る
性
格
づ
け
を
す
る
。
す
な
わ
ち
「
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
対
し
、
侵
す
こ
と
の
で

き
な
い
永
久
の
権
利
」
で
あ
り
、
前
国
家
的
な
も
の
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
う
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
論
証
方
法
は
日
本
国
憲
法
を
介
在
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
固
有
権
説
と
い
う
よ
り
伝
来
説
に
属
す
る

（
憲
法
伝
来
説
）
。
も

ち
ろ
ん
、
憲
法
を
離
れ
て
も
不
可
侵
か
つ
永
久
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
れ
ば
、
固
有
権
説
と
し
て
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ

(12) 

こ
ま
で
議
論
は
及
ん
で
は
い
な
い
。
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近
年
、
地
方
の
時
代
と
い
う
掛
け
声
が
あ
る
一
方
で
、
地
方
自
治
の
危
機
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
叫
ば
れ
る
。
危
機
の
内
容
は
多
岐

に
及
ぶ
が
、
そ
の
中
心
的
問
題
は
、
国
に
よ
る
自
治
体
に
対
す
る
様
々
な
干
渉
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
新
中
央
集
権

（認）

化
と
い
う
現
象
で
、
こ
れ
に
よ
り
地
方
自
治
が
絶
え
ず
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
従
来
の
憲
法
の
地
方
自
治
規
定
の
解
釈
が
真
剣
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
地
方
自
治
の
危
機
と
い

う
認
識
に
対
応
し
て
で
あ
ろ
う
か
、
固
有
権
説
的
思
考
に
基
づ
き
地
方
自
治
権
を
再
構
成
し
よ
う
と
試
み
る
学
説
（
新
固
有
権
説
）
が
目

に
付
く
の
で
あ
る
。
少
数
に
止
ま
る
が
有
力
な
学
説
な
の
で
、
簡
単
に
見
て
お
ぎ
た
い
。

(14) 

ま
ず
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
最
も
説
得
力
の
あ
る
手
島
孝
教
授
の
主
張
の
中
核
を
検
討
し
た
い
。
教
授
は
、
九
―
一
条
の
地
方
自
治
の
本

旨
を
団
体
自
治
・
住
民
自
治
と
す
る
通
説
に
し
た
が
い
つ
つ
、
そ
れ
ら
は
有
機
的
に
不
可
分
の
関
連
を
成
す
―
つ
の
全
休
と
し
て
の
地
方

自
治
権
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
固
有
権
（
す
な
わ
ち
、
国
家
以
前
・
憲
法
以
前
の
住
民
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
に
固
有
な
基

本
的
権
利
）
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
憲
法
解
釈
論
的
根
拠
を
あ
げ
る
。

第
一
は
、
人
民
主
権
論
の
論
理
と
参
政
権
に
基
づ
く
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
の
い
う
国
民
主
権
を
人
民
主
権
と
理
解
す
る
と

き
、
「

II

一
国
家
内
の
多
種
多
様
な
政
治
・
行
政
需
要
中
、
局
地
的
性
格
の
も
の
に
関
し
て
は
、
関
係
国
民
の
自
己
決
定
、
す
な
わ
ち
当
該

地
域
の
住
民
の
|
|
五
直
接
お
よ
び
命
令
委
任
付
き
代
議
的
民
主
主
義
的
な
決
定
に
委
ぬ
べ
し

尊
重
す
べ
し
）
“
と
の
要
請
を
当
然
に
そ
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
内
包
す
る
こ
と
に
な
る
。
…
住
民
自
治
権
は
、
あ
た
か
も
国
民
主
権
に

由
来
す
る
参
政
権
が
国
民
の
基
本
的
人
権
と
し
て
日
本
国
憲
法
上
理
論
構
成
さ
れ
る

（
最
大
判
昭
四
三
・
一
―
―
•
四
刑
集
―
―
―
一
巻
二
二
号

一
四
―
一
五
頁
の
説
示
に
よ
れ
ば
、
『
憲
法
一
五
条
一
項
は
、
…
選
挙
権
が
基
本
的
人
権
の
一
っ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
』
）
と

(15) 

ま
っ
た
く
同
じ
く
、
住
民
の
基
本
的
人
権
と
し
て
把
握
さ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
論
証
は
、
別
に
人
民
主
権
論
を
基
礎
と
す
る
必
要
は
な
い
。
柳
瀬
教
授
は
夙
に
、
「
民
主
主
義
と
地
方
自
治
」
と
い
う

（
な
い
し
、
そ
の
決
定
を
最
大
限
に

六
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憲法上の地方自治制度の意義（高橋）

(16) 

論
考
で
類
似
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
民
主
主
義
と
は
畢
寛
或
る
事
柄
が
そ
れ
に
利
害
関
係
あ
る
者
の
意
思
に
依

(17) 

っ
て
処
理
せ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
団
体
自
治
の
方
は
民
主
主
義
と
関
係
が
な
い
が
、
住
民
自
治
は
「
地
方
団
体

の
権
能
に
属
す
る
事
柄
が
、
そ
の
住
民
、
従
っ
て
そ
れ
に
利
害
関
係
あ
る
者
の
意
思
に
依
つ
て
処
理
せ
ら
れ
る
こ
と
を
い
ふ
も
の
で
あ
る

か
ら
、
・
・
・
地
方
団
体
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
又
国
全
体
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
常
に
民
主
主
義
の
当
然
の
要
求
で
あ
り
、
又
そ
れ
な
く
し

(18) 

て
民
主
主
義
は
あ
り
得
な
い
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

手
島
教
授
の
場
合
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
団
体
自
治
と
住
民
自
治
一
体
と
し
て
の
地
方
自
治
権
と
す
る
か
ら
、
人
民
主
権
に
基
づ
く
民

主
主
権
的
決
定
の
要
請
が
地
方
自
治
権
に
ど
う
い
う
帰
結
を
も
た
ら
す
か
精
確
に
は
確
定
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
柳
瀬
教
授
と
略
同
じ
主

張
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

七

し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
国
民
主
権
に
由
来
す
る
参
政
権
が
国
民
の
基
本
的
人
権
と
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
民
主
権
に
由

来
す
る
地
方
自
治
権
が
基
本
的
人
権
の
意
義
を
獲
得
す
る
と
い
う
主
張
に
な
る
と
、
同
意
で
き
な
い
部
分
が
多
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
議
論

の
ミ
ソ
は
、
人
民
主
権
と
い
う
、
憲
法
以
前
の
存
在
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
観
念
か
ら
、
直
接
地
方
自
治
権
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
固
有
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
民
主
権
論
自
体
、
憲
法
の
解
釈
か
ら
生
ま
れ
た
主
張
に
過
ぎ
な

い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
柳
瀬
教
授
が
、
憲
法
原
則
と
し
て
の
民
主
主
義
か
ら
導
き
出
し
た
地
方
自
治
（
住
民
自
治
）

違
い
は
な
い
。
地
方
自
治
に
煎
国
家
的
と
か
前
憲
法
的
と
い
っ
た
性
格
を
与
え
う
る
議
論
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
基
本
的
人
権
」
が
前
国
家
的
・
前
憲
法
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
証
明
済
み
の
事
項
で
は
な
い
。
少
な

く
と
も
参
政
権
は
、
国
家
的
権
利
と
考
え
る
他
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
民
主
主
義
と
い
う
政
治
手
段
を
採
用
し
な
い
国
家
に
と
っ
て
、
参

政
権
が
無
用
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
憲
法
一
五
条
一
項
が
、
参
政
権
を
「
国
民
固
有
の
権
利
」
と

(19) 

し
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

の
必
然
性
と
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も
う
一
っ
問
題
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
教
授
の
証
明
が
成
立
す
る
と
し
て
も
、
証
明
さ
れ
た
の
は
地
方
自
治
体
の
参
政
権
、

す
な
わ
ち
「
国
の
政
治
に
参
加
す
る
権
利
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
が
、
自
ら
に
係
わ
る
事
柄
を
自
ら
処
理
す
る
固
有

の
権
利
を
も
つ
こ
と
を
証
明
し
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
慮
っ
て
か
、
教
授
は
第
二
に
ダ
メ
押
し
と
し
て
憲
法
一
三
条
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
で
、
よ
り
強
固
な
基
礎
付
け
を

し
よ
う
と
す
る
。
曰
く
、
「
『
住
民
が
そ
の
最
も
身
近
な
地
域
社
会
を
基
礎
に
地
方
公
共
団
体
を
形
成
し
、
共
同
事
務
を
最
大
限
自
力
で
処

理
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
ら
の
自
由
と
権
利
を
守
り
伸
張
す
る
』
の
は
、
ま
さ
に
基
本
的
人
権
と
し
て
の
『
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民

(20) 

の
権
利
』
に
属
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
判
例
に
よ
れ
ば
、
団
体
に
も
そ
の
性
質
の
許
す
限
り
基
本
的
人
権
の
享
有
主
体
た
り

う
る
。
で
は
、
幸
福
追
求
権
は
、
教
授
の
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
方
自
治
体
に
も
及
ぶ
で
あ
ろ
う
か
。

一
三
条
一

筆
者
に
は
、
地
方
自
治
体
に
幸
福
追
求
権
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
幸
福
追
求
権
は
、

文
に
あ
る
よ
う
に
国
民
の
「
個
人
と
し
て
の
尊
重
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
自
然
人
た
る
個
人
の
人
格
に
か
か
わ
る
権
利
で
あ
っ

て
、
「
団
体
の
人
格
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
個
人
に
対
し
て
、
国
家
構
成
員
と
し
て
の
公
的
生
活
の
ほ

(21) 

か
、
私
的
生
活
の
あ
る
こ
と
を
容
認
し
、
私
的
生
活
に
お
け
る
私
的
自
主
性
の
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
個
人

人
格
の
形
成
・
維
持
に
不
可
欠
な
権
利
こ
そ
幸
福
追
求
権
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
個
人
」
性
は
、
二
文
に
も
表
明
さ
れ
て
お
り
、
「
生
命

に
対
す
る
権
利
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
人
た
る
個
人
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

こ
の
国
と
地
方
自
治
団
体
と
い
う
二
重
の
統
治
団
体
間
の
一
般
的
関
係
は
九
二
条
が
、
国
と
特
定
地
方
自
治
体
の
関
係
は
九
五
条
が
規

律
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
統
治
団
体
間
の
関
係
を
基
本
権
規
定
中
に
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
基
本
的
人
権
が
国

民
対
国
家
と
い
う
対
立
関
係
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
統
治
団
体
た
る
地
方
自
治
体
に
基
本
的
人
権
を
認
め
る

の
は
「
性
質
」
と
し
て
そ
ぐ
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ノ＼
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憲法上の地方自治制度の意義（高橋）

て
日
く
、

地
方
公
共
団
体
の
権
能

べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(22)

（

23) 

本
説
の
他
に
も
新
固
有
権
説
と
さ
れ
る
主
張
が
あ
る
。
例
え
ば
、
杉
原
泰
雄
教
授
の
説
や
、
鴫
野
幸
雄
教
授
の
説
が
典
型
的
で
あ
っ
て
、

国
民
主
権
や
基
本
的
人
権
を
根
拠
と
し
て
再
構
成
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
手
島
教
授
の
見
解
は
、
こ
の
両
根
拠
の
巧
み
な
結
合
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
学
説
と
い
え
よ
う
。
手
島
教
授
の
説
に
賛
成
で
き
な
い
筆
者
は
、

の
で
あ
る
。

承
認
説
と
呼
ば
れ
る
学
説
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
柳
瀬
教
授
の
一
人
学
説
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
承
認
説
に
対
す
る
批
判
は

(24) 

多
い
が
、
教
授
も
反
論
し
て
い
る
。
ま
た
、
教
授
自
身
、
最
も
肝
要
な
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
つ
い
て
反
省
を
加
え
、
若
干
の
解
釈
の

補
正
を
行
っ
て
い
加
。
そ
こ
で
、
以
下
や
や
詳
し
く
紹
介
し
、
若
干
の
検
討
を
加
え
、
統
治
機
構
説
を
指
向
す
る
筆
者
な
り
の
意
見
を
述

ま
ず
、
九
四
条
の
地
方
公
共
団
体
の
権
能
の
規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
財
産
管
理
や
事
務
処
理
を
当
然
と
し
つ
つ
、
行
政
の
執
行
に
つ
い

「
公
共
団
体
の
公
共
団
体
た
る
所
以
は
、
行
政
の
執
行
、
即
ち
外
部
に
対
し
て
権
力
を
行
使
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本

条
が
地
方
公
共
団
体
の
権
能
と
し
て
そ
れ
を
挙
げ
た
の
は
、
実
は
地
方
公
共
団
体
の
概
念
上
当
然
の
こ
と
を
改
め
て
言
っ
た
ま
で
で
、
そ

の
意
味
で
は
そ
れ
は
無
意
味
に
し
て
且
つ
無
用
の
規
定
と
も
言
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
以
上
の
う
ち
、
最
後
の
条
例
の
制
定
の
み
は
、

承
認
説
を
軸
に
し
た
再
検
討

九

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
説
に
も
賛
成
で
き
な
い
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で
は
、
行
政
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
教
授
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
地
方
公
共
団
体
の
概
念
上
当
然
に
行
政
機
関
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ

は
戦
前
の
延
長
線
で
考
え
れ
ば
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
日
本
国
憲
法
下
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
釈
然
と
す
る
説
明
と
は
い
え
な
い
。

こ
れ
も
ま
た
、
国
の
政
府
に
よ
る
行
政
と
の
相
関
関
係
の
中
で
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

の
規
定
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ

内
容
か
ら
言
へ
ば
そ
れ
は
無
論
財
産
の
管
理
・
事
務
の
処
理
又
は
行
政
の
執
行
の
何
れ
か
に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
が
、
併
し
形
式
と

し
て
は
、
そ
れ
は
行
政
で
は
な
く
、
立
法
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
概
念
上
当
然
の
権
能
と
は
言
ふ
こ
と
は
で
き

(26) 

ず
、
即
ち
そ
れ
は
本
条
が
掲
げ
る
こ
と
に
依
つ
て
始
め
て
そ
の
権
能
と
な
る
も
の
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
教
授
の
主
張
は
、
地
方
公
共
団
体
の
条
例
制
定
権
は
本
条
に
よ
り
始
め
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方

公
共
団
体
は
本
来
行
政
権
を
担
当
す
る
機
関
で
あ
り
、
そ
の
権
能
は
立
法
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
戦
前
に
お
い
て
は
、
確
か
に
、
地
方
公
共
団
体
に
相
当
す
る
「
地
方
団
体
」
は
議
会
を
含
め
て
地

(27) 

方
行
政
の
た
め
の
機
関
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
現
行
憲
法
に
お
い
て
は
事
情
が
全
く
異
な
る
。
そ
れ
は
、
第
八
章
の
表
題
の
英
訳
が

L
o
c
a
l
Self ,
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
(
地
方
自
治

「
地
方
政
府
」
と
い
う
視
点
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
の

政
府
）
と
な
っ
て
い
る
点
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
公
共
団
体
は

(28) 

で
あ
る
。
第
八
章
の
起
草
過
程
や
英
訳
は
、
こ
の
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
が
、
現
行
の
条
文
上
に
根
拠
を
求
め
る
と
な
る
と
な
か
な

か
難
し
い
。
た
だ
、
地
方
政
府
で
あ
る
こ
と
は
、
憲
法
と
麒
駈
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
適
合
的
な
条
文
が
認
め
ら
れ
る
。

地
方
政
府
は
、
立
法
作
用
と
行
政
作
用
を
行
う
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
憲
法
四
一
条
は
、
国
会
に
つ
い
て

(29) 

関
」
と
、
国
限
り
で
唯
一
と
い
う
規
定
の
仕
方
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
方
は
別
で
、
自
主
立
法
機
関
を
も
つ
こ
と
を
予
期
さ
せ
る
。

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
議
事
機
関
と
し
て
の
議
会
（
九
三
条
）

や
条
例
制
定
権
（
九
四
条
）

「
国
の
唯
一
の
立
法
機

1
0
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次
に
、
肝
心
の
九
二
条
に
つ
い
て
、
当
初
、
教
授
は
曰
く
、

2

地
方
自
治
の
本
旨

と
い
う
規
定
で
あ
ろ
う
。

「
行
政
権
は
内
閣
に
属
す
る
」
と
す
る
が
、
こ
こ
で
も
行
政
が
内
閣
以
外
の
機
関
に
属
し
う
る
余
地
を
窺
わ
せ
る
規
定

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
六
条
三
項
は
、
責
任
政
治
の
原
則
の
表
れ
と
し
て
、
「
内
閣
は
、
行
政
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
国
会
に
対
し
連

帯
し
て
責
任
を
負
ふ
」
と
規
定
し
て
い
る
。
内
閣
が
責
任
を
国
会
に
対
し
て
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
立
法
と
同
じ
く
内

閣
に
属
す
る
行
政
と
は
「
国
限
り
の
行
政
」
に
止
ま
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

大
体
、
地
方
公
共
団
体
が
、
条
例
と
い
う
形
式
で
国
と
は
別
の
自
主
立
法
権
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
れ
を
執
行
す
る
行
政
は
、
そ
の
地
方

団
体
の
役
割
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
地
方
公
共
団
体
に
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
限
度
で
行
政
権
能
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
の
担
当
す
る
行
政
は
、
①
自
主
立
法
に
基
づ
く
行
政
の
執
行
と
、
②
国
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
行
政

(30) 

の
執
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
憲
法
九
四
条
の
「
行
政
を
執
行
す
る
権
能
」
と
は
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
規
定
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
地
方
公
共
団
体
が
一
一
種
の
行
政
を
行
う
権
能
を
も
つ
こ
と
を
確
認
す
る
の
が
、
憲
法
九
四
条
の
「
行
政
を
執
行
す
る
権
能
」

「
憲
法
は
地
方
自
治
に
つ
い
て
は
た
だ
地
方
自
治
の
本
旨
に
従
っ
て
地
方
自
治
を
行
へ
と
い
つ
て
ゐ
る
に
止
ま
る
。
そ
し
て
地
方
自
治

の
本
旨
と
は
地
方
自
治
の
存
在
理
由
の
こ
と
で
あ
り
、
即
ち
そ
の
処
理
の
結
果
の
影
郷
宵
の
及
ぶ
と
こ
ろ
が
一
地
方
に
限
ら
れ
る
地
方
的
の

行
政
事
務
は
地
方
団
体
を
し
て
自
由
に
処
理
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
憲
法
が
地
方
自
治
に
つ
い
て
い
つ
て
ゐ
る
の
は
、
結
局
、

(31) 

右
の
意
味
の
地
方
的
の
行
政
事
務
が
あ
る
限
り
に
お
い
て
そ
れ
に
相
応
し
た
内
容
の
地
方
自
治
を
行
へ
と
い
ふ
こ
と
に
止
ま
る
。
」

こ
の
部
分
が
最
も
批
判
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
二
つ
の
批
判
が
重
要
で
あ
る
。
第
一
は
、
法
律
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
地
方
自
治
制
度
に

憲
法
六
五
条
は
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剥
奪
・
制
限
・
監
督
は
、

対
す
る
憲
法
上
の
制
約
と
読
め
る
証
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
関
す
る
理
解
の
相
違
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
柳
瀬
教
授
は
そ
れ
を
当
初
、
「
地

(32) 

方
自
治
の
存
在
理
由
」
と
解
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
日
に
至
る
ま
で
批
判
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
二
の
批
判
は
、

「
地
方
自
治
の
本
旨
」
を
地
方
自
治
の
存
在
理
由
と
解
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
法
律
に
対
す
る
憲
法
九
二
条
の
規
制
力
の
薄
弱
さ
に
向
け

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
実
質
的
に
は
、
憲
法
に
よ
る
地
方
自
治
保
障
の
強
度
の
間
題
で
あ
る
か
ら
、
次
項
で
述
べ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は

第
一
の
批
判
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

(33) 

第
一
の
批
判
に
対
し
て
、
柳
瀬
教
授
は
、
特
に
蝋
山
政
道
教
授
の
「
中
央
政
府
の
地
方
自
治
に
対
す
る
関
係
」
を
参
観
し
つ
つ
、
自
説

に
修
正
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
蝋
山
教
授
の
主
張
の
よ
う
に
、
地
方
自
治
の
本
旨

(
P
r
i
n
c
i
p
l
e
)

と
い
う
こ
と
を
「
地
方
自
治
の

本
質
的
概
念
、
従
っ
て
そ
の
理
想
形
」
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
認
め
た
の
で
あ
る
。

蝋
山
教
授
に
よ
れ
ば
、
本
旨
の
内
容
は
「
地
方
公
共
団
体
の
内
部
的
な
組
織
運
営
」
と
「
中
央
政
府
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
関
係
」

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
さ
ら
に
後
者
に
つ
い
て
、
①
地
方
公
共
団
休
へ
の
必
要
財
源
の
付
与
、
②
地
方
公
共
団
体
の
権
能
の

一
定
の
限
度
に
止
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
③
地
方
公
共
団
体
は
独
立
の
団
体
た
る
実
を
失
わ
せ
る
も
の
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
柳
瀬
教
授
は
、
こ
れ
は
要
す
る
に
止
地
方
自
治
の
名
に
値
す
る
た
め
に
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
条
件
」
で
あ
り
、
地
方
自
治
に
関
す
る
憲
法
規
定
か
ら
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
も
可
能
で

(34) 

あ
る
と
認
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
本
旨
の
解
釈
が
「
現
実
具
体
的
の
立
法
の
基
準
た
り
得
る
た
め
に
は
」
、
や
は
り
地
方
自
治
を
行
う
べ

き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
基
準
も
そ
の
中
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
存
在
理
由
も
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

(35) 

し
て
、
こ
の
点
は
固
守
し
た
。

筆
者
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
存
在
理
由
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
P
r
i
n
c
i
p
l
e
と
訳
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
け
で
な
く
、
「
本
旨
」
に
存
在

理
由
を
代
入
し
た
と
き
の
無
意
味
さ
を
考
え
た
と
き
、
無
理
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
存
在
理
由
が
失
わ
れ
れ
ば
、
規
範
内
容
も
失
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憲法上の地方自治制度の意義（高橋）

す
る
規
定
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
い
で
あ
ろ
う
。

は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
い
理
で
あ
り
、
こ
れ
を
確
認
す
る
条
文
、
し
か
も
そ
れ
を
「
本
旨
」
と
述
べ
る
条
文
が
必
要
で
あ
る
と

蝋
山
教
授
の
指
摘
し
た
「
本
旨
」

の
具
体
的
内
容
は
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
通
常
、
統
治
機
構
の
規
範
の
中
に
一
定
の
制
度

、
、
、
、
、

が
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
然
、
当
該
制
度
が
既
存
の
場
合
、
そ
れ
を
廃
止
な
い
し
内
容
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
措
置
を
禁
ず
る
意
味
を
も

つ
で
あ
ろ
う
。
教
授
の
指
摘
は
こ
れ
に
沿
っ
て
、
立
論
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
解
釈
上
当
然
の
こ
と
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
適
正
な
解
釈
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
「
本
旨
の
内
容
」
と
す
る
意
味
は
希
薄
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

そ
の
目
的
・
趣
旨
に
合
す
る
制
度
を
新
た
に
設
定
、

と
こ
ろ
で
、
統
治
機
構
の
解
釈
上
、
次
の
よ
う
な
主
張
が
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
存
の
制
度
が
存
在
す
る
が
、
憲

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

法
規
定
の
要
求
す
る
目
的
・
趣
旨
に
適
し
な
い
、
あ
る
い
は
機
構
上
不
十
分
な
場
合
、
修
正
を
要
求
す
る
規
定
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
要
求
さ
れ
た
制
度
が
不
存
在
の
場
合
に
は
、

具
体
化
す
る
こ
と
を
要
求

で
は
、
日
本
国
憲
法
の
既
存
地
方
自
治
に
対
す
る
要
求
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
戦
前
の
地
方
自
治
制
度
を
不
十
分
と

し
て
の
大
幅
な
修
正
要
求
で
あ
る
。
そ
の
具
休
的
な
要
求
内
容
が
九
三
条
以
下
の
規
定
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
九
二
条
の
要

求
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
本
旨
と
は
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
地
方
自
治
な
ら
ば
当
然
に
従
う
べ
き
P
r
i
n
c
i
p
l
e
を

意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
九
三
条
以
下
で
要
求
さ
れ
る
具
体
的
内
容
を
支
え
る
原
則
が
、
法
律
に
よ
る
形
成
に
任
さ

れ
た
地
方
公
共
団
体
の
組
織
・
運
営
事
項
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
求
め
る
規
定
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(36) 

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
「
団
体
自
治
」
と
「
住
民
自
治
」
と
す
る
今
日
の
通
説
は
、
適
切
な
解
釈
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
国
家
と
法
律
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
地
方
自
治
体
の
一
般
的
関
係
を
規
律
す
る
。
九
五
条
は
、
こ
れ
に
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う
な
帰
結
を
導
く
と
し
て
、
曰
く
、

対
し
、
国
家
と
特
定
地
方
自
治
体
と
の
関
係
を
規
律
す
る
規
定
で
あ
り
、
両
規
定
が
一
体
と
な
っ
て
国
家
と
地
方
自
治
体
の
基
本
的
関
係

を
規
律
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

地
方
自
治
が
憲
法
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
に
よ
る
規
定
内
容
の
保
障
を
必
然
的
に
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
法
律
以
下
の
規
範
が
憲
法
規
定
に
違
反
す
れ
ば
、
そ
れ
は
排
除
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
柳
瀬
教
授
も
こ
の
意
味
で
の
地
方
自

治
の
保
障
を
認
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
教
授
自
身
、
特
別
区
区
長
公
選
廃
止
や
都
道
府
県
知
事
官
選
は
、
特
別
区
や
都
道
府
県
が
憲
法
上

(37) 

で
あ
る
限
り
憲
法
違
反
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
似
地
方
公
共
団
体
」

柳
瀬
教
授
の
地
方
自
治
「
保
障
」

の
間
題
は
、
九
―
一
条
の
地
方
自
治
の
本
旨
の
解
釈
に
か
ら
ん
で
、

一
切
の
地
方
公
共

る
も
の
が
憲
法
上
の
保
障
を
受
け
る
か
、
と
い
う
論
題
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
「
地
方
的
の
行
政
事
務
が

あ
る
限
り
に
お
い
て
そ
れ
に
相
応
し
た
内
容
の
地
方
自
治
を
行
へ
」
と
い
う
地
方
自
治
の
存
在
理
由
の
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ

「
凡
そ
法
律
が
或
る
制
度
を
保
障
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
法
律
の
内
容
が
如
何
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
そ
の
制
度
を
廃
止
し
又
は
変
更
す

る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
す
る
に
あ
る
場
合
に
始
め
て
言
ひ
得
る
こ
と
で
あ
る
」
。
地
方
自
治
制
度
は
如
何
な
る
状
況
の
と
ぎ
に
も
存
在
す

る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
地
方
自
治
を
認
め
る
余
地
が
全
く
な
い
如
き
事
態
を
生
じ
た
場
合
に
は
、

団
休
を
廃
止
し
、
す
べ
て
の
行
政
を
官
治
行
政
と
す
る
こ
と
も
、
決
し
て
憲
法
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
」
は
な
い
。
「
基
本
的
人
権
や
私
有

財
産
制
度
や
司
法
権
の
独
立
に
関
す
る
憲
法
の
規
定
と
は
著
し
く
そ
の
意
味
を
異
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
同
列
の
用
語
を
以
っ
て

憲
法
の
『
保
障
』
と
称
す
る
こ
と
は
不
精
確
を
免
れ
な
い
と
思
は
れ
る
。
無
論
、
憲
法
が
右
の
如
く
定
め
る
こ
と
は
、
反
面
に
お
い
て
、

3

地
方
自
治
の
保
障

几
又

9
こ

一
舟

o
i
「
地
方
自
治
制
度
」
な

一
四
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は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
結
論
は
理
路
整
然
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

刺
激
的
で
常
識
的
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
。

一
五

筆
者
の
感
想
は
非
常
に
悩
ま
し
い
も

そ
の
限
度
に
お
い
て
は
必
ず
地
方
自
治
を
行
ふ
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
意
味
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て

は
第
九
二
条
を
以
て
地
方
自
治
制
度
を
保
障
す
る
も
の
と
な
す
こ
と
も
固
よ
り
全
然
誤
で
は
な
い
が
、
…
地
方
自
治
が
適
当
で
あ
る
限
り

に
お
い
て
地
方
自
治
を
行
へ
と
い
う
の
が
そ
の
究
極
の
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
斯
様
な
具
体
的
な
内
容
を
も
た
な
い
、

い
は
ば
立
法
者

は
そ
の
立
法
権
を
適
当
に
行
使
せ
よ
と
い
ふ
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
特
に
『
保
障
』
と
称
し
て
何
の
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
、
頗
る
疑
問
と

(38) 

思
は
れ
る
。
」

の
で
あ
る
。
地
方
自
治
の
本
旨
は
団
体
自
治
・
住
民
自
治
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
が
、
存
在
理
由
の
喪
失
し
た
制
度
は
、
た
と
え
憲
法

の
規
定
す
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
制
度
を
保
障
す
る
規
範
と
し
て
の
効
力
は
失
わ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
思
う
か
ら
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
本
旨
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
存
在
理
由
自
休
の
欠
如
は
地
方
自
治
の
保
障
を
失
わ
せ
る
と
考
え
る
立
場
か
ら
、
柳
瀬

教
授
の
理
論
に
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
地
方
自
治
の
本
旨
を
地
方
自
治
の
存
在
理
由
と
す
る
の
は
誤
っ
て
い
る

と
い
う
だ
け
で
は
間
題
は
解
消
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
、
実
際
問
題
と
し
て
、
地
方
的
の
事
務
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
理
論
と
し
て
は
こ
の
結
論
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば

(39) 

な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
方
自
治
が
国
に
よ
る
民
主
主
義
の
補
完
制
度
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
な
ら
教
授
の
結
論
を
認
め
る
他
に
途

柳
瀬
教
授
の
思
考
に
対
し
て
純
粋
理
論
で
対
抗
す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。
し
か
し
、
憲
法
規
範
は
現
実
世
界
を
規
制
す
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
と
き
、
別
の
議
論
が
可
能
に
な
る
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
変
動
の
な
い
時
代
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
変
転
止
め
ど
な
き
社
会
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
方
的
事
務
の
多
寡
・
存
否
は
、
変
転
す
る
事
項
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

地
方
自
治
の
制
度
は
、
そ
の
変
転
に
密
接
に
つ
い
て
ゆ
け
る
も
の
で
は
な
い
し
、
行
く
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
け
だ
し
次
の
変
転
に
備
え
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(40) 

て
用
意
し
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
越
え
て
存
在
理
由
無
し
と
い
う
結
論
を
だ
し
て
制
度
を
廃

止
す
る
の
は
、
憲
法
改
正
手
続
に
よ
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
筆
者
が
興
味
深
く
思
う
の
は
、
柳
瀬
教
授
が
「
地
方
自
治
の
名
に
値
す
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
条
件
」

し
た
前
述
蝋
山
教
授
の
地
方
自
治
の
本
旨
の
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
旨
と
言
え
る
か
は
別
と
し
て
、

の
保
障
内
容
の
ラ
フ
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
地
道
に
再
検
討
す
る
の
が
地
方
自
治
統
治
機
構
説

の
次
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

の
提
示
と
評

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治

本
稿
は
、
柳
瀬
教
授
の
い
わ
ゆ
る
承
認
説
を
軸
に
し
て
、
憲
法
上
の
地
方
自
治
規
定
を
統
治
機
構
と
し
て
見
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
理

解
す
べ
き
か
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
判
例
・
通
説
で
あ
る
制
度
的
保
障
説
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
の
は
、
か
つ
て
制
度

(41) 

保
障
に
つ
い
て
小
稿
を
も
の
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
中
で
消
極
的
な
見
解
を
披
泄
し
た
が
、
そ
の
意
見
が
い
ま
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い

(
1
)

鴫
野
幸
雄
「
地
方
自
治
権
」
杉
原
泰
雄
編
『
講
座
・
憲
法
学
の
基
礎
ー
』
（
昭
和
五
八
年
・
勁
草
書
房
）
二
六
0
頁
以
下
参
照

(
2
)

小
嶋
和
司
『
憲
法
概
説
』
（
昭
和
六
二
年
・
良
書
普
及
会
）
一

0
ニ
ー
三
頁
参
照

(
3
)

明
治
憲
法
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
を
否
定
す
る
意
図
で
は
な
か
っ
た
が
、
明
示
的
規
定
は
置
か
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
地
方
自
治
を
法
律
に
委
ね
る

趣
旨
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
嶋
和
司
「
明
治
憲
法
起
草
に
お
け
る
地
方
自
治
」
『
明
治
典
憲
体
制
の
成
立
』
（
昭
和
六
三
年
・
木
鐸
社
）
所
収
、
三

三
一
頁
以
下
参
照

か
ら
で
あ
る
。

む

す

び

一
六
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憲法上の地方自治制度の意義（高橋）

一七

(
4
)

原
田
尚
彦
『
新
版
地
方
自
治
の
法
と
し
く
み
』
（
平
成
一
七
年
・
学
陽
書
房
）
一
―
―
頁
参
照

(
5
)

内
野
正
幸
「
憲
法
的
規
範
の
法
的
性
格
」
筑
波
法
政
九
号
（
昭
和
六
一
年
）
―

1
0
0
頁

(
6
)

樋
口
1
1
佐
藤
1
1
中
村
1
1
浦
部
『
注
釈
日
本
国
憲
法
下
巻
』
（
昭
和
六
三
年
・
青
林
書
院
）
一
三
八
三
頁
（
中
村
睦
男
執
筆
）

(
7
)

柳
瀬
教
授
の
地
方
自
治
に
関
す
る
所
説
は
『
憲
法
と
地
方
自
治
』
（
昭
和
―
一
九
年
・
有
倍
堂
）
所
収
の
諸
論
考
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
引
用
は
本

書
に
よ
っ
て
行
う
が
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

(
8
)

例
え
ば
、
小
嶋
和
司
、
覚
道
豊
治
な
ど
が
そ
う
で
あ
ろ
う
。

(
9
)

前
掲
注

(
2
)
五
三
四
ー
五
頁
参
照

(10)

成
田
頻
明
「
地
方
自
治
の
保
障
」
『
日
本
国
憲
法
体
系
第
五
巻
』
（
昭
和
―
―
一
九
年
・
有
斐
閣
）
―
-
三
一
ニ
ー
四
頁
参
照

(11)

林
田
和
博
『
憲
法
保
障
制
度
論
』
（
昭
和
六
0
年
・
九
州
大
学
出
版
会
）
四
0
九
頁

(12)

筆
者
は
昔
、
九
七
条
は
、
自
然
権
説
を
証
明
す
る
材
料
に
は
な
ら
な
い
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
本
条
は
、
日
本
国
憲
法
下
に
お
け
る
基
本
的
人
権
の

取
り
扱
い
に
か
か
わ
る
規
範
に
す
ぎ
ず
、
憲
法
改
正
も
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
人
類
の
努
力
に
よ
り
獲
得
し
た
権
利
が
、
前
国
家
的
で
あ
る
な
ど
と

い
う
の
は
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
法
実
証
主
義
的
自
然
権
説
に
つ
い
て
」
香
川
法
学
第
一
四
巻
三
•
四
号
（
平
成
七
年
）
九
七
頁
以
下
参
照

（
認
）
前
掲
注

(
4
)
二
六
ー
七
頁
参
照

(14)

手
島
孝
『
憲
法
学
の
開
拓
線
』
（
昭
和
六
0
年
・
三
省
堂
）
―
-
六
0
頁
以
下
参
照

(15)

前
掲
注

(14)
―一六
0
ー
一
頁

(16)

前
掲
注

(
7
)
四
九
頁
以
下
参
照

(17)

前
掲
注

(
7
)
五
四
頁

(18)

前
掲
注

(
7
)
五
四
ー
五
頁

(19)

最
三
小
判
平
成
七
・
ニ
・
ニ
八
民
集
四
九
巻
二
号
六
一
二
九
頁
は
、
参
政
権
が
憲
法
や
法
律
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
と

解
さ
れ
る
。

(20)

前
掲
注
（
14)
―
-
六
一
頁

(21)

前
掲
注

(
2
)

一
七
0
頁

(22)

奥
平
1
1
杉
原
編
『
憲
法
学

6
』
（
昭
和
五
―
一
年
・
有
斐
閣
）
一
―
―
―
一
頁
以
下
参
照

(23)

鴨
野
幸
雄
「
憲
法
と
条
例
」
法
律
時
報
四
七
巻
三
号
（
昭
和
五
0
年
）
―
一
六
頁
以
下
参
照
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（
平
成
一
―
一
年
・
成
文
堂
）

四
八
四
ー
五
頁
参
照

(24)

前
掲
注

(
7
)

一
七
頁
以
下
参
照

(25)

前
掲
注

(
7
)
四
一
頁
以
下
参
照

(26)

前
掲
注

(
7
)
六
頁
参
照

(27)

阪
本
昌
成
『
憲
法
理
論
I

（
補
訂
第
一
二
版
）
』

(28)

前
掲
注

(27)
四
八
四
ー
五
頁
参
照

(29)

前
掲
注

(
2
）
一
―
-
六
九
頁
参
照

(30)

①
に
つ
い
て
、
内
閣
は
国
会
に
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。

(31)

前
掲
注

(
7
)

一
七
頁

（
翌
例
え
ば
、
前
掲
注
（
10)
―
-
三
六
ー
七
頁
参
照

(33)

自
治
研
究
第
二
九
巻
三
号
（
昭
和
二
八
年
）
三
頁
以
下

(34)

前
掲
注

(
7
)
四
四
頁
参
照

(35)

前
掲
注

(
7
)
四
五
ー
六
頁
参
照

(36)

成
田
頼
明
「
地
方
自
治
総
論
」
雄
川
1
1
塩
野
1
1
園
部
編
『
現
代
行
政
法
体
系

（
翌
前
掲
注

(
7
)
五
ー
六
頁
参
照

(38)

前
掲
注

(
7
）
一
―
-
―
|
四
頁

(39)

前
掲
注

(
2
)
五
三
五
頁
参
照
。
非
常
に
小
さ
い
、
あ
る
い
は
非
常
に
均
質
的
な
国
家
の
場
合
、

が
存
在
理
由
を
失
う
可
能
性
は
（
小
さ
い
と
し
て
も
）
否
定
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(40)

そ
の
典
型
は
軍
隊
で
あ
ろ
う
。
平
和
の
と
き
に
も
必
要
な
制
度
な
の
で
あ
る
。

(
4
1
)「
制
度
保
障
に
つ
い
て
」
香
川
法
学
七
巻
―
―
―
•
四
号
（
昭
和
六
三
年
）

八
』
（
昭
和
五
九
・
有
斐
閣
）
三
頁
参
照

二
五
六
頁
参
照

ま
た
は
国
家
的
緊
急
事
態
の
場
合
、 J¥ 
地
方
自
治
制
度
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