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は
じ
め
に

　

本
稿
は
憲
法
上
の
問
題
と
し
て
、
入
管
法
上
の
在
留
特
別
許
可
判
断
に

お
け
る
法
務
大
臣
の
裁
量
へ
の
司
法
的
統
制
に
つ
い
て
、
序
論
的
に
考
察

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
判
断
過
程
審
査
中
の
考
慮
要
素
の
抽
出
・
重
み
付
け
の
判

断
時
に
、
裁
判
官
個
人
の
価
値
判
断
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
、
非
正
規
滞
在

者
の
「
長
期
の
滞
在
」
が
裁
判
官
に
よ
っ
て
積
極
に
も
消
極
に
も
評
価
さ

れ
曖
昧
さ
を
伴
う
問
題
の
一
因
と
し
て
位
置
付
け
る
。

　

そ
し
て
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
、
過
程
審
査
中
の
考
慮
要
素
の
評
価
に

影
響
を
与
え
る
、
移
民
と
り
わ
け
非
正
規
滞
在
者
と
国
民
の
差
異
に
つ
い

て
、「
責
任
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
憲
法
上
の
考
察
が
有
望
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
不
足
し
た
知
見
を
法
哲
学
と
政
治
哲
学
に
求

め
、
国
家
と
個
人
、
国
民
間
の
政
治
的
責
務
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
、

国
籍
法
上
の
国
籍
に
論
理
先
行
す
る
憲
法
上
の
国
民
概
念
に
つ
い
て
の
議

論
が
深
化
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
従
来
の
在
留
特
別
許
可

を
め
ぐ
る
論
争
を
責
務
の
側
面
か
ら
捉
え
て
、
論
点
が
い
っ
そ
う
明
確
化

す
る
こ
と
も
企
図
す
る
。

　

以
上
の
関
心
の
下
、
本
稿
は
、
第
１
章
で
憲
法
・
行
政
法
上
の
議
論
に

つ
い
て
整
理
す
る
。
第
２
章
で
、
近
時
の
法
哲
学
の
知
見
を
参
照
す
る
。

国
家
と
個
人
の
関
係
に
つ
い
て
は
瀧
川
裕
英
の
割
当
責
任
論
を
、
よ
き
統

治
を
め
ぐ
る
国
民
間
の
政
治
的
な
責
務
に
つ
い
て
は
横
濱
竜
也
の
敬
譲
論

と
井
上
達
夫
の
統
治
的
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
を
参
照
す
る
。
そ
の
上
で
、

憲
法
上
の
国
民
概
念
と
、
入
管
法
上
の
在
特
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
責
務

は
じ
め
に

１　

憲
法
・
行
政
法
上
の
問
題

　
　
　

１
．
１　

判
断
過
程
審
査
に
よ
る
裁
量
統
制
に
お
け
る
裁
量

　
　
　

１
．
２　

  

国
民
概
念
に
関
し
権
利
を
基
調
と
す
る
憲
法
学
の
議
論

２　

責
務
に
関
す
る
法
・
政
治
哲
学
の
知
見
の
抽
出

　
　
　

２
．
１　

横
濱
竜
也
の
政
治
的
責
務
論

　
　
　

２
．
２　

井
上
達
夫
の
政
治
的
責
務
論

　
　
　

２
．
３　

瀧
川
裕
英
の
政
治
的
責
務
論

　
　
　

２
．
４　

小
活

む
す
び
に
か
え
て

在
留
特
別
許
可
の
諸
要
件
に
関
す
る
序

論
的
考
察

――
国
家
と
国
民
の
責
務
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
――

浦
川　

源
二
郎
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査
（
比
例
原
則
）
と
過
程
審
査
の
混
同
、
接
近
、
接
合
が
指
摘
さ
れ
る（

４
）。

他
方
、
過
程
審
査
が
包
含
す
る
問
題
点
と
し
て
、
考
慮
要
素
に
対
す
る
評

価
へ
の
裁
判
官
の
価
値
判
断
の
介
在（
な
ら
び
に
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
）

の
危
険
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
司
法
判
断
の
基
準
と
し
て
の
困
難
・
問
題

が
生
じ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る（

５
）。

　

入
管
法
上
の
在
特
に
関
す
る
法
務
大
臣
の
裁
量
に
対
す
る
、
諸
種
の
裁

判
例
に
お
け
る
司
法
的
統
制
も
、以
上
の
裁
量
統
制
理
論
に
照
ら
し
整
理
・

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る（

６
）。

ま
た
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
上
の
積
極
要
素
と
消

極
要
素
の
評
価
・
重
み
付
け
と
衡
量
も
、
過
程
審
査
の
枠
で
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
あ
る
い
は
、
接
合
さ
れ
た
実
体
審
査
に
お
け
る
、
比
例
原

則
の
な
か
の
具
体
化
さ
れ
た
狭
義
の
比
例
性
審
査
と
位
置
付
け
る
こ
と
も

で
き
る
）。
そ
し
て
、
冒
頭
で
挙
げ
た
、
長
期
滞
在
と
い
う
事
象
を
、
定

着
性
と
し
て
重
く
み
る
か
違
法
状
態
継
続
と
し
て
扱
う
か
と
い
う
、
裁
判

所
等
に
よ
る
両
義
性
の
問
題
の
一
端
も
、
こ
こ
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
定
着
性
を
有
す
る
非
正
規
滞
在
者
の
生
活
基
盤
破
壊
の
過
酷
さ

（
お
よ
び
そ
の
生
活
実
態
の
国
民
へ
の
近
似
）
と
い
う
要
素
と
、
入
管
法

等
違
反
行
為
（
ひ
い
て
は
成
員
資
格
の
決
定
権
を
有
す
る
国
民
の
主
権
行

使
へ
の
違
背
）
と
い
う
要
素
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
、
ど
ち
ら
に
ど

れ
だ
け
重
み
を
与
え
、
衡
量
す
る
か
が
公
務
員
の
価
値
判
断
に
よ
っ
て
異

な
る
こ
と
が
、
１
つ
の
問
題
な
の
で
あ
る
（
こ
う
解
し
た
と
き
、
こ
の
問

題
は
、
ア
メ
リ
カ
移
民
法
に
お
け
る
公
務
員
個
人
の
裁
量
判
断
の
不
透
明

さ
の
問
題
と
通
底
す
る
）。

　

過
程
審
査
に
お
け
る
裁
判
官
の
価
値
判
断
介
在
問
題
一
般
へ
の
対
処
と

の
観
点
か
ら
捕
捉
し
そ
の
理
解
と
議
論
の
深
化
を
図
る
。

１　

憲
法
・
行
政
法
上
の
問
題

１
．
１　

判
断
過
程
審
査
に
よ
る
裁
量
統
制
に
お
け
る
裁
量

　

か
つ
て
憲
法
学
者
の
門
田
孝
は
、
入
管
法
上
の
退
去
強
制
・
在
留
特
別

許
可
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
、
非
正
規
滞
在
者
の
長
期
間
の
滞
在
に
対

す
る
法
的
評
価
の
両
義
性
な
い
し
曖
昧
さ
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
外

国
人
の
入
管
法
の
定
め
に
反
し
た
長
期
滞
在
を
、
定
着
性
と
い
う
観
点
か

ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
上
の
積
極
要
素
と
し
て
評
価
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
違

法
状
態
の
継
続
と
し
て
消
極
的
に
評
価
す
る
の
か
、
裁
判
に
よ
っ
て
判
断

が
分
か
れ
る
現
状
を
問
題
と
し
て
指
摘
し
た（

１
）。

　

周
知
の
通
り
、
退
去
強
制
・
在
留
特
別
許
可
に
関
す
る
法
務
大
臣
の
権

限
行
使
に
は
従
来
、
判
例
・
実
務
上
、
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
き

た（
２
）。

他
方
、
近
時
、
行
政
裁
量
統
制
理
論
の
深
化
と
裁
判
所
に
よ
る
そ
の

漸
次
の
受
容
で
、
裁
量
統
制
と
判
例
の
事
後
的
チ
ェ
ッ
ク
の
枠
が
固
ま
り

つ
つ
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る（

３
）。

　

こ
こ
で
簡
単
に
、
本
稿
と
関
連
す
る
行
政
裁
量
統
制
理
論
に
つ
い
て
概

観
す
る
（
た
だ
し
、
現
在
相
対
化
し
つ
つ
あ
る
裁
量
の
類
型
論
に
つ
い
て

は
措
く
。
ま
た
、
社
会
観
念
審
査
内
の
細
か
い
位
置
付
け
な
ど
に
つ
い
て

も
簡
略
化
し
て
記
述
す
る
）。
実
体
審
査
と
し
て
、
マ
ク
リ
ー
ン
事
件
等

の
積
み
重
ね
に
よ
り
発
展
し
て
き
た
社
会
観
念
審
査
が
存
在
し
、
そ
の
枠

内
で
比
例
性
審
査
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
日
光
太
郎
杉
判
決
等
の

積
み
重
ね
に
よ
り
判
断
過
程
審
査
が
展
開
さ
れ
、
近
時
は
、
社
会
観
念
審
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治
的
な
性
質
を
有
す
る
と
し
て
、
政
治
部
門
（
と
く
に
連
邦
議
会
）
の
広

範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
裏
返
し
に
、
司
法
府
は
政
治
部
門
の
当

該
決
定
に
対
し
、「
絶
対
的
権
限
の
法
理
」
と
い
う
特
別
の
名
を
付
し
た

高
度
の
敬
譲
を
示
し
て
き
た
（
た
だ
し
近
時
は
、
裁
判
所
に
よ
る
同
法
理

の
名
の
露
骨
な
使
用
も
、
敬
遠
さ
れ
つ
つ
あ
る
）（

８
）。

　

ア
メ
リ
カ
判
例
法
理
同
様
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
判
例
も
、
法
務
大
臣

に
よ
る
退
去
強
制
処
分
関
連
の
裁
量
権
を
広
範
に
認
め
る
。
亘
理
格
の
整

理
に
よ
る
と
、
在
特
に
付
随
す
る
法
務
大
臣
の
広
範
な
裁
量
の
裁
判
例
上

の
根
拠
と
し
て
、
①
国
際
慣
習
法
上
、
外
国
人
を
自
国
内
に
受
け
入
れ
る

か
ど
う
か
は
、当
該
国
家
の
自
由
な
決
定
に
よ
る
の
が
原
則
で
あ
る
こ
と
、

②
憲
法
上
も
、
わ
が
国
に
入
国
す
る
権
利
や
引
き
続
き
在
留
す
る
権
利
が

外
国
人
に
対
し
認
め
ら
れ
て
い
る
と
解
し
得
な
い
こ
と
、
③
諸
般
の
事
情

の
斟
酌
を
要
す
る
在
留
特
別
許
可
の
事
柄
の
性
質
上
、
法
務
大
臣
等
の
裁

量
に
任
せ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
（
政
治
と
り
わ
け
外
交
と
い
う
領
域

的
特
質
：
括
弧
内
筆
者
注
）、
④
入
管
法
上
、
在
留
特
別
許
可
を
付
与
す

る
か
否
か
の
判
断
を
拘
束
す
る
判
断
基
準
を
定
め
た
規
定
が
な
い
こ
と
、

⑤
在
特
が
原
則
と
し
て
退
去
強
制
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
対
す
る
措
置
で
あ

る
こ
と
、
以
上
の
５
点
が
あ
げ
ら
れ
る（

９
）。

　

こ
の
判
例
法
理
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
主
権
国
家
で
あ
る
当
該
政
治
共

同
体
に
お
け
る
成
員
つ
ま
り
国
民
と
、
非
成
員
・
外
国
人
の
区
別
で
あ
る
。

国
民
国
家
に
お
け
る
国
民
と
外
国
人
の
区
別
は
わ
が
国
憲
法
に
お
い
て
も

随
所
に
み
ら
れ
る
。
同
概
念
の
内
包
に
つ
い
て
、
憲
法
は
網
羅
的
に
明
示

す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
形
式
的
確
定
は
、
憲
法
10
条
の
委

し
て
、
判
断
要
素
の
重
み
付
け
や
評
価
が
、
憲
法
上
の
権
利
や
憲
法
的
価

値
、
憲
法
的
秩
序
の
維
持
を
踏
ま
え
た
形
で
行
わ
れ
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を

要
請
す
る
主
張
が
、
よ
く
な
さ
れ
る（

７
）。

換
言
す
る
と
、
過
程
審
査
に
お
け

る
考
慮
要
素
の
取
捨
選
択
・
評
価
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
さ
れ
た
裁

判
官
個
人
の
政
治
的
選
好
に
よ
り
恣
意
的
に
な
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
憲
法

上
の
価
値
と
原
理
を
用
い
た
理
由
づ
け
に
よ
っ
て
、
説
明
・
正
当
化
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
問
題
を
、
裁
量
統
制
論
一
般
か
ら
在
特
に
戻
し
た
と
き
、
退

去
強
制
・
在
特
と
憲
法
上
の
原
理
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ

う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
入
管
法
違
反
行
為
と
、
定
着
性
へ
の

評
価
に
は
、
憲
法
上
の
国
民
概
念
と
国
民
の
自
律
に
つ
い
て
の
理
解
を
、

前
提
と
し
て
必
要
と
す
る
。
か
か
る
基
礎
が
整
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
議
論

は
健
全
な
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
、
本
節
冒
頭
で
挙
げ
た
問
題
を
考
え
る

た
め
に
、
次
節
で
は
、
憲
法
上
の
国
民
概
念
と
退
去
強
制
を
念
頭
に
憲
法

上
の
議
論
を
概
観
す
る
。

１
．
２　

国
民
概
念
に
関
し
権
利
を
基
調
と
す
る
憲
法
学
の
議
論

　

入
管
法
制
の
一
般
的
な
比
較
法
的
理
解
と
、
わ
が
国
裁
判
例
か
ら
読
み

取
れ
る
裁
判
所
の
思
考
様
式
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

わ
が
国
入
管
法
の
母
法
で
あ
る
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
移

民
法
上
の
議
論
を
参
酌
す
る
と
、
主
権
国
家
の
国
境
管
理
権
と
政
治
共
同

体
の
成
員
資
格
の
管
理
権
限
は
、
自
己
保
存
と
自
己
統
治
の
観
点
か
ら
正

当
化
さ
れ
認
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
成
員
資
格
の
決
定
は
、
高
度
に
政
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権
力
行
使
等
地
方
公
務
員
に
就
任
す
る
こ
と
は
、
本
来
我
が
国
の
法
体
系

の
想
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
下
線
は
筆
者
）」

と
判
示
し
た
。

　

当
該
判
決
は
、
日
本
と
い
う
政
治
共
同
体
に
お
け
る
、
成
員
に
関
す
る

判
例
の
思
考
を
読
み
解
く
上
で
示
唆
に
富
む
。
判
例
は
、
国
民
主
権
原
理

に
も
と
づ
く
統
治
者
で
あ
り
憲
法
が
想
定
す
る
国
民
概
念
の
な
か
に
、
権

利
享
有
主
体
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、「
責
任
」
と
い
う
要
素
を
取
り

込
ん
で
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
要
素
を
加
味
し
た
考
慮
が
、
裁

判
の
場
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
と
は
や
や
視
点
を
異
に
し
て
、
国
民
と
国
家
の
関
係
を
、

国
家
が
有
す
る
国
民
へ
の
責
任
か
ら
捉
え
る
見
方
も
存
在
す
る
。
と
り
わ

け
社
会
権
に
関
す
る
判
決
・
学
説
に
お
い
て
広
く
見
ら
れ
る
、
国
家
が
そ

の
責
任
を
負
う
対
象
と
し
て
の
国
民
と
い
う
考
え
方
を
よ
く
示
す
の
が
、

塩
見
訴
訟
控
訴
審
判
決
、
お
よ
び
行
政
側
に
よ
っ
て
よ
く
引
か
れ
る
宮
沢

俊
義
の
国
民
観
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
引
用
す
る
。

　

ま
ず
塩
見
訴
訟
控
訴
審
判
決
は
、
疾
病
認
定
日
に
日
本
国
籍
を
有
し
な

か
っ
た
者
に
よ
る
障
害
福
祉
年
金
の
支
給
を
求
め
る
訴
訟
に
お
い
て
、「
一

国
の
国
民
の
福
祉
を
図
り
生
活
権
（
社
会
権
）
の
保
障
を
な
す
こ
と
は
先

ず
は
そ
の
者
が
属
す
る
国
の
責
任
で
あ
っ
て
他
国
の
責
任
で
は
な
い
と
の

原
則
は
、
今
な
お
世
界
に
お
い
て
通
用
性
を
持
っ
て
い
て
…
…
わ
が
国
が

憲
法
上
、
ま
ず
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
こ
と
を
保
障

す
る
責
務
を
負
う
者
は
、
日
本
国
民
で
あ
っ
て
外
国
人
で
は
な
く
、
外
国

人
に
対
し
て
は
条
約
の
締
結
等
の
事
由
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
右
責
務
を
負

任
を
受
け
た
国
籍
法
に
よ
り
な
さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
国
籍
と
い
う
形
式
に
論
理
先
行
す
る
憲
法
上
の
国
民
概
念

は
、
い
か
な
る
要
素
を
内
包
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、

判
例
法
理
に
現
れ
た
傾
注
す
べ
き
一
要
素
に
目
を
向
け
る
。
こ
の
一
要
素

を
披
歴
し
た
の
が
、
外
国
人
の
地
方
公
務
員
管
理
職
昇
進
に
関
す
る
最
高

裁
判
例（

10
）の

判
決
文
で
あ
る
。

　

東
京
都
で
保
健
婦
と
し
て
働
く
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
が
、
管
理
職

選
考
試
験
を
受
験
で
き
な
か
っ
た
当
該
事
案
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、「
地

方
公
務
員
の
う
ち
、
住
民
の
権
利
義
務
を
直
接
形
成
し
、
そ
の
範
囲
を
確

定
す
る
な
ど
の
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行
為
を
行
い
、
若
し
く
は
普
通

地
方
公
共
団
体
の
重
要
な
施
策
に
関
す
る
決
定
を
行
い
、
又
は
こ
れ
ら
に

参
画
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
も
の
（
以
下
、「
公
権
力
行
使
等
地
方
公

務
員
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、次
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
公
権
力
行
使
等
地
方
公
務
員
の
職
務
の
遂
行
は
、
住
民
の
権

利
義
務
や
法
的
地
位
の
内
容
を
定
め
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
に
事
実
上
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
す
な
ど
、
住
民
の
生
活
に
直
接
間
接
に
重
大
な
か
か
わ
り

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
民
主
権
の
原
理
に
基
づ
き
、
国

及
び
普
通
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
統
治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
日
本
国
の

統
治
者
と
し
て
の
国
民
が
最
終
的
な
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

（
憲
法
１
条
、
１
５
条
１
項
参
照
）
に
照
ら
し
、
原
則
と
し
て
日
本
の
国

籍
を
有
す
る
者
が
公
権
力
行
使
等
地
方
公
務
員
に
就
任
す
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
我
が
国
以
外
の
国
家
に
帰
属
し
、
そ

の
国
家
と
の
間
で
そ
の
国
民
と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す
る
外
国
人
が
公
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か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
流
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
政
治
共
同
体
の

成
員
資
格
に
は
権
利
と
同
時
に
義
務
が
包
含
さ
れ
る（

14
）と

解
さ
れ
る
は
ず
だ

が
、
憲
法
学
に
あ
っ
て
は
、
判
例
が
見
せ
た
「
責
任
」
と
い
う
側
面
か
ら

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も
の
は
主
流
で
な
い
し
、
ま
た
国
家
の
責
任
を
指
摘
す

る
場
合
に
も
そ
れ
が
い
か
な
る
根
拠
で
ど
の
よ
う
な
道
徳
的
理
由
で
対
象

を
限
定
す
る
の
か
、
ま
た
そ
の
国
家
の
責
任
と
権
利
が
一
対
一
で
対
応
す

る
も
の
な
の
か
を
論
証
す
る
研
究
も
さ
ほ
ど
み
ら
れ
な
い（

15
）。

つ
ま
り
こ
こ

に
、
判
例
と
学
説
の
対
話
は
必
ず
し
も
十
全
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
可
能

性
が
指
摘
で
き
る
。
同
時
に
こ
れ
が
、
憲
法
上
の
国
民
概
念
の
不
明
瞭
さ

や
曖
昧
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

ア
メ
リ
カ
憲
法
学
者
の
ボ
ズ
ニ
ア
ッ
ク
は
、
成
員
資
格
を
め
ぐ
る
議
論

に
お
い
てcitizenship

概
念
が
多
義
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
の

研
究
の
中
で
同
概
念
の
内
包
の
整
理
の
試
み
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
彼
女

が
説
く
と
こ
ろ
、
多
義
的
に
用
い
ら
れ
るcitizenship

概
念
は
、
地
位
、

権
利
、
政
治
活
動
（
本
稿
が
対
象
と
す
る
責
務
論
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
）、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
い
し
連
帯
の
４
側
面
か
ら
整
理
で
き
る
。
そ
し
て

ボ
ズ
ニ
ア
ッ
ク
は
、
こ
れ
ら
異
な
る
理
解
は
、
１
つ
の
巨
大
な
現
象
内
で

の
次
元
の
違
い
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
同
一
次
元

で
展
開
し
得
な
い
議
論
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
分
析
的
に
考

察
す
る
上
で
有
用
と
の
位
置
付
け
を
与
え
た（

16
）。

　

ボ
ズ
ニ
ア
ッ
ク
の
分
類
を
参
酌
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
従
来

の
わ
が
国
憲
法
学
に
お
け
る
国
民
概
念
と
退
去
強
制
を
め
ぐ
る
議
論
は
、

成
員
資
格
の
「
権
利
」
と
い
う
一
側
面
に
重
心
が
お
か
れ
、「
責
任
」
と

う
こ
と
に
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
下
線
は
筆
者
）」（

11
）と

し
て

給
付
を
否
定
し
た
。

　

そ
し
て
こ
の
判
決
の
基
礎
を
支
え
る
考
え
を
端
的
に
表
す
の
が
、
宮
沢

に
よ
る
次
の
記
述
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度

の
生
活
を
営
む
権
利
や
、
教
育
を
う
け
る
権
利
や
、
勤
労
の
権
利
は
、
基

本
的
人
権
の
性
格
を
有
す
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
保
障
す
る
こ
と
は

何
よ
り
、
各
人
の
所
属
す
る
国
の
責
任
で
あ
る
。
日
本
が
社
会
国
家
の
理

念
に
立
脚
す
る
と
は
、
日
本
が
何
よ
り
も
ま
ず
日
本
国
民
に
対
し
て
そ
れ

ら
の
社
会
権
を
保
障
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
外
国
人
も
、

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
社
会
権
を
基
本
的
人
権
と
し
て
享
有
す
る
が
、
そ

れ
ら
を
保
障
す
る
責
任
は
、
も
っ
ぱ
ら
彼
の
所
属
す
る
国
家
に
属
す
る
。

公
務
員
の
選
定
・
罷
免
権
に
至
っ
て
は
、
国
民
主
権
の
原
理
の
帰
結
で
あ

り
、
そ
う
し
た
参
政
権
の
保
障
が
も
っ
ぱ
ら
日
本
国
民
に
対
し
て
な
さ
れ

る
べ
き
こ
と
は
、
こ
と
の
性
質
上
、
き
わ
め
て
当
然
で
あ
る
（
下
線
は
筆

者
）」（

12
）。

　

以
上
の
権
利
プ
ラ
ス
責
任
の
思
考
を
と
る
判
例
に
対
し
、憲
法
学
説
は
、

国
民
お
よ
び
国
家
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
と
い
う
要
素
に
傾
注
し
た
研
究
を
お

こ
な
っ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
本
稿
が
検
討
対
象
と
す
る
退

去
強
制
関
連
の
議
論
で
は
、
在
留
権
・
滞
在
権
、
居
住
権
と
い
っ
た
権
利

の
側
面
偏
重
の
議
論
、
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
流
だ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
ま

た
、「
外
国
人
の
人
権
」
一
般
に
つ
い
て
み
て
も
、
性
質
説
等
の
議
論（

13
）や

、

デ
ニ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
代
表
さ
れ
る
市
民
概
念
の
導
入
に
よ
る
外
国
人
の
類

型
化
論
と
享
有
す
る
権
利
の
拡
張
の
議
論
が
示
す
よ
う
に
、
権
利
の
側
面
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に
よ
っ
て
、
入
管
法
上
の
在
留
特
別
許
可
と
退
去
強
制
に
お
け
る
移
民
の

地
位
に
つ
い
て
、
責
任
を
ベ
ー
ス
に
理
解
さ
れ
た
（
国
民
の
範
囲
を
形
式

的
に
限
定
・
確
定
す
る
国
籍
に
対
し
て
、
論
理
先
行
す
る
）
憲
法
上
の
国

民
概
念
、
お
よ
び
国
民
と
の
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
序
論
的
に
考
察
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

か
か
る
仕
事
に
よ
っ
て
本
稿
は
、
法
務
大
臣
の
要
件
・
効
果
裁
量
を
統

制
す
る
裁
判
官
に
対
し
て
、
考
慮
要
素
の
抽
出
と
重
み
付
け
の
判
断
を
拘

束
し
方
向
付
け
る
、
憲
法
上
の
国
民
概
念（

19
）お

よ
び
国
家
と
国
民
の
責
任
に

つ
い
て
の
議
論
の
深
化
を
企
図
す
る（

20
）。

２　

責
務
に
関
す
る
法
・
政
治
哲
学
の
知
見
の
抽
出

　

政
治
的
責
務
は
一
般
に
、
国
民
の
政
治
的
決
定
に
従
う
責
務
で
あ
る
と

説
明
さ
れ
、
そ
の
責
務
の
内
容
と
し
て
、
遵
法
義
務
や
兵
役
義
務
な
ど
が

含
め
ら
れ
議
論
さ
れ
る
事
も
あ
る
。

　

か
つ
て
Ｔ
．
Ｈ
．
グ
リ
ー
ン
は
、
政
治
的
責
務
と
い
う
語
に
、「
主
権

に
対
す
る
被
治
者
の
責
務
、
国
家
に
対
す
る
市
民
の
責
務
、
政
治
的
上
位

者
に
よ
る
執
行
（enforced by a political superior

）
の
下
に
あ
る
諸
個

人
相
互
の
義
務
」
と
い
う
意
味
を
込
め
て
用
い
た（

21
）。

本
稿
で
は
さ
し
あ
た

り
、
政
治
的
責
務
を
、
正
統
性
を
有
す
る
国
家
と
個
人
の
間
、
お
よ
び
同

じ
民
主
制
下
で
正
義
構
想
を
互
い
に
主
張
す
る
国
民
間
に
存
在
す
る
義
務

と
と
ら
え
て
用
い
る
。

　

こ
の
政
治
的
責
務
は
、
従
来
、
特
定
の
国
家
に
対
し
て
の
み
負
う
特
別

義
務
（
個
別
義
務
）
と
考
え
ら
れ
、
万
人
が
万
人
に
対
し
て
負
う
一
般
的

い
う
側
面
の
研
究
が
薄
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
憲
法
上
の
国
民
概
念
の
内
包

に
つ
い
て
の
、
議
論
の
不
明
瞭
さ
の
一
因
で
も
あ
る
。

　

以
上
か
ら
本
稿
は
、
わ
が
国
判
例
法
理
が
想
定
し
ボ
ズ
ニ
ア
ッ
ク
も
指

摘
し
た
、
国
民
・
国
家
の
「
責
任
」
に
焦
点
を
当
て
考
察
す
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
判
例
が
説
く
と
こ
ろ
を
よ
り
理
解
す
る
基
礎
を
提
供
し
、
国
民
概

念
と
退
去
強
制
を
め
ぐ
る
、
学
説
と
判
例
の
対
話
の
深
化
を
目
指
す
。

　

こ
の
国
民
・
国
家
の
責
任
と
い
う
概
念
は
政
治
的
責
務
論
と
し
て
、
法

哲
学
や
政
治
哲
学
で
近
時
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。そ
こ
で
次
章
で
は
、

わ
が
国
に
お
け
る
責
務
論
の
主
要
な
論
客
の
主
張
を
整
理
し
、
判
例
法
理

を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
の
素
材
を
抽
出
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
あ

り
得
る
規
範
の
体
系
と
し
て
現
行
法
制
・
判
例
法
理
を
読
み
解
き
、
そ
の

上
で
な
お
退
去
強
制
と
国
民
概
念
に
つ
き
何
を
論
じ
う
る
の
か
に
つ
い

て
、
示
唆
を
得
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

な
お
、
政
治
的
責
務
論
は
、
法
概
念
論
と
正
義
論
を
横
断
し
架
橋
す
る

難
問（

17
）で

あ
る
。
そ
の
た
め
筆
者
の
能
力
の
都
合
上
、
取
り
扱
う
責
務
論
の

内
容
は
、
本
稿
の
目
的
に
必
要
な
範
囲
内
に
止
め
る
。
遵
法
義
務
論
と
の

関
連
性
や
、個
別
性
の
要
請
の
網
羅
的
考
察
、法
概
念
と
の
整
合
性
と
い
っ

た
一
大
議
論
は
、
そ
の
重
要
性
を
理
解
す
る
が
扱
わ
な
い
。
ま
た
筆
者
の

能
力
の
都
合
上
、
国
際
法
も
扱
わ
な
い
。

　

く
わ
え
て
、
方
法
論
上
の
問
題
と
し
て
、
本
稿
は
判
例
法
理
を
取
り
扱

う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
判
例
が
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
全
く
離
れ
た

理
想
理
論
に
終
始
す
る
こ
と
も
回
避
す
る
。
既
存
の
法
制
と
判
例
法
理
の

主
要
部
分
を
、
責
任
概
念
を
ベ
ー
ス
に
解
釈
す
る
こ
と
を
目
指
す（

18
）。

こ
れ
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横
濱
と
井
上
の
理
論
の
対
象
は
、
正
義
構
想
を
異
に
す
る
立
場
の
反
転
可

能
性
を
前
提
と
す
る
国
民
相
互
の
関
係（
統
治
者
の
側
に
立
っ
た
国
民
と
、

被
治
者
の
側
に
立
っ
た
国
民
の
関
係
）
を
対
象
と
す
る
も
の
と
捉
え
る
。

２
．
１　

横
濱
竜
也
の
政
治
的
責
務
論

　

本
節
で
は
、
Ｐ
．
ソ
ー
パ
ー
の
敬
譲
と
し
て
の
責
務
論
を
再
構
築
し
、

か
つ
責
務
論
の
移
民
問
題
へ
の
応
用
を
図
る
横
濱
の
研
究
を
概
観
す
る
。

そ
の
上
で
、
横
濱
が
移
民
正
義
論
を
論
じ
る
な
か
で
指
摘
す
る
、
関
係
的

平
等
論
と
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
関
す
る
示
唆
が
、
憲

法
上
の
国
民
概
念
の
考
察
の
た
め
に
有
用
で
あ
る
、と
い
う
知
見
を
得
る
。

　

そ
の
下
準
備
と
し
て
ま
ず
は
、
ソ
ー
パ
ー
の
敬
譲
論
の
要
点
を
確
認
す

る
。

　

ソ
ー
パ
ー
は
政
治
的
決
定
へ
の
国
民
の
服
従
と
い
う
政
治
的
責
務
論
の

本
質
を
、
自
ら
の
判
断
と
抵
触
す
る
他
者
の
決
定
へ
の
服
従
と
し
て
の
敬

譲
（deference

）
に
見
る
。
ソ
ー
パ
ー
は
、他
者
の
判
断
へ
の
敬
譲
に
よ
っ

て
読
み
解
き
う
る
関
係
性
と
し
て
、
友
情
、
約
束
、
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
、

政
治
的
責
務
（political obligation

）
を
あ
げ
る
。
ソ
ー
パ
ー
の
主
張
す

る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
関
係
は
い
ず
れ
も
、
他
者
を
尊
重
す
る
義
務
（duty 

to respect others

）
と
、
そ
の
尊
重
を
認
め
ら
れ
る
関
係
性
が
有
す
る
価

値
（the values of the relationship

）
に
基
づ
き
分
析
し
う
る
と
さ
れ
る
。

　

ソ
ー
パ
ー
が
分
析
の
枠
と
し
て
用
い
る
と
こ
ろ
、
他
者
の
意
見
に
敬
譲

す
る
「
理
由
」
は
ま
ず
、
道
具
的
理
由
（instrum

ental

）
に
基
づ
く
功
利

主
義
・
帰
結
主
義
的
な
も
の
と
、
内
在
的
理
由
（intrinsic

）
に
基
づ
く

義
務
（
普
遍
的
義
務
）
と
異
な
る
と
解
さ
れ
て
き
た（

22
）。

ゆ
え
に
政
治
的
責

務
の
正
当
化
に
際
し
て
は
、
こ
の
個
別
性
の
問
題
に
い
か
に
答
え
る
か
が

大
き
な
壁
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
て
き
た
。

　

な
ぜ
国
民
が
、
当
該
国
家
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
責
務
を
負
う
の
か
。

瀧
川
裕
英
に
よ
れ
ば
、
あ
る
政
治
体
に
対
す
る
道
徳
的
義
務
の
正
当
化
理

論
は
、
道
徳
原
理
を
含
む
以
下
の
４
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
整
理
で
き
る
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
国
家
と
国
民
の
関
係
を
親
子
や
友
人
と
い
っ
た
人
間

関
係
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
説
明
す
る
関
係
的
責
務
論
、
同
意
は
拘
束
す
る

と
い
う
社
会
契
約
論
に
代
表
さ
れ
る
同
意
論
、
利
益
を
享
受
す
る
が
ゆ
え

に
義
務
を
負
う
と
す
る
利
益
論
、
他
者
加
害
の
禁
止
の
よ
う
に
自
然
に
負

う
義
務
と
し
て
国
家
に
対
す
る
国
民
の
責
任
を
正
当
化
す
る
自
然
的
義
務

論
で
あ
る（

23
）。

　

本
章
で
は
、政
治
的
責
務
論
に
関
す
る
わ
が
国
に
お
け
る
主
要
な
論
客
、

横
濱
竜
也
、
瀧
川
裕
英
、
井
上
達
夫
の
研
究
（
お
よ
び
そ
の
基
礎
の
理
解

の
た
め
に
必
要
な
英
語
圏
の
先
行
研
究
）
を
概
観
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

責
務
論
と
判
例
法
理
の
理
解
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
を
主
目
的
と
す
る
。
そ

の
た
め
、
責
務
論
に
お
け
る
諸
論
点
を
勘
案
す
る
と
い
ず
れ
の
理
論
が
優

れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
批
判
的
考
察
は
、
本
稿
の
目
的
と
は
し
な
い
。
あ

く
ま
で
、
各
研
究
の
優
れ
た
部
分
を
学
び
取
る
、
法
哲
学
か
ら
憲
法
学
へ

の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
目
的
と
す
る
。

　

な
お
考
察
対
象
の
整
理
と
し
て
、
本
章
で
は
、
憲
法
学
へ
の
参
照
を
企

図
し
て
、
各
責
務
論
を
簡
略
化
し
て
以
下
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
。
瀧
川

の
理
論
の
対
象
と
す
る
関
係
性
は
、国
家
と
個
人
の
関
係
で
あ
る
。
他
方
、
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す
る
関
係
に
内
在
的
価
値
が
あ
り
、
か
つ
、
統
治
者
と
被
治
者
の
関
係
に

コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
以
上
、
容
易
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
覆
す
こ
と
が
一

貫
性
に
反
す
る
。
ゆ
え
に
統
治
が
我
々
に
と
っ
て
基
本
善
保
護
の
た
め
に

必
要
と
主
観
的
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
客
観
的
に
当
該
統
治
が
正

し
く
な
く
と
も
、
被
治
者
は
誠
実
に
正
義
と
信
じ
る
統
治
を
お
こ
な
う
統

治
者
に
対
し
敬
譲
す
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
が
か
か
る
誠
実

な
統
治
者
に
立
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
被
治
者
が
統
治
に
従
わ
ず
、
各
々

の
判
断
す
る
正
義
構
想
に
従
い
行
動
す
る
こ
と
は
、
一
貫
性
に
反
す
る
か

ら
だ
と
い
う（

26
）。

　

そ
し
て
ソ
ー
パ
ー
の
敬
譲
論
の
欠
点
と
し
て
横
濱
は
、
敬
譲
の
理
由
が

基
本
善
な
の
か
一
貫
性
な
の
か
判
然
と
し
な
い
点
を
挙
げ
る
。
前
者
を
重

視
し
た
場
合
、
個
別
性
の
要
請
を
充
足
で
き
ず
、
後
者
を
重
視
し
た
場
合

に
は
、
不
正
な
統
治
者
に
対
し
て
も
、「
無
政
府
状
態
よ
り
は
マ
シ
」
と

い
う
理
由
で
敬
譲
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。以
上
の
分
析
の
下
、

横
濱
は
ソ
ー
パ
ー
の
議
論
の
根
幹
は
一
貫
性
に
よ
る
正
当
化
に
あ
っ
て
、

基
本
善
保
護
は
正
当
化
の
射
程
の
限
定
の
た
め
の
外
挿
に
す
ぎ
ず
、
そ
の

限
界
の
克
服
に
は
一
貫
性
と
基
本
善
保
護
を
内
在
的
に
結
び
つ
け
る
議
論

を
要
す
る
と
診
断
す
る（

27
）。

　

そ
し
て
横
濱
は
、
こ
の
限
界
を
克
服
す
る
結
節
点
と
し
て
、
統
治
者
に

よ
る
被
治
者
へ
の
説
明
と
対
話
を
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
統
治
者
が
自
ら

信
じ
る
正
義
に
誠
実
に
従
い
、
か
つ
、
自
ら
と
相
反
す
る
正
義
を
持
つ
被

治
者
と
対
話
し
、
自
ら
の
正
義
を
弁
護
す
る
理
由
を
用
意
し
て
お
く
こ
と

が
要
請
さ
れ
る
こ
と
で
、
敬
譲
は
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る（

28
）。

義
務
論
的
（deontological

）
な
も
の
に
分
か
れ
る
。
そ
し
て
後
者
の
理

由
は
さ
ら
に
、
主
観
的
理
由
に
よ
る
敬
譲
と
、
客
観
的
理
由
に
よ
る
敬
譲

と
に
分
か
れ
る（

24
）。

　

敬
譲
が
な
さ
れ
る
「
理
由
」
に
基
づ
き
上
述
の
４
つ
の
関
係
性
を
整
理

す
る
と
、
友
情
と
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
に
お
け
る
敬
譲
は
主
と
し
て
、
道
具

的
・
帰
結
主
義
的
理
由
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
と
ソ
ー
パ
ー
か
ら
は
説
明

さ
れ
る
。
他
方
、約
束
と
政
治
的
責
務
に
お
け
る
他
者
の
意
見
の
尊
重
は
、

内
在
的
・
義
務
論
的
理
由
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
と
い
う
。
以
下
で
は
、
政

治
的
責
務
に
焦
点
を
当
て
説
明
す
る
。

　

な
ぜ
、
法
シ
ス
テ
ム
（legal system
）
あ
る
い
は
政
府
に
対
し
て
、
被

治
者
は
敬
意
を
示
す
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
ソ
ー
パ
ー
は
、
多
く
の
被

治
者
が
主
観
的
に
、
政
府
と
い
う
存
在
を
価
値
あ
る
も
の
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
、
と
答
え
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
に
、
誠
実
に
、
規
範
を
普
及

さ
せ
る
権
威
を
伴
う
共
同
事
業
の
必
要
性
を
人
々
が
認
め
る
か
ら
、
国
家

へ
の
敬
譲
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
統
治
者
の
決
定
へ
の
自
発
的
遵

守
へ
の
期
待
は
、「
も
し
も
現
在
被
治
者
で
あ
る
私
が
、
統
治
者
で
あ
っ

た
な
ら
、
被
治
者
に
対
し
同
様
に
遵
守
を
期
待
す
る
に
違
い
な
い
」
と
考

え
る
こ
と
で
、
一
応
の
義
務
と
し
て
の
敬
譲
の
責
務
が
認
め
ら
れ
る
。
法

規
範
の
尊
重
の
義
務
は
、
被
治
者
自
身
が
認
め
る
法
シ
ス
テ
ム
（
と
い
う

関
係
性
）
自
体
の
価
値
に
対
す
る
尊
重
の
義
務
の
反
射
（reflection

）
な

の
で
あ
る
、
と
い
う（

25
）。

　

以
上
の
ソ
ー
パ
ー
の
責
務
論
を
、
横
濱
は
、
内
在
的
か
つ
主
観
的
価
値

を
有
す
る
関
係
に
対
す
る
敬
譲
と
整
理
す
る
。
す
な
わ
ち
、
互
い
に
敬
譲
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（relational value

）
を
持
つ
。
ゆ
え
に
国
家
は
必
要
で
あ
る
。
か
く
し
て

横
濱
は
、当
該
国
家
内
に
お
け
る
統
治
者
と
被
治
者
の
関
係
に
着
目
し
た
、

敬
譲
と
し
て
の
政
治
的
責
務
論
が
成
立
し
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
る
。

　

そ
し
て
横
濱
は
、
国
民
全
員
が
統
治
者
の
立
場
に
立
つ
権
利
を
与
え
、

統
治
者
と
被
治
者
の
反
事
実
的
立
場
交
換
の
仮
想
を
切
実
な
も
の
と
し
、

正
義
要
求
を
保
障
す
る
制
度
と
し
て
の
民
主
制
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
そ
の
政
治
モ
デ
ル
と
し
て
、
規
範
的
民
主
制
と
い
う
モ
デ
ル
を
主

張
す
る（

32
）。

　

以
上
、
横
濱
の
責
務
論
を
み
た
。
次
に
横
濱
の
移
民
と
統
合
を
め
ぐ
る

議
論
を
紹
介
す
る
。
横
濱
が
考
え
る
と
こ
ろ
、
す
で
に
国
内
に
存
在
す
る

移
民
の
社
会
的
排
除
へ
の
対
処
は
正
義
の
関
心
事
で
、
ホ
ス
ト
国
の
成
員

は
特
定
条
件
下
に
お
い
て
、
か
か
る
移
民
の
問
題
解
決
の
た
め
の
負
担

（burden

）
を
分
配
的
正
義
の
観
点
か
ら
追
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
（
た
だ
し
、
非
正
規
滞
在
者
は
こ
の
限
り
で
な
い
）。
そ
の
根
拠
と
し

て
横
濱
が
挙
げ
る
の
が
、
関
係
的
平
等
論
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
・
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
概
念
、
成
員
資
格
と
政
治
的
責
務
の
相
関
性
で
あ
る
。
こ
れ

ら
議
論
は
、
憲
法
上
の
国
民
概
念
の
内
包
と
外
延
を
考
え
る
上
で
、
有
用

で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
順
に
追
っ
て
い
く
。

　

ま
ず
は
、Elizabeth A

nderson

の
研
究
を
ベ
ー
ス
に
、
横
濱
が
注
目

す
る
関
係
的
平
等
（
民
主
的
平
等
）
論
の
特
色
を
紹
介
す
る
。
ド
ゥ
オ
ー

キ
ン
に
代
表
さ
れ
る
運
平
等
主
義
と
対
比
し
た
と
き
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の

関
係
的
平
等
主
義
は
次
の
よ
う
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
財
の
分
配
だ
け
で

な
く
、
財
が
配
分
さ
れ
る
主
体
間
の
関
係
性
に
着
目
す
る
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

　

敷
衍
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
正
義
を
巡
っ
て
争
い
が
あ
っ

て
も
、対
立
す
る
い
ず
れ
か
の
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
統
治
が
必
要
で
、

か
つ
正
義
を
め
ぐ
る
論
争
の
下
で
政
治
的
決
定
が
お
こ
な
わ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
（
政
治
の
情
況
）（

29
）。

　

統
治
者
は
、
自
ら
の
正
義
要
求
を
行
う
た
め
に
は
、
自
ら
正
義
と
信
じ

る
と
こ
ろ
に
従
い
誠
実
に
統
治
を
お
こ
な
い
、
被
治
者
か
ら
の
反
論
に
対

し
自
ら
を
弁
護
す
る
理
由
を
備
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

こ
の
要
求
を
満
た
す
統
治
者
の
判
断
を
、
被
治
者
は
尊
重
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
民
の
誰
が
統
治
者
に
な
っ
た
と
し
て
も
（
つ
ま

り
仮
に
立
場
が
変
わ
り
被
治
者
自
ら
が
統
治
者
と
な
っ
た
と
き
に
）、
自

己
の
正
義
要
求
を
伴
う
判
断
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
、
統
治
者
の
判
断
は

被
治
者
の
不
服
従
・
異
議
申
立
て
に
押
し
潰
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る（
30
）。

　

以
上
の
よ
う
な
、
統
治
者
が
正
義
要
求
を
行
う
こ
と
を
保
障
す
る
制
度

は
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
。
か
つ
、
個
々
の
国
家
で
そ
れ

ぞ
れ
正
義
を
め
ぐ
る
論
争
の
展
開
が
異
な
る
た
め
、
統
治
者
が
正
義
要
求

を
行
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
条
件
も
ま
た
、個
々
の
国
家
で
異
な
る
。個
々

の
国
家
に
お
い
て
正
義
要
求
を
保
証
す
る
制
度
の
必
要
性
を
認
め
る
以

上
、
国
民
は
、
統
治
者
と
被
治
者
の
関
係
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
な
り
、

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
治
者
が
自
己
の
信
念
に
応
じ
て
統
治
者
の
判
断

を
尊
重
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
一
貫
性
を
欠
く（

31
）。

　

正
義
構
想
が
対
立
す
る
政
治
の
状
況
下
で
は
、
我
々
は
正
義
を
直
接
な

し
え
な
い
た
め
紛
争
の
裁
定
、
法
定
立
、
政
治
的
決
定
は
関
係
価
値
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論
（
解
放
国
境
論
批
判
）
が
正
当
化
さ
れ
る（

35
）。

　

以
上
の
関
係
的
平
等
論
の
理
解
の
下
、
横
濱
は
、
ど
の
集
団
に
帰
属
し

包
摂
さ
れ
る
か
が
個
人
の
善
き
生
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
条
件
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
解
放
国
境
論
批
判
の
立
場
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
。
そ
の
上
で
、

移
民
一
般
に
滞
在
権
を
付
与
す
る
上
で
の
必
要
条
件
と
し
て
、「
社
会
的

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
」
を
挙
げ
る（

36
）。

そ
こ
で
次
に
、
こ
の
社
会
的
メ
ン
バ
ー

シ
ッ
プ
を
考
察
す
る
た
め
に
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
に
目
を
向
け
る
。

　

横
濱
が
依
拠
す
る
松
尾
隆
佑
お
よ
び
Ｒ
．
バ
オ
ベ
ッ
ク
の
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
よ
れ
ば
、
あ
る
政
治
的
共
同
体
の
繁
栄

と
自
分
自
身
の
将
来
に
わ
た
る
自
律
や
福
祉
、人
生
の
展
望
と
結
び
つ
け
、

そ
の
政
治
的
共
同
体
の
未
来
を
か
た
ち
づ
く
る
集
合
的
意
思
決
定
に
参
加

し
た
い
と
考
え
る
よ
う
な
諸
個
人
を
、
政
治
共
同
体
に
お
け
る
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
定
住
外
国
人
等
も
、

特
定
の
政
体
に
諸
個
人
の
根
本
的
な
諸
権
利
の
保
護
を
委
ね
る
と
と
も

に
、
諸
個
人
の
福
祉
を
同
じ
政
体
の
共
通
善
へ
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
、

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
そ
の
も
の
に
対
す
る
利
害
関
心
を
有
し
て
い
る
こ
と
を

条
件
に
、
参
政
権
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
す
る
（
そ
の
簡
便
な
指
標
が
、

持
続
的
居
住
と
さ
れ
る
）。
成
員
資
格
の
過
剰
・
過
小
包
摂
な
き
配
分
に

つ
い
て
考
え
る
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
知
見
を
ベ
ー

ス
に
、長
期
の
滞
在
と
人
間
関
係
の
構
築
に
よ
っ
て
共
同
体
に
根
を
張
り
、

社
会
的
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
も
、
参
加
の
権
利
を
認
め
る
と

考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
当
該
移
民
が
統
合
な
い
し
包
摂
さ
れ
る
に

の
関
係
的
平
等
論
は
、
人
間
間
の
階
級
に
基
づ
く
社
会
秩
序
や
ラ
ン
ク
づ

け
を
不
平
等
と
し
、
協
業
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
社
会
に
お
け
る

諸
個
人
の
対
等
な
関
係
性
が
存
在
す
る
「
民
主
的
平
等
（dem

ocratic 

equality
）」を
指
向
す
る
。
民
主
的
平
等
は
、消
極
的
に
は
抑
圧
の
除
去
を
、

積
極
的
に
は
人
々
が
平
等
な
関
係
に
立
つ
社
会
秩
序
の
探
究
が
目
指
す（

33
）。

　

そ
こ
で
は
、
平
等
の
対
象
と
し
て
、
厚
生
と
資
源
で
は
な
く
、
潜
在
能

力
（capability

）
へ
の
権
利
の
保
障
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
潜
在
能
力
へ

の
権
利
の
保
障
こ
そ
が
、個
人
が
民
主
国
家
の
平
等
な
市
民
と
し
て
機
能
・

参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
（
そ
し
て
、
人
々
が
民
主
的
平
等

の
下
で
平
等
な
市
民
と
し
て
の
地
位
を
得
る
た
め
の
機
能
は
、
人
間
と
し

て
の
機
能
、
共
同
生
産
シ
ス
テ
ム
の
参
加
者
と
し
て
の
機
能
、
民
主
的
国

家
の
市
民
と
し
て
の
機
能
の
３
つ
に
整
理
さ
れ
る
）（

34
）。

　

そ
し
て
横
濱
が
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
を
筆
頭
と
す
る
関
係
的
平
等
論
に
つ
い

て
理
解
す
る
と
こ
ろ
、
当
該
平
等
論
は
、
個
々
人
が
自
由
に
処
分
で
き
る

財
の
保
有
量
だ
け
で
な
く
、
個
々
人
が
民
主
社
会
で
い
か
な
る
地
位
を
占

め
る
か
に
も
関
心
を
持
つ
。
換
言
す
る
と
、
関
係
的
平
等
主
義
は
、
何
を

分
配
さ
れ
る
か
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
誰
と
の
関
係
の
下
で
分
配
さ
れ

る
か
を
重
視
す
る
。
そ
し
て
同
平
等
論
の
考
察
対
象
と
な
る
関
係
に
は
、

非
自
発
的
に
形
成
さ
れ
る
家
族
や
国
民
同
士
の
関
係
も
含
ま
れ
る
。
ゆ
え

に
、
個
々
人
が
各
国
の
政
治
社
会
の
一
員
と
し
て
平
等
な
関
係
を
維
持
構

築
す
る
こ
と
も
正
義
の
関
心
事
と
な
る
。
そ
し
て
、
一
時
的
な
労
働
者
や

不
法
移
民
に
十
分
な
民
主
的
平
等
を
保
障
で
き
な
い
場
合
に
は
国
境
を
管

理
し
彼
ら
の
移
住
を
制
限
す
る
こ
と
も
、
正
義
に
適
う
と
し
て
国
境
管
理
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整
理
す
る
と
、
遵
法
義
務
お
よ
び
政
治
的
責
務
成
立
の
基
底
に
統
治
者
と

被
治
者
の
関
係
を
据
え
て
、
そ
の
成
立
根
拠
と
し
て
立
場
交
換
の
反
実
仮

想
を
可
能
に
す
る
民
主
制
を
重
視
す
る
横
濱
の
立
場（

39
）に

あ
っ
て
は
、
国
民

の
自
律
が
（
無
制
限
の
自
由
裁
量
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
）
重
視
さ
れ
る
。

そ
し
て
国
民
間
で
の
あ
る
べ
き
平
等
に
つ
い
て
、
関
係
的
平
等
主
義
に
立

脚
す
る
こ
と
で
、国
境
の
管
理
が
正
当
化
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

す
で
に
国
内
に
存
在
し
、
道
徳
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
社
会
的
関
係
を
実

際
に
形
成
し
た
者
に
対
し
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
平
等
主
義
が
、
社
会
的
メ

ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
真
摯
に
求
め
る
移
民
に
対
し
て
付
与
す
る
こ
と
を
認
め

て
、
当
該
国
内
で
対
等
な
関
係
に
入
れ
る
よ
う
な
制
度
を
構
築
す
る
べ
き

と
規
範
づ
け
る
。
ま
た
、
個
人
も
参
加
の
責
務
を
負
う
（
た
だ
し
、
非
正

規
滞
在
者
は
例
外
）、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
以
上
の
横
濱
の
議
論
か
ら
、
異
な
る
正
義
を
主
張
す
る
国
民
間

（
つ
ま
り
政
治
的
能
力
を
有
す
る
国
民
間
）
に
お
け
る
、
統
治
者
と
被
治

者
の
立
場
の
反
転
可
能
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
敬
譲
の
責
務
の
存
在
の
主
張

と
い
う
１
つ
の
立
場
が
存
在
す
る
こ
と
を
学
び
と
る
（
そ
し
て
こ
れ
は
、

国
民
の
政
治
参
加
と
い
う
能
動
的
側
面
に
つ
い
て
正
義
概
念
を
基
底
に
論

じ
る
、
次
節
紹
介
の
井
上
達
夫
の
責
務
論
に
よ
っ
て
精
緻
化
さ
れ
る
）。

ま
た
、
責
務
論
と
移
民
論
を
架
橋
す
る
、
責
務
（obligation

）
と
親
和

的
な
関
係
的
平
等
論
と
、
民
主
制
の
領
域
確
定
を
め
ぐ
る
理
論
の
存
在
と

有
望
さ
も
、
学
び
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
誰
が
ど
の
政
治
的

共
同
体
と
強
い
利
害
関
係
を
有
し
紐
帯
を
有
し
て
い
る
の
か
（
ま
た
、
対

等
な
地
位
に
立
つ
た
め
の
潜
在
能
力
獲
得
へ
の
実
効
的
ア
ク
セ
ス
を
保
障

あ
た
り
要
す
る
コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
ホ
ス
ト
国
が
負
担
を
負
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
同
時
に
、
こ
れ
等
移
民
が
成
員
資
格
に
関

す
る
利
害
関
係
に
つ
い
て
意
見
を
表
明
す
る
た
め
に
は
、
特
定
政
治
共
同

体
に
お
け
る
政
治
的
責
務
を
そ
の
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
果
た
す
こ

と
も
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
移
民
の
側
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
し

て
は
、
横
濱
の
記
述
を
参
照
す
る
限
り
、
参
加
能
力
の
獲
得
（
ホ
ス
ト
国

で
就
労
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
言
語
能
力
や
制
度
の
理
解
）
に
加
え
、

就
労
や
納
税
と
い
っ
た
ホ
ス
ト
国
社
会
へ
の
貢
献
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ

る（
37
）。

　

以
上
が
横
濱
の
移
民
一
般
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
が
、
不
法
移
民
の

地
位
に
つ
い
て
は
、
横
濱
も
容
易
に
正
規
化
・
国
民
の
地
位
の
獲
得
を
導

く
わ
け
で
は
な
い
。
横
濱
が
考
え
る
と
こ
ろ
、
ホ
ス
ト
国
は
国
境
を
管
理

す
る
権
限
を
有
す
る
。
ま
た
ホ
ス
ト
国
国
民
は
、
成
員
資
格
を
決
定
す
る

自
律
の
権
利
が
あ
る
程
度
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
照
ら
す
と
、
既

存
の
成
員
の
同
意
を
抜
き
に
入
国
・
滞
在
を
続
け
る
不
法
移
民
は
、
ホ
ス

ト
国
国
民
の
自
律
を
根
本
的
に
損
な
う
。
移
民
の
社
会
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ

プ
獲
得
を
、滞
在
期
間
の
観
点
か
ら
の
み
評
価
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ（
つ

ま
り
移
民
個
々
人
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
判
断
の
際
に
十
分
反
映

さ
せ
る
こ
と
を
要
し
）、
不
法
移
民
を
単
な
る
長
期
滞
在
に
よ
っ
て
社
会

の
一
員
と
し
て
処
遇
す
る
こ
と
も
、
論
難
さ
れ
る
。
不
法
移
民
の
合
法
化

に
は
、
彼
が
ホ
ス
ト
国
に
滞
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
が
道
徳
的
に
重

要
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る（

38
）。

　

移
民
の
地
位
を
め
ぐ
る
横
濱
の
議
論
は
、
大
要
以
上
の
通
り
で
あ
る
。



広島法学　44 巻１号（2020 年）－ 12

に
、正
義
へ
の
企
て
と
し
て
の
法
に
は
、自
ら
の
服
従
要
求
が
正
義
に
適
っ

た
理
由
に
よ
り
正
当
で
あ
る
こ
と
の
承
認
を
要
求
す
る
正
義
要
求
を
持
つ

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
正
義
要
求
が
、
単
な
る
服
従
要
求
に
と
ど
ま

ら
ず
真
摯
な
も
の
と
し
て
人
々
に
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
法
の
正
義
適

合
性
を
絶
え
ず
批
判
的
に
再
吟
味
す
る
「
正
義
審
査
へ
の
原
権
利
」
が
制

度
的
に
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
要
請
さ
れ
る
制
度
の
具
体
例
と

し
て
、
不
利
益
処
分
に
対
す
る
聴
聞
権
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
民
主
的

制
度
、
違
憲
審
査
制
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
）（

41
）。

　

第
二
に
、
正
義
構
想
が
相
反
し
競
合
す
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
正
義
へ

の
真
摯
な
企
て
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
対
立
競
合
す
る
正
義
の
諸
構

想
に
通
底
す
る
共
通
の
制
約
原
理
で
あ
る
、
正
義
概
念
が
尊
重
さ
れ
る
こ

と
を
要
す
る
。
つ
ま
り
、自
ら
の
正
義
構
想
の
正
当
性
を
主
張
す
る
に
は
、

普
遍
化
不
可
能
な
理
由
に
基
づ
く
差
別
が
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ゆ
え
に
そ
の
構
想
は
「
反
転
可
能
性
テ
ス
ト
」
を
基
底
と
す
る
諸
規
範
へ

の
適
合
を
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
自
己
の
正
義
を
主
張

す
る
あ
ら
ゆ
る
正
義
構
想
は
、
自
己
と
異
質
な
他
者
の
視
点
か
ら
も
受
容

さ
れ
る
べ
き
公
共
的
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ

れ
は
フ
リ
ー
・
ラ
イ
ダ
ー
排
除
、
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
排
除
、
既
得

権
益
の
排
除
、
集
団
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
排
除
な
ど
の
形
を
と
る（

42
）。

　

以
上
の
２
点
を
満
た
し
た
政
治
的
決
定
に
対
し
て
は
、
人
は
、
そ
れ
が

自
己
の
正
義
構
想
と
抵
触
す
る
（
正
当
性
を
欠
く
）
と
し
て
も
、
同
じ
正

義
概
念
の
下
で
形
成
さ
れ
た
、
正
義
へ
の
企
て
を
真
摯
に
営
む
万
人
に
開

か
れ
た
公
共
的
論
議
実
践
の
産
物
と
し
て
服
す
る
（
正
統
性
を
認
め
る
）

し
、
参
加
の
権
利
を
与
え
る
か
）
を
考
え
る
基
礎
と
、
誰
を
デ
モ
ス
と
し

て
カ
ウ
ン
ト
し
、
政
治
的
決
定
へ
法
的
効
力
を
有
す
る
形
で
参
加
さ
せ
る

か
、
能
動
的
な
地
位
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
、
検
討
の
方
向
性
を
学
び
と

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
．
２　

井
上
達
夫
の
政
治
的
責
務
論

　

よ
く
知
ら
れ
る
通
り
、
遵
法
義
務
・
政
治
的
責
務
論
は
、
法
哲
学
と
政

治
哲
学
が
交
差
す
る
領
域
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、法
哲
学
の
内
部
で
は
、

法
概
念
論
と
正
義
論
を
架
橋
す
る
難
題
で
も
あ
る
。
悪
法
問
題
と
し
て
こ

れ
ま
で
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
の
難
題
の
発
展
の
基
礎
に
は
、
フ
ラ
ー
と

ハ
ー
ト
、
ハ
ー
ト
と
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
間
の
法
概
念
論
争
が
あ
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
法
概
念
論
争
を
精
緻
に
考
察
し
た
上
で
、
井
上
達
夫
は
法
実
証

主
義
と
自
然
法
論
に
代
わ
る
第
三
の
道
と
し
て
、「
正
義
へ
の
企
て
と
し

て
の
法
」
と
い
う
新
た
な
法
概
念
を
唱
え
る
。

　

井
上
の
法
概
念
論
に
お
い
て
、
法
と
は
、
正
義
を
志
向
す
る
理
念
だ
が
、

こ
れ
を
意
志
す
る
企
て
に
と
ど
ま
り
、
正
義
と
同
一
で
な
い
、
失
敗
す
る

可
能
性
も
有
す
る
も
の
と
も
さ
れ
る
（
ゆ
え
に
、正
義
へ
の
企
て
で
あ
り
、

ま
た
不
正
な
法
も
法
で
あ
り
得
て
、
そ
の
法
へ
の
服
従
が
問
題
と
な
る
）。

こ
こ
で
は
正
義
概
念
の
下
で
、
正
義
の
諸
構
想
が
、
自
ら
真
摯
に
企
て
る

構
想
を
実
現
す
る
よ
う
、
互
い
に
競
合
す
る
こ
と
と
な
る（

40
）。

　

こ
の
競
合
の
ス
テ
ー
ジ
上
で
、
正
義
の
諸
構
想
が
、
正
義
へ
の
企
て
に

失
敗
し
た
と
し
て
も
法
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
「
真
摯
性
」
を
認
め
ら
れ
る

た
め
の
条
件
と
し
て
、
井
上
か
ら
は
以
下
の
２
点
が
要
請
さ
れ
る
。
第
一
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他
方
、
モ
ラ
ル
・
コ
ス
ト
と
は
、
上
述
の
集
合
的
決
定
に
よ
る
裁
断
で

敗
者
と
な
っ
た
勢
力
が
、
そ
れ
に
敬
譲
し
、
自
ら
の
正
義
構
想
と
の
抵
触

を
受
忍
す
る
と
い
う
コ
ス
ト
で
あ
る（

46
）。

政
治
的
責
務
・
遵
法
義
務
は
、
統

治
的
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
に
お
い
て
は
、
政
治
的
抗
争
の
敗
者
が
政
治
的

決
定
に
敬
譲
す
る
モ
ラ
ル
・
コ
ス
ト
を
払
う
責
務
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
。

そ
し
て
敗
者
が
モ
ラ
ル
・
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
理
由
は
、
普
遍
化
不
可
能

な
差
別
を
禁
じ
る
反
転
可
能
性
を
要
請
す
る
正
義
概
念
に
依
拠
し
て
、
以

下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　

政
治
抗
争
の
敗
者
も
、
自
ら
が
勝
者
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
自
己
の
正

義
構
想
を
実
現
す
る
集
合
的
決
定
と
し
て
の
政
治
的
決
定
の
執
行
を
要
請

す
る
地
位
に
立
つ
。
だ
が
、
か
か
る
主
体
が
勝
者
と
な
っ
た
と
き
は
統
治

便
益
を
享
受
す
る
（
相
手
方
敗
者
に
は
モ
ラ
ル
・
コ
ス
ト
負
担
を
要
求
す

る
）
一
方
で
、
敗
者
と
な
っ
た
と
き
に
は
モ
ラ
ル
・
コ
ス
ト
を
支
払
わ
な

い
（
相
手
に
統
治
便
益
を
享
受
さ
せ
な
い
）
と
い
う
、
政
治
的
決
定
へ
の

敬
譲
の
拒
否
は
、「
道
徳
的
た
だ
乗
り
」
に
あ
た
る
。
こ
れ
は
、
フ
リ
ー
・

ラ
イ
ド
一
般
と
同
様
に
、
正
義
概
念
に
反
す
る
（
視
点
反
転
可
能
性
も
位

置
反
転
可
能
性
も
満
た
さ
な
い
）
た
め
排
除
さ
れ
る（

47
）。

以
上
の
よ
う
に
説

明
す
る
こ
と
で
、
井
上
の
統
治
的
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
は
、
従
来
の
フ
ェ

ア
・
プ
レ
イ
論
に
対
す
る
批
判
へ
の
応
答
を
試
み
る（

48
）。

　

そ
し
て
最
後
に
考
え
る
べ
き
は
、
以
上
の
責
務
を
成
立
さ
せ
る
制
度
構

想
で
あ
る
。
い
か
な
る
制
度
で
あ
れ
ば
、
正
当
性
を
主
張
す
る
正
義
の
諸

構
想
に
正
統
性
を
付
与
す
る
条
件
を
保
障
す
る
の
か
。
こ
れ
に
対
す
る
井

上
の
結
論
が
、
批
判
的
民
主
主
義
の
構
想
で
あ
る
。
従
来
の
政
治
学
に
お

道
徳
的
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
が
、
井
上
の
法
概
念
論
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

こ
の
「
正
義
へ
の
企
て
と
し
て
の
法
」
を
前
提
に
、
ソ
ー
パ
ー
の
敬
譲
論

を
参
照
し
つ
つ
こ
れ
を
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
で
再
構
築
し
た
、
井
上
に
よ

る
政
治
的
責
務
論
を
概
観
し
て
い
く
。

　

な
ぜ
政
府
の
決
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
の
問
い
に
答

え
る
た
め
に
ま
ず
は
、
な
ぜ
無
政
府
状
態
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
か
、

と
い
う
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
の
た
め
井
上
は
は
じ
め
に
、

ア
ナ
ル
コ
・
キ
ャ
ピ
タ
リ
ズ
ム
と
共
同
体
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
否
定
し
、
国
家

の
必
要
性
を
論
じ
る（

43
）。

　

そ
の
上
で
次
に
問
わ
れ
る
の
が
、
い
か
な
る
理
由
で
、
当
該
政
府
の
決

定
へ
の
服
従
の
要
請
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
、
横

濱
は
敬
譲
論
、
瀧
川
は
自
然
的
義
務
論
か
ら
答
え
る
が
、
井
上
は
統
治
的

フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
と
い
う
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
の
派
生
型
か
ら
の
回
答

を
展
開
す
る
。

　

政
治
過
程
に
お
い
て
正
義
の
諸
構
想
が
競
合
す
る
状
況
を
前
提
に
、
井

上
は
、
統
治
的
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
に
お
い
て
は
、
統
治
便
益
と
モ
ラ
ル
・

コ
ス
ト
が
組
み
入
れ
ら
れ
、
前
者
を
享
受
し
て
い
る
た
め
に
後
者
の
コ
ス

ト
を
負
担
す
る
責
務
を
負
う
と
論
じ
る（

44
）。

統
治
便
益
と
は
、
政
治
的
意
思

決
定
シ
ス
テ
ム
の
存
在
そ
の
も
の
が
提
供
す
る
便
益
を
指
す
。す
な
わ
ち
、

正
義
の
諸
構
想
の
間
で
の
政
治
的
抗
争
を
集
合
的
決
定
に
よ
っ
て
裁
断

し
、
こ
の
集
合
的
決
定
を
勝
ち
得
た
勢
力
に
、
そ
の
政
策
要
求
を
反
対
勢

力
に
対
し
て
も
執
行
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
便
益
で
あ
る（

45
）。
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元
来
弱
く
愚
か
な
市
民
に
は
困
難
で
あ
り
、
市
民
が
こ
の
実
践
を
可
能
と

な
る
よ
う
成
熟
す
る
環
境
を
整
え
る
た
め
に
、
配
慮
さ
れ
る
べ
き
他
者
か

ら
の
追
及
に
晒
さ
れ
、
か
つ
こ
れ
に
対
す
る
応
答
が
担
保
さ
れ
る
な
く
て

は
な
ら
な
い（

51
）。

　

そ
こ
で
第
三
に
、
説
明
責
任
よ
り
も
強
い
、
答
責
性
が
市
民
に
要
請
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
自
ら
が
政
治
的
影
響
力
を
行
使
し
て
勝
ち
得
た
政
治
的

決
定
に
よ
り
不
利
に
扱
わ
れ
る
敗
者
、
モ
ラ
ル
・
コ
ス
ト
を
転
嫁
さ
れ
る

他
者
か
ら
の
批
判
的
審
問
へ
の
応
答
の
責
任
と
さ
れ
る
。
ま
た
同
時
に
、

当
該
決
定
の
負
の
帰
結
に
対
し
、
何
ら
か
の
責
め
、
な
い
し
制
裁
を
負
わ

さ
れ
、
非
難
を
受
け
る
可
能
性
の
受
容
で
も
あ
る（

52
）。

　

以
上
が
井
上
の
責
務
論
で
あ
る（

53
）。

正
義
概
念
を
基
底
と
す
る
井
上
の
統

治
的
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
の
下
、
政
治
の
情
況
に
お
け
る
政
治
参
加
能
力

を
持
つ
国
民
相
互
の
責
務
は
、
横
濱
の
責
務
論
か
ら
い
っ
そ
う
精
緻
化
さ

れ
る
。
従
来
の
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
に
対
す
る
批
判
は
、
正
義
概
念
（
理

念
）
の
下
で
統
治
便
益
と
い
う
メ
タ
の
段
階
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で

克
服
さ
れ
、
実
際
に
反
転
可
能
性
を
有
す
る
民
主
制
下
で
被
治
者
と
統
治

者
の
側
に
立
つ
国
民
間
で
の
敬
譲
の
責
務
が
導
か
れ
る
。
ま
た
、フ
ェ
ア
・

プ
レ
イ
の
ゲ
ー
ム
の
場
に
上
る
国
民
に
対
し
求
め
ら
れ
る
能
力
と
し
て
、

公
民
的
徳
性
・
寛
容
・
答
責
性
が
挙
げ
ら
れ
、
能
動
的
主
体
と
し
て
こ
れ

ら
能
力
を
獲
得
す
る
べ
く
陶
冶
す
る
責
務
が
そ
の
基
礎
と
し
て
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
能
力
を
完
全
に
有
す
る
者
だ
け
が
、
政
治
的
抗
争
に

関
し
て
能
動
的
主
体
と
し
て
参
加
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
井
上
の
論
じ

け
る
、
対
立
競
合
す
る
諸
利
益
の
調
整
の
場
と
し
て
民
主
主
義
を
把
握
す

る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
型
民
主
主
義
に
対
し
、
理
念
と
し
て
の
批
判
的
民
主
主

義
は
、
正
義
構
想
が
競
合
す
る
場
た
る
べ
き
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
こ

で
は
、
自
己
の
正
義
構
想
の
正
当
性
が
絶
え
ず
、
応
答
責
任
に
基
づ
き
、

批
判
さ
れ
議
論
さ
れ
つ
づ
け
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る（

49
）。

　

以
上
の
責
務
論
及
び
民
主
主
義
構
想
に
お
い
て
、
そ
れ
で
は
、
政
治
的

構
想
に
参
加
す
る
べ
き
国
民
に
は
、
何
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
井
上

は
以
下
の
３
点
を
あ
げ
る
。
統
治
の
責
任
主
体
に
求
め
ら
れ
る
も
の
の
第

一
が
、
従
来
公
民
的
徳
性
（civic virtue

）
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
、

統
治
過
程
に
参
与
す
る
負
担
・
犠
牲
を
厭
わ
ず
自
発
的
に
引
き
受
け
る
資

質
・
能
力
で
あ
る
。
道
徳
的
た
だ
乗
り
を
禁
じ
る
が
ゆ
え
に
、
統
治
過
程

に
参
与
す
る
最
低
限
の
負
担
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
、
公
正
の
責
務
と
し

て
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
徳
性
の
陶
治
も
同
時
に
求
め
ら

れ
る（

50
）。

　

し
か
し
、
公
民
的
徳
性
を
有
す
る
市
民
が
、
積
極
的
に
政
治
参
加
す
る

結
果
、
集
団
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
堕
し
、
自
集
団
と
は
異
質
な
価
値
観
を
有

す
る
他
者
を
抑
圧
・
教
化
す
る
独
善
を
お
こ
な
う
危
険
も
存
在
す
る
。
そ

こ
で
第
二
に
、
自
己
と
正
義
構
想
を
異
に
す
る
他
者
の
構
想
へ
の
、
公
正

な
配
慮
の
責
任
を
、
市
民
が
相
互
に
引
き
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

公
民
的
徳
性
が
、
反
公
共
的
な
政
治
的
能
動
性
に
堕
す
る
危
険
を
回
避
す

る
た
め
に
は
、
他
者
へ
の
配
慮
責
任
の
引
受
が
必
要
不
可
欠
で
、
ま
た
こ

の
意
味
で
の
責
任
の
遂
行
は
、
市
民
が
統
治
の
責
任
主
体
と
し
て
成
熟
す

る
た
め
の
必
須
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
、こ
の
他
者
配
慮
責
任
の
実
践
は
、
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地
位
や
積
極
的
地
位
に
あ
る
場
合
の
国
民
、
あ
る
い
は
関
係
的
平
等
論
に

お
け
る
議
論
の
関
心
の
対
象
で
も
あ
る
子
ど
も
や
意
思
表
示
が
困
難
な
者

等
）
の
位
置
付
け
が
不
鮮
明
と
な
る
。
こ
の
能
動
的
地
位
に
立
つ
場
合
と

立
た
な
い
場
合
は
、
大
部
分
に
お
い
て
重
な
る
が
、
必
ず
し
も
範
囲
が
一

致
は
し
な
い
。
こ
の
、
能
動
的
地
位
に
立
た
な
い
場
合
に
お
け
る
国
民
概

念
や
国
民
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
操
作
な
い
し
修
正
を
要
す

る
と
解
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
関
し
て
示
唆
に
富
む
の
が
、
次
節
で
紹
介
す
る
瀧
川
裕
英
の
、

国
家
と
個
人
の
関
係
に
つ
い
て
自
然
義
務
論
か
ら
責
務
を
考
え
る
立
場
で

あ
る
。

　
２
．
３　

瀧
川
裕
英
の
政
治
的
責
務
論

　

前
述
の
通
り
、
横
濱
・
井
上
責
務
論
と
瀧
川
責
務
論
は
、
考
察
対
象
と

す
る
関
係
を
や
や
異
に
す
る
。
前
者
が
能
動
的
主
体
と
し
て
の
国
民
と
い

う
正
義
構
想
を
異
に
す
る
者
ら
（
統
治
者
と
被
治
者
）
の
関
係
を
対
象
と

す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
国
家
と
個
人
の
関
係
を
対
象
と
す
る（

54
）。

　

瀧
川
は
、
政
治
的
責
務
の
基
底
に
自
然
義
務
を
据
え
る
。
そ
し
て
あ
る

べ
き
国
家
と
秩
序
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
地
球
共
和
国
、
領
域
的
分
業
お

よ
び
機
能
的
分
業
、
複
合
国
境
論
と
い
う
、
一
見
す
る
と
突
飛
だ
が
そ
の

実
精
緻
な
理
想
理
論
を
展
開
す
る
。
以
下
で
は
、
瀧
川
の
責
務
論
を
概
観

す
る
。

　

瀧
川
の
責
務
論
は
、
カ
ン
ト
を
ベ
ー
ス
に
し
た
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
の
自
然

義
務
論（

55
）か

ら
示
唆
を
得
な
が
ら
、
一
度
カ
ン
ト
に
立
ち
返
っ
て
一
層
こ
れ

る
と
こ
ろ
か
ら
読
み
取
れ
る
通
り
、
徳
性
や
各
自
の
正
義
構
想
は
、
異
質

な
他
者
と
の
対
話
を
通
じ
て
彫
琢
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る（
く
わ
え
て
、

井
上
法
哲
学
に
あ
っ
て
は
、
市
民
社
会
に
お
け
る
諸
自
由
が
主
張
さ
れ
る

場
に
あ
っ
て
も
、
自
由
に
対
す
る
正
義
の
基
底
性
か
ら
自
己
力
能
化
回
避

の
た
め
に
、
諸
個
人
に
はrugged

で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
市
民
社

会
で
も
そ
の
能
力
が
陶
冶
さ
れ
て
い
く
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

こ
で
い
う
諸
自
由
の
領
域
と
、
能
動
的
活
動
の
領
域
の
境
界
も
、
明
確
に

線
引
き
で
き
る
も
の
で
な
い
）。
だ
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
誰
が
こ
の
批

判
的
民
主
制
に
お
け
る
抗
争
の
ス
テ
ー
ジ
に
立
つ
の
か
は
、
能
力
の
陶
冶

だ
け
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
当
然
、
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
を

誰
に
す
る
か
は
統
治
的
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
に
先
行
す
る
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
能
動
的
側
面
か
ら
国
民
の
責
務
を
論
じ
る
に
際
し
て
井
上
の
統

治
的
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
を
採
用
す
る
に
せ
よ
、
デ
モ
ス
の
範
囲
確
定
、

な
い
し
民
主
制
の
領
域
確
定
の
議
論
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
横
濱
の
主
張

し
た
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
、
こ
こ
で
、
能
動
的

主
体
と
し
て
の
国
民
の
範
囲
画
定
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
上
み
て
き
た
責
務
論
に
あ
っ
て
は
、
議
論
さ
れ
て
い
る

の
は
国
政
に
つ
い
て
議
論
を
行
い
自
己
の
正
義
構
想
に
つ
い
て
一
定
の
主

張
を
行
う
、
能
動
的
主
体
と
し
て
の
国
民
で
あ
る
（
ま
た
、
お
そ
ら
く
東

京
都
管
理
職
選
考
試
験
判
決
で
最
高
裁
が
示
し
た
よ
う
な
、「
当
然
の
法

理
」
と
関
連
す
る
「
責
任
」
の
大
部
分
も
、
加
重
さ
れ
た
公
務
員
と
し
て

の
責
務
と
し
て
こ
の
側
面
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）。
そ
の
た
め
、

こ
の
能
動
的
地
位
に
立
た
な
い
場
合
の
国
民
（
憲
法
学
に
お
け
る
消
極
的
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的
状
態
が
実
現
さ
れ
た
と
言
え
る
の
か
。
現
在
わ
れ
わ
れ
が
想
定
す
る
、

一
国
内
に
お
い
て
憲
法
が
共
有
さ
れ
た
国
家
状
態
は
、瀧
川
責
務
論
で
は
、

半
自
然
状
態
と
さ
れ
る
。
確
定
的
な
法
的
状
態
と
は
、
人
類
全
体
に
法
的

状
態
が
実
現
さ
れ
た
状
態
で
あ
り
、
瀧
川
は
こ
の
状
態
を
地
球
共
和
国
と

呼
ぶ
。
カ
ン
ト
に
つ
い
て
瀧
川
が
解
釈
す
る
と
こ
ろ
、
国
家
は
法
的
状
態

の
一
種
で
あ
る
が
、
完
全
に
確
定
的
な
法
的
状
態
で
は
な
く
、
か
か
る
半

自
然
状
態
を
抜
け
出
す
義
務
を
負
い
、
地
球
共
和
国
へ
と
到
達
し
て
初
め

て
、
完
全
な
法
的
状
態
を
実
現
す
る
こ
と
と
な
る（

61
）。

　

以
上
の
瀧
川
の
理
解
に
よ
る
と
、
現
在
の
国
家
状
態
は
、
地
球
共
和
国

と
い
う
目
標
を
達
成
す
る
に
あ
た
っ
て
の
途
上
に
あ
る
が
、
国
境
と
国
籍

に
よ
り
分
断
さ
れ
た
当
該
暫
定
状
態
に
は
、
消
極
的
側
面
と
積
極
的
側
面

が
あ
る
。

　

消
極
的
側
面
か
ら
は
、
国
家
は
少
な
く
と
も
内
的
に
は
支
配
か
ら
の
自

由
を
実
現
し
た
、
暫
定
的
状
態
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
故
に
こ
の
状
態
に

あ
る
国
家
に
対
し
、
他
国
が
外
部
か
ら
、
地
球
共
和
国
に
移
行
す
る
よ
う

強
制
す
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
、
世
界
共
和
国
と
い
う

目
的
は
、
国
際
連
盟
の
よ
う
な
平
和
連
盟
の
漸
次
的
な
拡
張
に
よ
り
実
現

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い（

62
）。

加
え
て
、
寿
命
を
持
つ
死
す
べ
き
存
在
た
る

人
間
は
、
地
球
共
和
国
の
到
来
を
待
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
て
、

か
か
る
時
間
的
制
限
を
有
す
る
人
間
が
暫
定
的
に
望
み
う
る
の
は
、
不
完

全
な
法
的
状
態
た
る
国
家
で
あ
り
、
こ
れ
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ

の
よ
う
な
意
味
で
、
国
家
は
消
極
的
な
存
在
と
さ
れ
る
。
暫
定
的
法
的
状

態
で
あ
る
国
家
を
消
極
的
側
面
か
ら
正
当
化
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
、
人

を
精
緻
化
し
つ
つ
、
自
然
義
務
論
が
有
す
る
課
題
を
グ
ッ
デ
ィ
ン
の
割
当

責
任
で
解
決
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
瀧
川
の
主

張
す
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
く
。

　

カ
ン
ト
に
つ
い
て
瀧
川
が
解
釈
す
る
と
こ
ろ
、
自
然
状
態
に
お
い
て
人

間
は
戦
争
状
態
に
あ
る
（
た
だ
し
ホ
ッ
ブ
ズ
と
異
な
り
、
各
人
が
自
己
の

正
義
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
が
故
に
、
暴
力
の
可
能
性
が
カ
ン
ト
の
理
論

に
お
い
て
も
存
在
す
る
）（

56
）。

人
は
他
者
の
意
思
か
ら
独
立
し
て
、
自
由
で

あ
る
こ
と
へ
の
権
利
を
持
つ
（
共
和
主
義
の
自
由
）（

57
）。

そ
し
て
人
は
、
万

人
の
自
由
へ
の
権
利
を
尊
重
す
る
義
務
を
負
う（

58
）。

　

ま
た
、
人
間
は
地
球
と
い
う
球
体
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
お
り
、
根
源
的

に
１
つ
の
土
地
共
同
体
に
属
さ
ざ
る
を
得
な
い
（
根
源
的
土
地
共
同
体
）。

つ
ま
り
、
他
者
と
の
関
係
が
不
可
避
で
あ
る
が
故
に
、
自
然
状
態
で
は
戦

争
状
態
と
い
う
相
互
の
自
由
侵
害
の
危
険
性
が
存
在
す
る（

59
）。

　

ゆ
え
に
、
万
人
は
暴
力
を
脱
し
、
各
人
の
自
由
が
共
存
し
う
る
た
め
に

必
要
な
条
件
の
集
合
で
あ
る
法
が
実
現
さ
れ
た
、
法
的
状
態
を
実
現
す
る

義
務
を
負
う
。
法
的
状
態
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
で
、
各
人
は
権
利
を
保
障

さ
れ
つ
つ
共
生
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
法
的
状
態
実
現

義
務
は
、
い
ま
だ
に
法
的
状
態
が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
と
き
の
法
的
状
態

移
行
義
務
と
、
法
的
状
態
に
到
達
し
た
あ
と
の
法
的
状
態
維
持
義
務
に
細

分
化
さ
れ
る（

60
）。

　

こ
こ
で
は
、
誰
も
が
法
的
状
態
を
実
現
す
る
こ
と
が
自
然
義
務
と
し
て

要
請
さ
れ
る
た
め
、
自
然
状
態
を
脱
す
る
か
ど
う
か
の
選
択
の
自
由
は
存

在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
い
か
な
る
状
態
に
達
し
た
時
、
法
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築
の
た
め
に
、
統
治
担
当
者
に
対
し
て
情
報
公
開
や
説
明
責
任
を
求
め
る

べ
き
と
さ
れ
る
。

　

か
か
る
政
治
的
責
務
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
瀧
川
は
、
Ｂ
．

　

パ
レ
ク
を
引
き
な
が
ら
、
公
共
的
事
柄
に
能
動
的
な
関
心
を
持
ち
社
会

を
改
善
す
る
た
め
に
貢
献
す
る
責
務
（
公
共
的
事
柄
に
関
心
を
持
ち
参
加

す
る
責
務
、
政
府
の
活
動
を
批
判
的
に
監
視
す
る
責
務
、
社
会
の
不
正
に

反
対
し
て
声
を
上
げ
る
責
務
、
虐
げ
ら
れ
無
力
で
あ
る
人
々
を
擁
護
す
る

責
務
）
を
挙
げ
る
（
た
だ
し
、
法
的
状
態
実
現
に
は
様
々
な
手
法
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
暫
定
的
法
的
状
態
の
国
家
を
構
築
す
る
義
務
で
あ
る
政
治
的

責
務
に
は
、
多
様
な
責
務
が
含
ま
れ
る
と
も
さ
れ
る
）（

67
）。

　

国
民
概
念
を
責
任
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
本
稿
が
、
以
上
の
瀧
川
の
議

論
か
ら
と
り
わ
け
学
び
取
る
べ
き
は
、
割
当
責
任
論
に
よ
る
国
家
と
個
人

の
関
係
の
整
理
、
責
任
割
当
の
線
引
き
・
単
位
と
し
て
の
国
境
と
国
籍
と

い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
考
え
方
は
、
前
節
で
指
摘
し
た
、
井
上
・

横
濱
責
務
論
の
主
た
る
考
察
の
対
象
外
と
な
る
、
消
極
的
・
積
極
的
地
位

に
立
つ
国
民
に
つ
い
て
考
え
、
責
務
論
と
憲
法
学
を
架
橋
す
る
の
に
有
益

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
上
３
節
に
わ
た
り
概
観
し
て
き
た

法
哲
学
者
に
よ
る
責
務
論
を
、
次
節
で
本
稿
の
関
心
で
あ
る
移
民
の
地
位

を
め
ぐ
る
憲
法
上
の
国
民
概
念
と
、
国
籍
法
違
憲
判
決
に
引
き
付
け
て
整

理
す
る（

68
）。

２
．
４　

小
活

　

前
節
ま
で
み
て
き
た
、
法
・
政
治
哲
学
に
お
け
る
政
治
的
責
務
論
は
、

間
が
地
表
を
共
有
し
空
間
的
に
閉
ざ
さ
れ
、
か
つ
死
に
よ
っ
て
時
間
的
に

閉
ざ
さ
れ
て
お
り
、
地
球
共
和
国
を
実
現
す
る
過
程
に
あ
る
暫
定
的
法
的

状
態
を
維
持
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら（

63
）、

と
整
理
で
き
る
。

　

他
方
、瀧
川
の
理
論
に
お
け
る
積
極
的
側
面
と
し
て
国
家
は
、グ
ッ
デ
ィ

ン
の
割
当
責
任
論
に
基
づ
き
、
責
任
と
担
当
者
を
分
割
す
る
た
め
の
単
位

と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
一
般
的
義
務
と
し
て
の
法
的
状
態
実
現
義
務
は
、

国
家
そ
の
他
の
単
位
に
よ
っ
て
細
分
化
さ
れ
る
こ
と
で
特
別
義
務
と
化

し
、
最
も
効
率
的
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
全
員
が
負

う
普
遍
的
責
任
に
関
す
る
、
課
題
と
担
当
者
が
分
割
さ
れ
設
定
さ
れ
る
こ

と
で
、
効
果
的
に
普
遍
的
責
任
が
実
現
に
移
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る（

64
）。

　

こ
の
と
き
、
国
家
が
領
域
内
の
個
人
に
対
し
て
負
う
義
務
は
、
一
般
的

義
務
の
効
率
的
な
実
行
の
た
め
に
分
割
さ
れ
た
義
務
で
あ
る
。そ
こ
で
は
、

国
籍
や
国
境
は
、
国
家
の
個
人
に
対
す
る
責
任
の
人
的
・
領
域
的
境
界
確

定
の
た
め
に
分
割
方
法
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
国
民
と
は
、

法
的
状
態
実
現
義
務
を
当
該
領
域
内
で
負
う
者
と
し
て
、
瀧
川
の
理
論
に

お
い
て
は
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

65
）。

　

万
人
が
負
う
自
然
義
務
と
し
て
の
法
的
状
態
実
現
義
務
は
、
瀧
川
理
論

に
お
い
て
は
、
非
毀
損
義
務
（
法
的
状
態
を
毀
損
し
な
い
義
務
）、
遵
法

義
務
（
法
的
状
態
の
暫
定
的
具
体
化
で
あ
る
国
家
法
を
遵
守
す
る
義
務
）、

政
治
的
責
務
に
分
類
・
整
理
さ
れ
る（

66
）。

こ
こ
で
は
政
治
的
責
務
は
、
自
然

義
務
が
責
任
割
当
に
よ
っ
て
、
国
民
と
し
て
の
特
別
義
務
へ
と
転
化
し
、

特
定
の
国
家
に
対
し
て
負
う
と
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
割
り
当
て
ら

れ
た
統
治
責
任
者
で
あ
る
主
権
者
国
民
に
は
、
よ
り
良
い
法
的
状
態
の
構
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外
国
領
土
で
の
災
害
時
の
外
国
人
へ
の
人
道
支
援
な
ど
を
み
る
と
、
領
域

か
人
的
境
界
の
い
ず
れ
か
で
明
瞭
に
切
り
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
、
国
民
と
し
て
、
対
等
な
国
民
に
対
し
て

負
う
責
任
ま
で
含
め
て
考
え
る
と
、
国
家
の
責
任
割
当
に
つ
い
て
の
議
論

は
、
い
っ
そ
う
や
や
こ
し
く
な
る
。

　

以
上
の
錯
綜
し
た
責
任
論
は
、
ど
の
よ
う
に
整
理
し
理
解
す
れ
ば
い
い

だ
ろ
う
か
。
国
内
レ
ベ
ル
で
の
思
考
の
ヒ
ン
ト
は
、
大
屋
雄
裕
に
よ
る
次

の
整
理
に
あ
る
。
大
屋
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
国
家
は
「
自
国
の
領
域

に
存
在
し
て
い
る
個
人
に
対
し
て
は
、
彼
が
ど
こ
の
国
の
国
籍
を
持
っ
て

い
る
か
（
あ
る
い
は
無
国
籍
で
あ
る
の
か
）、
存
在
す
る
に
至
っ
た
経
緯

が
合
法
的
な
も
の
か
そ
う
で
な
い
か
と
い
っ
た
事
情
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の

国
の
政
府
が
一
定
の
保
護
を
行
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
典
型
的

に
は
生
命
や
財
産
を
不
当
に
侵
害
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
消
極
的
自

由
は
、
そ
の
対
象
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
と
は
無
縁
に
、
保
護
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
が
別
の
問
題
と
な
っ
て
い

る
と
最
近
指
摘
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
ば
日
本
の
場
合
に
は
国

内
の
在
留
期
間
が
三
カ
月
以
上
に
な
る
場
合
に
は
健
康
保
険
制
度
へ
の
加

入
義
務
が
生
じ
、被
保
険
者
全
員
の
医
療
経
済
に
対
し
て
一
定
の
責
任（
保

険
料
の
支
払
い
）
を
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
一
方
で
、
被
保
険
者
と
し

て
の
配
慮
（
保
険
給
付
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
参
政

権
の
よ
う
な
積
極
的
自
由
の
領
域
に
お
い
て
国
民
で
あ
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

、
あ
る
国

家
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
国
家
の
集
団
的
意
思
決
定
に
参
画
し

得
る
権
能
を
持
つ
こ
と
が
お
お
む
ね
一
致
す
る
関
係
に
あ
る
の
に
対
し
、

国
籍
を
権
利
の
束
と
み
る
の
み
な
ら
ず
、
責
任
の
所
在
と
捉
え
る
見
方
を

併
有
す
る
点
で
憲
法
学
と
異
な
る
。
責
務
論
に
あ
っ
て
は
、
国
家
に
と
っ

て
国
民
と
は
独
立
人
と
し
て
の
自
由
を
保
障
す
る
責
任
を
負
う
相
手
で
あ

る
。
ま
た
、
国
民
で
あ
る
こ
と
は
正
義
に
か
な
う
政
府
お
よ
び
国
民
相
互

に
対
し
て
、
良
き
統
治
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
地
位
に
立
つ
、
と
い
う
の

が
そ
こ
で
の
議
論
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
責
務
論
か
ら
憲
法
学
が
得
ら

れ
る
示
唆
を
、
憲
法
上
の
国
民
概
念
と
国
籍
の
関
係
と
、
在
特
制
度
の
捉

え
直
し
と
い
う
２
点
に
引
き
付
け
て
論
じ
る
。

　

ま
ず
は
国
家
の
責
任
に
焦
点
を
当
て
よ
う
。
国
家
の
責
任
範
囲
の
確
定

方
法
に
は
、
人
的
境
界
や
領
域
的
境
界
な
ど
が
あ
る
。
現
行
国
内
法
は
国

籍
と
い
う
人
的
境
界
を
主
た
る
責
任
範
囲
確
定
方
法
と
し
て
採
用
す
る
。

誰
に
国
籍
を
付
与
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
憲
法
10
条
は
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
委
ね
る
。
委
任
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
法
律
が
、国
籍
法
で
あ
る
。

国
籍
の
取
得
に
は
、
生
来
的
取
得
と
後
天
的
取
得
（
帰
化
）
が
あ
る
。
国

籍
法
は
、
生
来
的
国
籍
取
得
に
つ
い
て
血
統
主
義
を
採
用
し
、
わ
が
国
と

の
密
接
な
結
び
つ
き
を
有
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
（
そ
し
て
そ
の

範
囲
の
修
正
は
、
個
人
か
ら
の
帰
化
申
請
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
）（

69
）。

　

他
方
、
領
域
的
境
界
に
目
を
向
け
れ
ば
、
国
家
の
責
任
は
国
籍
保
有
者

だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
国
家
の
管
轄
領
域

内
に
存
在
す
る
者
に
対
し
て
も
、
一
定
程
度
の
責
任
を
国
家
は
負
う
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
現
実
に
お
こ
な
わ
れ
る
、
疾
病
・
テ
ロ
時
の
在
外
国

民
の
国
籍
国
政
府
に
よ
る
保
護
や
、
領
域
内
の
外
国
人
へ
の
権
利
保
障
、
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的
地
位
」
と
な
る（

71
）。

現
行
法
秩
序
下
の
国
民
国
家
に
は
、
第
一
次
的
に
、

血
統
主
義
を
ベ
ー
ス
と
す
る
国
籍
制
度
下
で
国
籍
を
取
得
し
た
国
民
に
対

し
て
、
そ
の
配
慮
の
責
任
が
、
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

か
か
る
国
家
領
域
内
に
は
、
第
一
次
的
に
は
「
受
動
的
地
位
」
を
有
す

る
国
民
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
国
家
の
配
慮
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
外

国
人
も
存
在
す
る（

72
）。

そ
し
て
国
民
の
な
か
に
は
、「
受
動
的
地
位
」
に
立

つ
場
合
の
国
民
と
、
能
動
的
地
位
に
立
つ
国
民
と
が
存
在
す
る
。
こ
の
両

者
は
大
部
分
で
重
な
る
が
一
致
し
な
い
。

　

以
上
の
国
家
の
責
任
対
象
と
な
る
「
受
動
的
地
位
」
に
対
応
す
る
も
の

と
し
て
、
当
該
国
と
の
密
接
な
関
連
性
を
持
つ
個
人
の
側
か
ら
、
そ
の
地

位
を
求
め
る
権
利
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
１
つ
の
あ
り
方
と
し

て
高
橋
和
之
は
、
国
籍
法
違
憲
判
決
を
論
じ
る
な
か
で
、
国
籍
を
求
め
る

憲
法
上
の
権
利
の
存
在
を
論
じ
た
。そ
の
論
理
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

国
籍
法
上
の
国
民
に
論
理
先
行
し
て
、
憲
法
上
想
定
さ
れ
る
国
民
と
い
う

も
の
が
あ
り
、国
籍
は
そ
の
範
囲
を
制
限
な
い
し
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
憲
法
の
下
位
法
に
あ
る
法
律
が
裁
量
で
、
こ
の
範
囲
を
自
由
に

決
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
主
権
国
家
は
領
土
・
国
民
・
権
力
と
い
う

３
つ
の
要
素
か
ら
な
り
、
領
土
と
国
民
と
い
う
２
つ
の
ど
ち
ら
か
の
要
素

で
関
連
づ
け
ら
れ
る
者
は
、
そ
の
国
に
帰
属
す
る
つ
ま
り
国
籍
を
持
つ
権

利
が
潜
在
的
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
出
発
点
は
血
統
で
も
出
生
地
で

も
ど
ち
ら
で
も
い
い
の
だ
が
、
重
国
籍
回
避
な
ど
の
見
地
か
ら
、
法
律
お

よ
び
政
策
に
よ
っ
て
国
籍
を
取
得
す
る
範
囲
を
制
限
し
て
い
る
。
後
は
、

ど
こ
ま
で
そ
の
制
限
が
正
当
化
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
と
な
る
（
高
橋
に

配
慮
の
範
囲
と
し
て
の
国
民

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
受
動
的
側
面
に
お
い
て
は
そ
の
関
係

が
当
初
か
ら
ズ
レ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
（
下
線
筆
者
、
傍
点

原
文
。
以
下
同
様
）」
と
表
現
で
き
る
。
ま
た
「
こ
れ
は
一
面
で
、
国
籍

な
い
し
市
民
権
と
い
う
能
動
的
側
面

4

4

4

4

4

と
国
家
に
よ
る
配
慮
と
い
う
受
動
的

4

4

4

側
面

4

4

が
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
最
も
中
核
的
な
人

権
と
考
え
ら
れ
る
生
命
権
・
財
産
権
な
ど
第
一
世
代
の
人
権
と
し
ば
し
ば

呼
ば
れ
る
も
の
の
本
体
が
各
主
体
に
属
す
る
権
利

4

4

で
は
な
く
国
家
の
側
の

義
務

4

4

な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
言
え
ば
お
よ
そ
人
権
一
般

が
権
利
と
し
て
の
属
性
を
欠
く
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
に
つ
な

が
る
」（

70
）。

　

権
利
語
法
に
関
す
る
根
元
的
な
懐
疑
は
さ
て
措
き
、
こ
こ
で
は
大
屋
を

参
考
に
、
血
統
主
義
を
採
用
す
る
領
域
内
で
の
国
家
の
責
任
対
象
を
次
の

よ
う
に
整
理
す
る
。
大
屋
が
国
家
に
よ
る
「
配
慮
と
い
う
受
動
的
側
面
」

と
表
現
し
た
内
容
は
、
憲
法
学
で
語
ら
れ
て
き
た
消
極
的
地
位
・
積
極
的

地
位
・
能
動
的
地
位
・
受
動
的
地
位
の
分
類
に
お
け
る
、
前
二
者
に
当
た

る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
国
家
の
配
慮
の
責
任
が
あ
る
（
以
下
、
大
屋
の

言
う
配
慮
の
責
任
の
対
象
と
し
て
の
地
位
を
、
カ
ッ
コ
付
き
で
「
受
動
的

地
位
」
と
す
る
）。
ま
た
従
前
、
長
谷
部
恭
男
は
「
国
家
に
よ
る
自
由
」

と
し
て
、
表
現
の
自
由
な
ど
の
国
家
か
ら
の
自
由
に
付
随
す
る
国
家
に
よ

る
自
由
と
、
国
家
が
防
御
線
を
設
営
す
る
こ
と
で
保
護
さ
れ
る
自
由
と
、

国
家
に
よ
る
公
共
財
の
提
供
・
確
保
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
自
由
が
あ
る
と

し
た
。
こ
れ
ら
国
家
に
よ
り
得
ら
れ
る
自
由
に
加
え
て
、
社
会
保
障
な
ど

の
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
地
位
を
合
わ
せ
た
も
の
が
、
上
述
の
「
受
動
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な
地
位
を
与
え
ら
れ
た
国
籍
法
の
求
め
る
わ
が
国
と
の
密
接
関
連
性
が
当

該
者
に
存
在
す
る
か
否
か
を
、
在
特
を
め
ぐ
る
裁
判
で
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
で
詳
細
化
さ
れ
た
積
極
・
消
極
要
素
を
通
じ
て
、
個
別
に
勘
案
さ
れ
て

い
る
と
表
現
で
き
る
。

　

外
国
人
の
在
留
を
め
ぐ
る
憲
法
論
に
お
い
て
、
外
国
人
の
在
留
ま
た
は

居
住
の
権
利
の
保
障
の
有
無
が
よ
く
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
合
わ
せ
て
、
居
住
・
在
留
の
権
利
が
精
神
的
・
身
体
的
・
経
済
的
自

由
の
基
礎
と
な
る
こ
と
が
引
か
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
か
か
る
権
利
は
、

国
籍
に
準
じ
る
重
大
な
利
益
で
あ
る
、
だ
か
ら
こ
そ
人
権
と
し
て
保
障
す

る
べ
き
だ
、
と
主
張
さ
れ
る
。
在
留
ま
た
は
居
住
の
権
利
の
主
張
を
、
以

上
の
国
家
の
責
任
論
か
ら
捉
え
な
お
す
と
、
わ
が
国
に
長
期
に
わ
た
っ
て

滞
在
し
て
、
関
係
依
存
的
な
財
を
構
築
し
た
個
人
に
と
っ
て
は
、
地
位
・

権
利
・
責
任
の
い
ず
れ
の
側
面
に
お
い
て
も
、
国
家
の
責
任
対
象
と
な
る

「
受
動
的
地
位
」
を
求
め
る
主
張
と
い
え
る（

78
）。

　

敷
衍
す
る
と
責
務
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
る
場
合
、
自
己
の
滞
在
の
継

続
を
真
摯
に
主
張
す
る
非
正
規
滞
在
者
の
念
頭
に
あ
る
自
由
は
、
国
籍
と

い
う
形
式
を
備
え
た
憲
法
上
の
国
民
の
持
つ
「
受
動
的
地
位
」
に
伴
う
自

由
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る（

79
）。

長
期
滞
在
の
非
正
規
滞
在
者
が
主
張
す
る

「
居
住
権
な
る
人
権
」
が
国
籍
に
近
い
の
で
は
な
い
。
裁
判
に
お
い
て
は
、

入
管
法
上
の
制
度
で
争
う
形
式
上
、
権
利
の
側
面
か
ら
は
居
住
権
や
在
留

権
、
家
族
の
結
合
と
い
っ
た
個
別
の
権
利
と
し
て
主
張
さ
れ
、
争
わ
れ
る
。

だ
が
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
主
張
し
、
考
慮
事
項
の

重
み
付
け
を
自
己
に
有
利
に
な
し
て
も
ら
う
必
要
か
ら
そ
の
形
式
を
取
っ

よ
る
「
権
利
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」）（

73
）。

　

本
稿
が
前
節
ま
で
論
じ
て
き
た
割
当
責
任
論
や
関
係
的
平
等
論
は
、
政

治
哲
学
の
手
法
を
用
い
て
道
徳
的
に
許
容
可
能
な
、「
責
務
」（obligation

）

の
範
囲
を
確
定
す
る
試
み
と
も
い
え
る（

74
）。

そ
し
て
国
民
国
家
を
前
提
と
し

た
と
き
、
国
家
の
責
任
と
い
う
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
権
利
論
の

ア
プ
ロ
ー
チ
が
想
定
す
る
憲
法
上
の
国
民
概
念
の
範
囲
、
お
よ
び
制
限
の

正
当
化
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、
裏
か
ら
支
え
る
理
論
と
な
る
の
で
は
な
い

の
だ
ろ
う
か
（
も
ち
ろ
ん
、
国
家
の
責
任
と
個
人
の
権
利
は
、
ぴ
っ
た
り

と
対
応
す
る
も
の
と
は
限
ら
な
い（

75
）。

ま
た
国
籍
の
配
分
は
各
国
に
お
け
る

伝
統
や
歴
史
な
ど
も
参
考
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
表

裏
一
体
に
対
応
す
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
）。

　

さ
ら
に
、
以
上
の
国
家
の
責
任
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
国

家
の
主
権
領
域
内
に
留
め
置
か
れ
る
か
、
放
逐
さ
れ
る
か
を
争
う
退
去
強

制
の
事
案
は
、
こ
の
国
民
と
し
て
の
あ
る
い
は
外
国
人
と
し
て
の
「
受
動

的
地
位
」
を
め
ぐ
る
争
訟
で
あ
る
、
と
表
現
し
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。

国
籍
と
深
い
関
係
を
持
つ
、
退
去
強
制
・
在
留
特
別
許
可
の
制
度
は
、
個

人
が
国
家
に
対
し
て
、
自
己
が
そ
の
自
由
の
保
障
に
つ
い
て
保
障
を
受
け

る
暫
定
的
地
位
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
求
め
る
制
度
、
と
捉
え
直
す

こ
と
が
で
き
る（

76
）。

そ
し
て
、
ア
ミ
ネ
・
カ
リ
ル
事
件（

77

の
原
告
子
ら
の
よ
う

に
、
わ
が
国
で
出
生
・
生
育
し
て
わ
が
国
に
埋
め
込
ま
れ
、
国
籍
国
に
関

係
財
を
有
し
な
い
個
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
請
求
す
る
内
容
は
「
受
動
的

地
位
」
そ
の
も
の
を
求
め
る
の
と
大
差
が
な
い
。
法
律
の
な
か
で
も
特
別
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難
題
は
残
る（

82
）。

　
む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
本
稿
は
、
判
例
と
政
治
的
責
務
論
を
ベ
ー
ス
に
、
憲
法
上
の
国
民

概
念
に
つ
い
て
、
国
民
と
国
家
の
責
任
と
い
う
側
面
か
ら
考
察
し
、
そ
の

議
論
の
深
化
を
試
み
た
。
内
容
を
概
括
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

入
管
法
上
の
在
特
に
関
す
る
裁
判
に
お
い
て
、
非
正
規
滞
在
者
の
長
期

に
わ
た
る
滞
在
を
積
極
的
に
評
価
す
る
か
、
消
極
的
に
評
価
す
る
か
が
曖

昧
と
い
う
問
題
は
、
判
断
過
程
審
査
と
い
う
手
法
に
内
在
す
る
欠
点
に
起

因
す
る
。
判
断
過
程
審
査
の
当
該
欠
点
へ
の
対
応
と
し
て
、
裁
判
官
の
価

値
判
断
を
憲
法
上
の
原
理
や
権
利
の
統
制
の
下
に
置
く
べ
き
こ
と
が
、
一

般
に
提
唱
さ
れ
る
。
こ
れ
を
上
記
の
問
題
に
対
応
さ
せ
る
た
め
に
、
外
国

人
の
在
留
に
関
す
る
憲
法
上
の
議
論
に
つ
い
て
勘
案
し
た
と
こ
ろ
、
憲
法

上
の
国
民
概
念
に
つ
い
て
権
利
の
側
面
に
偏
重
し
お
り
、
国
家
と
国
民
の

責
任
と
い
う
側
面
か
ら
の
考
察
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
た
。

　

そ
こ
で
、
国
民
と
国
家
の
責
任
を
論
題
と
す
る
政
治
的
責
務
論
に
関
す

る
、
わ
が
国
の
主
要
な
法
哲
学
者
た
ち
の
現
在
の
到
達
点
を
概
観
し
た
。

な
か
で
も
本
稿
は
、
普
遍
的
義
務
と
し
て
の
割
当
責
任
論
と
、
敬
譲
論
を

フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
と
正
義
概
念
に
よ
っ
て
洗
練
し
再
構
築
し
た
統
治
的

フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
に
よ
る
責
務
の
正
当
化
を
概
観
し
た
。
ま
た
、
以
上

の
責
務
論
の
対
照
に
よ
っ
て
、
血
統
主
義
に
よ
る
国
籍
を
基
本
単
位
と
す

る
領
土
内
の
個
人
に
対
す
る
国
民
国
家
の
責
任
割
当
に
お
い
て
は
、
配
慮

対
象
た
る
外
国
人
、「
受
動
的
地
位
」
に
立
つ
国
民
、
能
動
的
地
位
に
立

て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
実
際
に
争
わ
れ
て
い
る
諸
自
由
は
、
い
ず
れ
か
一

つ
の
権
利
の
名
だ
け
で
認
識
・
表
現
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
個
別
の
権
利
に
解
消
し
て
、
把
握
す
る
方
法
は
正

確
で
は
な
く
、
地
位
の
把
握
こ
そ
正
当
で
あ
る
。

　

血
統
に
よ
る
わ
が
国
と
の
関
連
性
の
密
接
さ
の
推
定
は
、
１
つ
の
方
法

に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
が
過
少
・
過
剰
包
摂
な
く
関
連
性
を
推
定
す
る
も
の
で

な
い
こ
と
の
説
明
に
は
、
多
言
を
要
し
な
い（

80
）。

　

ゆ
え
に
責
任
と
地
位
と
い
う
面
か
ら
見
る
の
な
ら
、
在
留
特
別
許
可
制

度
は
、国
家
が
責
任
を
負
う
わ
が
国
と
の
密
接
な
関
係
に
立
つ
対
象
者
を
、

血
統
主
義
に
よ
っ
て
確
定
す
る
現
行
法
制
下
に
お
い
て
、
責
任
の
引
受
漏

れ
や
不
備
、
想
定
外
が
生
じ
た
場
合
の
受
け
皿
と
し
て
、
裏
か
ら
国
籍
に

基
づ
く
責
任
制
度
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
、
と
表
現
し
な
お
す
こ
と

が
で
き
る（

81
）。

そ
し
て
在
特
を
争
う
訴
訟
に
お
い
て
は
、
定
着
性
や
血
縁
関

係
と
い
う
考
慮
要
素
に
対
す
る
評
価
は
、
以
上
の
国
家
の
責
任
と
、
他
国

に
お
い
て
尊
厳
あ
る
ま
っ
と
う
な
生
を
送
る
こ
と
が
困
難
な
個
人
の
地
位

の
問
題
を
参
酌
し
た
重
み
付
け
の
上
で
、衡
量
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
、
責
任
を
ベ
ー
ス
に
論
じ
て
き
た
が
、
国
家
の
責
任
が
存
在
す
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
地
位
要
求
の
権
利

が
存
在
す
る
と
い
え
る
か
は
不
確
定
で
あ
っ
て
、
さ
ら
な
る
考
察
を
必
要

と
す
る
。
く
わ
え
て
、
在
特
を
責
任
引
受
の
補
充
シ
ス
テ
ム
と
解
し
て
、

ま
た
国
籍
請
求
権
類
似
の
地
位
を
求
め
る
構
成
の
何
ら
か
の
権
利
を
主
張

し
て
、
国
籍
法
違
憲
判
決
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
り
居
住
・
在
留
権
の
権

利
性
質
説
上
の
ハ
ー
ド
ル
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
も
、
な
お
訴
訟
上
の
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よ
る
非
正
規
滞
在
者
の
正
規
化
・
試
論
」
一
橋
法
学
９
巻
３
号
59
頁
。
長

期
の
不
正
規
滞
在
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
評
価
す
る
か
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
評
価

す
る
か
は
、
原
告
・
被
告
が
裁
判
上
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
立
場
を
正
当
化
す

る
際
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
評
価
が
地
裁
と
高
裁
で

分
か
れ
た
事
例
も
複
数
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
定
前
の

事
案
と
し
て
は
、
ア
ミ
ネ
・
カ
リ
ル
事
件
（
東
京
地
判
平
成
15
年
９
月
19

日
判
時
１
８
３
６
号
46
頁
、
東
京
高
判
平
成
16
年
３
月
30
日
訴
月
51
巻
２

号
５
１
１
頁
）
を
参
照
。
ま
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
訂
後
の
事
案
と
し
て
は
、

大
阪
地
判
平
成
24
年
12
月
29
日
判
例
集
未
登
載
、
大
阪
高
判
平
成
25
年
12

月
20
日
判
時
２
２
３
８
号
３
頁
も
参
照
。
現
行
の
入
管
法
制
に
つ
い
て
は

以
下
の
通
り
。
入
管
法
50
条
１
項
は
、
退
去
強
制
該
当
者
に
対
し
、
次
の

４
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
特
別
に
在
留
を
許
可
で
き
る

と
規
定
す
る
。
そ
の
要
件
と
は
、
永
住
許
可
を
受
け
て
い
る
と
き
、
か
つ

て
日
本
国
民
と
し
て
本
邦
に
本
籍
を
有
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
、
人
身
取

引
等
に
よ
り
他
人
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
本
邦
に
在
留
す
る
も
の
で
あ
る

と
き
、
そ
の
た
法
務
大
臣
が
特
別
に
在
留
を
許
可
す
べ
き
事
情
が
あ
る
と

認
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
務
大
臣
に
よ
る
在
特

の
裁
量
行
使
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
要
素
を
例
示
す
る
も
の
と
し
て
、「
在
留

特
別
許
可
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
21
年
７
月
改
訂
）
が
あ
る
。
同

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
外
国
人
が
在
留
を
希
望
す
る
理
由
、
家
族
状
況
、

素
行
、
内
外
情
勢
、
人
道
的
配
慮
の
必
要
性
、
わ
が
国
に
お
け
る
不
法
滞

在
社
に
与
え
る
影
響
等
の
諸
般
の
事
情
を
考
慮
す
る
際
の
積
極
要
素
と
消

極
要
素
と
し
て
、
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
積
極
要
素
と
し
て
、
①
当

該
外
国
人
が
日
本
人
の
子
ま
た
は
特
別
永
住
者
の
子
で
あ
る
こ
と
、
②
当

該
外
国
人
が
日
本
人
ま
た
は
特
別
永
住
者
と
の
間
に
出
生
し
た
実
施
を
扶

つ
国
民
の
分
別
が
可
能
か
つ
有
用
で
あ
る
こ
と
も
示
唆
し
た
。
そ
し
て
こ

の
責
務
論
は
、
在
特
を
め
ぐ
る
従
来
の
憲
法
・
行
政
法
上
の
議
論
を
深
化

さ
せ
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
示
唆
し
た
。
ま
た
、
能
動

的
・「
受
動
的
」
地
位
に
立
つ
国
民
の
範
囲
の
確
定
に
つ
い
て
は
、
関
係

的
平
等
論
お
よ
び
デ
モ
ス
の
範
囲
確
定
論
が
有
望
で
あ
る
こ
と
も
、
法
哲

学
・
政
治
哲
学
の
知
見
か
ら
学
び
と
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

な
お
、
上
述
の
関
係
的
平
等
論
や
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
シ
テ
ィ
ズ
ン

シ
ッ
プ
に
関
す
る
知
見
に
く
わ
え
、
納
税
・
就
労
と
い
っ
た
ホ
ス
ト
国
へ

の
奉
仕
の
評
価（

83
）、

国
民
の
自
律
を
侵
害
す
る
入
管
法
違
反
行
為
の
評
価
に

関
す
る
検
討
そ
の
他
に
つ
い
て
、
現
状
筆
者
の
研
究
は
不
足
し
て
い
る
。

小
括
部
分
で
は
、
国
民
と
非
正
規
滞
在
者
に
つ
い
て
対
比
を
し
た
が
、
永

住
市
民
や
定
住
外
国
人
な
ど
と
の
対
比
も
要
す
る
。
ま
た
本
稿
の
方
法
論

へ
の
批
判
や
、
筆
者
の
誤
認
も
あ
る
と
思
う
。
以
降
の
課
題
と
し
た
い
。

（
１
） 　

門
田
孝
「
退
去
強
制
か
ら
保
障
さ
れ
る
べ
き
人
権
」
法
律
時
報
84
巻
５

号
53
頁
は
、
カ
ル
デ
ロ
ン
事
件
を
念
頭
に
、「「
日
本
へ
の
長
期
間
の
在
留
・

定
着
」
や
「
初
等
・
中
等
教
育
を
受
け
て
い
る
実
子
と
の
同
居
・
監
護
・

養
育
」
と
い
っ
た
事
由
自
体
は
、
在
留
特
別
許
可
に
向
け
て
積
極
的
に
も

消
極
的
に
も
解
し
得
る
曖
昧
さ
を
含
ん
で
い
る
」
と
論
じ
る
。
当
該
論
点

に
つ
い
て
、
同
旨
、
後
藤
光
男
『
永
住
市
民
の
人
権
』（
成
文
堂
、

２
０
１
６
年
）
２
４
１
―
２
６
８
頁
、
高
佐
智
美
「
取
得
事
項
の
理
論
に
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し
て
考
慮
す
べ
き
事
情
を
上
回
る
場
合
に
、
許
可
の
方
向
で
検
討
す
る
と

し
て
い
る
（http://w

w
w

.m
oj.go.jp/content/000007321.pdf　

２
０
２
０

年
３
月
20
日
最
終
確
認
）。

（
２
） 　

一
例
と
し
て
、
元
入
管
局
長
が
著
し
た
畠
山
学
『
出
入
国
管
理
制
度
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
日
本
加
除
出
版
、
２
０
１
７
年
）
で
は
「
自
由
裁
量
」
の

語
が
全
編
に
わ
た
り
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
概
説
書
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る

手
塚
和
彰
『
外
国
人
と
法
』（
有
斐
閣
、
２
０
０
５
年
）
１
０
１
頁
も
在
留

特
別
許
可
の
説
明
に
際
し
て
、「
自
由
裁
量
」
の
語
を
用
い
る
。

（
３
） 　

裁
量
基
準
と
そ
の
規
律
性
に
つ
い
て
は
、
山
下
竜
一
「
裁
量
基
準
の
裁

量
性
と
裁
量
規
律
性
」
法
律
時
報
85
巻
２
号
22
頁
、
亘
理
格
「
在
留
特
別

許
可
の
裁
量
性
と
「
在
留
特
別
許
可
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
自
己
拘

束
性
」
行
政
判
例
研
究
93
巻
９
号
（
２
０
１
７
年
）
１
３
３
頁
を
参
照
。

（
４
） 　

比
例
原
則
と
過
程
審
査
の
近
接
は
、
川
神
裕
「
裁
量
処
分
と
司
法
審
査
」

判
例
時
報
１
９
３
２
号
15
頁
や
、原
島
良
成
・
筑
紫
圭
一『
行
政
裁
量
論
』（
放

送
大
学
教
育
振
興
会
、
２
０
１
１
年
）
１
２
５
頁
、
榊
原
秀
訓
「
社
会
観

念
審
査
の
審
査
密
度
の
向
上
」
法
律
時
報
85
巻
２
号
４
頁
や
橋
本
博
之
『
行

政
判
例
と
仕
組
み
解
釈
』（
弘
文
堂
、
２
０
０
９
年
）
１
５
１
―
１
５
５
頁

な
ど
諸
種
の
研
究
に
よ
り
広
く
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
以
上
の
統
制
理
論

の
発
展
史
に
つ
い
て
は
、
宮
田
三
郎
『
行
政
裁
量
と
そ
の
統
制
密
度
﹇
増

補
版
﹈』（
信
山
社
、２
０
１
２
年
）、高
橋
正
人
『
行
政
裁
量
と
司
法
審
査
論
』

（
晃
洋
書
房
、
２
０
１
９
年
）
も
参
照
し
た
。

（
５
） 　

榊
原
・
前
掲
（４）
９
頁
、
村
上
裕
章
「
判
断
過
程
審
査
の
現
状
と
課
題
」

法
律
時
報
85
巻
２
号
16
頁
、
橋
本
・
前
掲
（４）
１
５
１
頁
な
ど
を
参
照
。

（
６
） 　

行
訴
法
上
の
テ
ク
ニ
カ
ル
な
問
題
と
し
て
、
法
務
大
臣
の
裁
決
が
処
分

性
な
い
し
裁
決
性
を
有
す
る
か
（
有
す
る
と
し
た
ら
ど
ち
ら
か
）、
収
容
令

養
し
て
い
る
場
合
で
、
子
が
親
の
監
護
・
養
育
の
下
に
あ
る
こ
と
、
③
当

該
外
国
人
が
、
日
本
人
ま
た
は
特
別
永
住
者
と
の
婚
姻
の
実
態
を
有
す
る

関
係
に
あ
る
こ
と
、
④
当
該
外
国
人
が
、
本
邦
の
初
等
・
中
等
教
育
移
管

に
在
学
し
、
実
態
と
し
て
監
護
・
養
育
の
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
⑤

当
該
外
国
人
が
、
難
病
等
に
よ
り
本
法
で
の
治
療
を
必
要
と
し
て
い
る
こ

と
、
ま
た
は
こ
の
よ
う
な
治
療
を
要
す
る
親
族
を
看
護
す
る
こ
と
が
必
要

と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
、
⑥
自
主
出
頭
、
⑦
当
該
外
国
人
が
、
入

管
法
別
表
第
二
に
掲
げ
る
在
留
資
格
で
在
留
し
て
い
る
者
と
婚
姻
が
法
的

に
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
か
つ
上
述
③
で
具
体
化
さ
れ
た
婚
姻
の

実
態
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
⑧
当
該
外
国
人
が
、
入
管
法
別
表
第
二
に
掲

げ
る
在
留
資
格
で
在
留
し
て
い
る
実
子
を
扶
養
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、

上
述
②
で
具
体
化
さ
れ
た
監
護
・
養
育
の
実
態
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
⑨

当
該
外
国
人
が
、
入
管
法
別
表
第
二
に
掲
げ
る
在
留
資
格
で
在
留
し
て
い

る
者
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
未
成
年
・
未
婚
の
実
子
で
あ
る
こ
と
、
⑩
当

該
外
国
人
が
、
本
法
で
の
滞
在
期
間
が
長
期
間
に
お
よ
び
、
本
法
へ
の
定

着
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、（
そ
の
他
人
道
的
配
慮
を
必
要
と
す
る
な
ど
特

別
な
事
情
が
あ
る
こ
と
）
を
挙
げ
る
。
消
極
要
素
と
し
て
は
、
①
重
大
犯

罪
等
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
、
②
入
管
行
政
の
根
幹

に
か
か
わ
る
違
反
ま
た
は
反
社
会
性
の
高
い
違
反
を
し
て
い
る
こ
と
、
③

船
舶
に
よ
る
密
航
、
も
し
く
は
偽
造
旅
券
等
ま
た
は
在
留
資
格
を
偽
装
し

て
不
正
に
入
国
し
た
こ
と
、
④
過
去
に
退
去
強
制
手
続
を
受
け
た
こ
と
が

あ
る
こ
と
、
⑤
そ
の
他
の
刑
罰
法
令
違
反
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
素
行
不

良
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
⑥
そ
の
他
在
留
状
況
に
問
題
が
あ
る
こ
と
、
が

挙
げ
ら
れ
る
。
以
上
の
要
素
に
つ
い
て
、
法
務
大
臣
は
事
案
ご
と
に
個
別

に
評
価
・
勘
案
し
、
積
極
要
素
と
し
て
考
慮
す
べ
き
事
項
が
消
極
要
素
と
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Princeton, 2008

を
参
照
。
ま
た
同
法
理
に
関
す
る
国
内
の
先
行
研
究
と
し

て
、
新
井
信
之
『
外
国
人
の
退
去
強
制
と
合
衆
国
憲
法
』（
有
信
堂
、

２
０
０
８
年
）、
坂
東
雄
介
「
国
籍
の
役
割
と
国
民
の
範
囲
（１） 

（２） 

（３）
」
北
大

法
学
62
巻
２
号
１
７
４
頁
、
62
巻
４
号
２
６
８
頁
、
63
巻
２
号
２
５
６
頁

が
詳
し
い
。
ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
退
去
強
制
法
制
史
に
関
す
る
先
行

研
究
と
し
て
、
中
村
義
幸
「
退
去
強
制
法
研
究
序
説
（１）
―
（４）
」
拓
殖
大
学

論
集
１
３
７
号
75
頁
、
１
４
０
号
37
頁
、
１
４
２
号
23
頁
、
１
４
８
号
31

頁
も
参
照
。

（
９
） 　

亘
理
・
前
掲
（３）
１
３
５
―
１
３
６
頁
。
同
研
究
で
も
、
入
管
行
政
に
お

け
る
裁
量
統
制
の
場
面
で
の
、
裁
判
所
に
よ
る
マ
ク
リ
ー
ン
型
審
査
枠
組

み
と
小
田
急
型
審
査
枠
組
み
の
未
分
別
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
同
様

に
、
在
留
特
別
許
可
に
お
け
る
裁
量
の
司
法
統
制
の
未
整
理
を
指
摘
す
る

も
の
と
し
て
、
橋
本
・
前
掲
（４）
１
４
５
頁
も
参
照
。

（
10
） 　

最
判
平
成
17
年
１
月
26
日
民
集
59
巻
１
号
１
２
８
頁
。

（
11
） 　

大
阪
高
裁
昭
和
59
年
12
月
19
日
判
決
判
タ
５
４
４
号
95
頁
。

（
12
） 　

宮
沢
俊
義
『
憲
法
Ⅱ
﹇
新
装
版
﹈』（
有
斐
閣
、１
９
７
４
年
）
２
４
１
頁
。

（
13
） 　

権
利
の
性
質
等
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
坂
東
雄
介
「
国
籍
の
役

割
と
国
民
の
範
囲
（
７
・
完
）
北
大
法
学
65
巻
６
号
１
３
９
頁
、
同
「
外

国
人
に
対
す
る
在
留
特
別
許
可
に
お
け
る
親
子
関
係
を
維
持
・
形
成
す
る

利
益
――
近
年
の
３
判
決
を
素
材
と
し
て
」
札
幌
学
院
法
学
29
巻
１
号

（
２
０
１
２
年
）
93
頁
、
近
藤
敦
「
在
留
特
別
許
可
の
展
望
と
課
題
――
性

質
説
か
ら
立
憲
性
質
説
へ
――
」
法
政
研
究
１
号
２
７
１
頁
、柳
井
健
一
「
外

国
人
の
人
権
論
――
権
利
性
質
説
の
再
検
討
」
愛
敬
浩
二
編
『
講
座　

人
権

論
の
再
定
位
２　

人
権
の
主
体
』（
法
律
文
化
社
、２
０
１
０
年
）１
５
８
頁
、

萩
野
芳
夫
『
国
籍
・
出
入
国
と
憲
法
――
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
比
較
――
』（
勁

書
・
退
去
強
制
令
書
発
給
処
分
と
い
う
各
段
階
の
い
ず
れ
に
お
い
て
争
わ

せ
る
べ
き
か
、
退
去
強
制
令
書
発
給
処
分
は
直
接
強
制
か
即
時
強
制
か
な

ど
の
論
点
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
亘

理
格
「
退
去
強
制
手
続
の
構
造
と
取
消
訴
訟
（
上
）（
下
）」
判
時

１
８
６
７
号
１
６
４
頁
、
１
８
７
０
号
１
７
０
頁
、
野
口
貴
公
美
「
判
批
」

判
時
２
０
３
９
号
１
４
８
頁
を
参
照
。

（
７
） 　

ま
た
、
憲
法
上
の
権
利
が
事
案
に
お
け
る
問
題
と
な
る
と
、
裁
量
統
制

の
審
査
に
お
い
て
も
、
審
査
密
度
の
向
上
が
一
般
に
期
待
さ
れ
る
。
審
査

密
度
と
憲
法
上
の
権
利
に
つ
い
て
は
、榊
原
・
前
掲
（４）
８
頁
、永
田
秀
樹
「
憲

法
と
行
政
裁
量
」
法
律
時
報
85
巻
２
号
48
頁
、
川
神
・
前
掲
（４） 

12
―
16
頁
、

宍
戸
常
寿
「
裁
量
論
と
人
権
論
」
公
法
研
究
71
号
１
０
１
頁
、
亘
理
格
「
行

政
裁
量
の
法
的
統
制
」
行
政
法
の
争
点
１
１
８
頁
を
参
照
。
ま
た
、
裁
量

の
枠
内
で
の
憲
法
上
の
権
利
の
考
量
か
、
そ
れ
と
も
裁
量
統
制
の
審
査
方

式
そ
れ
自
体
を
排
斥
す
る
強
力
な
機
能
を
持
た
せ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
論

じ
る
研
究
と
し
て
、
栗
田
佳
泰
「
行
政
裁
量
統
制
に
お
け
る
憲
法
上
の
権

利
と
憲
法
的
価
値
に
関
す
る
序
論
的
考
察
」
法
政
理
論
50
巻
１
号
２
０
９

頁
も
参
照
。
裁
量
の
存
否
お
よ
び
広
狭
の
判
断
に
関
す
る
要
素
つ
い
て
は
、

高
橋
滋
「
行
政
裁
量
論
に
関
す
る
若
干
の
検
討
」
小
早
川
光
郎
・
高
橋
滋

編
『
行
政
法
と
法
の
支
配
』（
有
斐
閣
、
１
９
９
９
年
）
も
参
照
。

（
８
） 　

ア
メ
リ
カ
憲
法
・
移
民
法
の
生
成
と
議
論
・
判
例
に
つ
い
て
は
特
に
、T. 

A
lexander A

leinikoff, S
EM

B
R

A
N

C
E O

F S
O

V
ER

EIG
N

TY, H
arvard, 2002, at 

151-181, Stephen H
. Legom

sky, I M
M

IG
R

ATIO
N

 A
N

D
 TH

E JU
D

IC
IA

RY, 

C
larendon, 1987, at 177-222, H

iroshi M
otom

ura, A
M

E
R

IC
A

N
S IN 

W
A

ITIN
G, O

xford, 2006, H
iroshi M

otom
ura, IM

M
IG

R
ATIO

N O
U

TSID
E 

TH
E L

AW
, O

xford, 2014, Linda B
osniak, T

H
E C

ITIZEN
 A

N
D T

H
E A

LIEN, 
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育
の
権
利
と
義
務
」
と
し
て
、
移
民
の
子
の
学
習
権
と
教
育
を
受
け
さ
せ

る
義
務
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
）。
魏
培
軒
「
構
成
員
資
格
と
憲
法
上
の
権

利
（１） 

（２） 

（
３
・
完
）」
法
学
論
叢
１
８
１
巻
６
号
83
頁
、１
８
３
巻
２
号
62
頁
、

１
８
３
巻
３
号
39
頁
も
、
主
と
し
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ

ズ
ム
を
参
酌
し
な
が
ら
外
国
人
の
参
政
権
お
よ
び
参
政
権
を
基
底
と
す
る

市
民
権
に
つ
い
て
検
討
す
る
優
れ
た
研
究
で
あ
る
が
、
責
任
や
義
務
の
側

面
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
江
橋
崇
「
主
権
理
論
の
変
容
」
公
法
研
究
55
号

１
頁
は
、
人
権
に
よ
る
国
境
管
理
権
限
の
制
限
や
国
民
概
念
の
相
対
化
を

論
じ
る
が
、
権
利
と
い
う
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
展
開
さ
れ
る
。
外

国
人
の
人
権
と
り
わ
け
参
政
権
に
つ
き
、
判
例
法
理
の
整
合
的
理
解
を
試

み
る
柳
井
健
一
「
国
民
と
外
国
人
の
間
――
判
例
法
理
に
お
け
る
「
外
国
人

の
人
権
」
論
の
再
検
討
――
」
法
と
政
治
60
巻
１
号
１
頁
も
、
権
利
お
よ
び

在
留
法
上
の
地
位
の
側
面
か
ら
考
察
を
深
め
る
も
の
で
、
当
該
テ
ー
マ
を

「
国
民
の
政
治
的
責
任
」
と
い
う
切
り
口
か
ら
は
扱
わ
な
い
。
リ
ベ
ラ
ル
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
立
脚
す
る
栗
田
佳
泰
の
一
連
の
研
究
（「
多
文
化
社
会

に
お
け
る
「
国
民
の
憲
法
学
的
考
察
」
久
留
米
大
学
法
学
59
・
60
号
併
号

67
頁
、「「
公
共
」
に
お
け
る
主
権
者
教
育
、
愛
国
心
教
育
、
憲
法
教
育
：

憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
そ
れ
ぞ
れ

の
視
座
か
ら
」
法
政
理
論
51
巻
３
・
４
号
（
２
０
１
９
年
）
１
頁
、「
多
文

化
社
会
に
お
け
る
憲
法
学
の
序
論
的
考
察
：
日
本
・
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ

の
信
教
の
自
由
を
素
材
に
」
法
政
理
論
48
巻
４
号
（
２
０
１
６
年
）
72
頁

な
ど
）
も
、
関
係
（
連
帯
）
的
責
務
論
に
焦
点
を
当
て
て
扱
う
も
の
で
は

な
い
。
歴
史
的
・
社
会
学
的
観
点
か
ら
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
概
念
を
考
察

す
る
佐
藤
潤
一
『
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
「
国
民
」
概
念
の
限
界
と
「
市
民
」

概
念
の
可
能
性
』（
専
修
大
学
出
版
会
、
２
０
０
４
年
）
１
５
２
頁
は
、
義

草
書
房
、
１
９
８
２
年
）
４
３
３
―
４
３
４
頁
を
参
照
。

（
14
） 　See, Linda B

osniak, Being H
ere: Ethical Territoriality and the Rights 

of Im
m

igrants, Theoretical Inquiries in Law
 8.   2  (2007), at 390.

（
15
） 　

例
え
ば
国
籍
の
権
利
享
有
の
側
面
を
重
視
す
る
説
明
と
し
て
、
座
談
会

に
お
け
る
阪
口
正
二
郎
発
言
は
好
例
で
あ
る
（
阪
口
は
、「
現
在
の
日
本
で

は
、
国
籍
と
い
う
も
の
は
、
誰
が
国
家
の
構
成
員
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
決
め
る
と
同
時
に
、
国
籍
の
有
無
に
よ
っ
て
憲
法
に
よ
り
保
障
さ
れ

た
権
利
を
享
受
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
公
的
給
付
が
受
け
ら
れ
る
か
と
い
っ

た
差
異
を
生
み
出
す
も
の
で
す
」
と
説
明
す
る
が
、
構
成
員
で
あ
る
こ
と

か
ら
生
じ
る
責
務
や
責
任
に
つ
い
て
の
傾
注
は
見
ら
れ
な
い
。
長
谷
部
恭

男
・
阪
口
正
二
郎
・
杉
田
敦
・
最
上
敏
樹
「（
座
談
会
）
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す

る
世
界
の
法
と
政
治
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
１
３
７
８
号
（
２
０
０
９
年
）
４
頁
。

く
わ
え
て
、
同
座
談
会
で
の
杉
田
敦
の
提
起
す
る
疑
問
（
同
14
頁
）
に
つ

い
て
も
、
問
題
を
整
理
し
考
察
を
深
め
る
上
で
有
益
な
の
が
、
本
稿
で
後

述
す
る
責
務
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）。
平
成
17
年
判
決
の
前
後
を
問
わ
ず
、

近
藤
敦
『
外
国
人
の
人
権
と
市
民
権
』（
明
石
書
店
、
２
０
０
１
年
）
や
、

近
藤
敦
編『
外
国
人
の
法
的
地
位
と
人
権
擁
護
』（
明
石
書
店
、２
０
０
２
年
）

で
も
、
責
任
を
主
軸
に
扱
う
論
考
は
み
ら
れ
ず
、
こ
の
傾
向
は
、
近
藤
敦
・

塩
原
良
和
・
鈴
木
江
理
子
編
『
非
正
規
滞
在
者
と
在
留
特
別
許
可
――
移
住

者
た
ち
の
過
去
・
現
在
・
未
来
』（
日
本
評
論
社
、
２
０
１
０
年
）、
近
藤

敦
編
『
外
国
人
の
人
権
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
明
石
書
店
、
２
０
１
５
年
）、

移
民
政
策
学
会
設
立
10
周
年
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
移
民
政
策
の
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
』（
明
石
書
店
、２
０
１
８
年
）
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
（
な

お
、近
藤
敦
『
多
文
化
共
生
と
人
権
――
諸
外
国
の
「
移
民
」
と
日
本
の
「
外

国
人
」』（
明
石
書
店
、
２
０
１
９
年
）
は
、
そ
の
第
10
章
１
８
９
頁
で
、「
教
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基
本
的
な
教
科
書
レ
ベ
ル
で
も
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
﹇
第
７
版
﹈』（
新

世
社
、
２
０
１
８
年
）
１
０
５
―
１
１
０
頁
は
、
遵
法
義
務
・
政
治
的
責

務
論
と
公
共
の
福
祉
を
統
合
し
、
論
じ
る
試
み
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

責
務
論
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
内
容
は
、
従
来
の
憲
法
学
に
お
け
る
国
民

主
権
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
と
、
多
く
の
点
で
重
な
る
。
た
だ
し
、
議
論
の

内
容
や
概
念
の
内
包
は
、
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
辻
村
み

よ
子
『
市
民
主
権
の
可
能
性
――
21
世
紀
の
憲
法
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
ジ
ェ

ン
ダ
ー
――
』（
有
信
堂
、
２
０
０
２
年
）
１
０
５
頁
が
「
領
域
間
の
学
際

的
な
研
究
」
に
お
る
主
権
論
の
領
域
・
次
元
・
方
法
な
ど
の
明
確
化
の
必

要
性
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
哲
学
・
政
治
哲
学
に
お
け
る
知
見
を
主
権

論
と
対
照
し
、
研
究
を
深
化
す
る
こ
と
が
学
術
上
も
実
践
上
も
求
め
ら
れ

る
が
、
こ
れ
に
は
よ
り
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
た
め
、
本
稿
の
射
程
外
と

す
る
（
そ
の
た
め
、
本
稿
が
法
哲
学
の
知
見
を
参
照
し
な
が
ら
記
述
す
る

国
民
な
ど
の
タ
ー
ム
も
、
主
権
論
に
お
け
る
プ
ー
プ
ル
や
ナ
シ
オ
ン
な
ど

と
は
対
応
関
係
に
な
い
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
）。

（
16
） 　Linda B

osniak, C
itizenship D

enationalized, Indiana Journal of 

G
lobal Legal Studies, Vol.  7  (2000) at 455, 470-71.　

こ
の
こ
と
は
裏
返

す
と
、
多
義
的
な
同
成
員
資
格
概
念
が
各
論
者
で
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
描

き
な
が
ら
使
用
さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
い
る
状
況
の
生
産
性
の
低
さ
、
な
い

し
異
次
元
で
の
対
話
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ

る
。
な
お
、
ボ
ズ
ニ
ア
ッ
ク
が
紹
介
し
た
区
分
も
相
対
的
な
も
の
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
思
考
の
整
理
の
上
で
有
益
で
あ
る
。
以
下
、
ボ
ズ
ニ
ア
ッ

ク
に
よ
る
第
三
類
型
で
あ
る
「
政
治
活
動
と
し
て
のcitizenship

」
に
つ
い

て
補
足
す
る
。
当
該
類
型
で
は
、
政
治
理
論
家
ら
に
よ
る
政
治
共
同
体
内

で
の
生
活
に
お
け
る
活
動
と
参
加
に
つ
い
て
の
議
論
が
念
頭
に
置
か
れ
て

務
や
徳
性
、
忠
誠
と
い
っ
た
要
素
をcitizenship

概
念
な
い
し
国
籍
概
念
か

ら
は
ず
し
て
、
権
利
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
議
論
を
行
う
べ
き
こ
と
を

主
張
す
る
が
、
近
時
の
法
哲
学
の
議
論
を
参
酌
す
る
と
、
徳
性
等
の
要
素

も
軽
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
尾
吹
善
人
「
外
国
人

の
基
本
的
人
権
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
４
８
３
号
22
頁
に
つ
い
て
も
同
旨
）。
後
藤
・

前
掲
（１）
３
頁
も
「《
地
球
市
民
》
と
し
て
生
き
る
責
任
」
に
言
及
す
る
が
、

本
稿
が
探
究
す
る
意
味
で
の
責
任
に
関
す
る
研
究
で
は
な
い
。
な
お
、
責

務
論
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
主
流
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
に
言
及
し

ま
た
取
り
扱
う
研
究
も
存
在
す
る
。
小
泉
良
幸『
リ
ベ
ラ
ル
な
共
同
体
』（
勁

草
書
房
、
２
０
０
２
年
）
は
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
法
哲
学
を
参
照
し
て
、
自

由
と
政
治
的
責
務
の
関
係
、
お
よ
び
わ
が
国
に
お
け
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
の
内
包
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
試
み
た
先
行
研
究
で
あ
る
（
小
泉
に
よ
る

そ
の
後
の
、
政
治
的
責
務
論
と
国
民
概
念
を
結
び
つ
け
て
考
察
を
深
め
る

研
究
と
し
て
、『
個
人
と
し
て
尊
重
』（
勁
草
書
房
、２
０
１
６
年
）
も
参
照
）。

グ
ッ
デ
ィ
ン
の
割
当
責
任
論
を
ベ
ー
ス
と
し
た
、
よ
く
知
ら
れ
た
先
行
研

究
で
あ
る
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
の
理
性
﹇
増
補
新
装
版
﹈』（
東
京
大
学
出

版
会
、
２
０
１
６
年
）
１
１
６
頁
も
責
務
論
を
扱
う
。
高
佐
智
美
『
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
市
民
権
』（
勁
草
書
房
、
２
０
０
３
年
）
は
米
国
の
独
立
戦

争
時
に
お
け
る
忠
誠
義
務
の
法
理
論
と
歴
史
に
つ
い
て
詳
細
な
紹
介
を
行

う
が
、
社
会
契
約
論
に
よ
る
そ
の
克
服
で
当
該
論
点
を
解
消
さ
せ
て
お
り
、

国
家
な
い
し
政
治
的
決
定
に
対
す
る
服
従
の
責
務
と
遵
法
の
義
務
に
つ
い

て
は
、
そ
の
現
代
的
内
容
お
よ
び
正
当
化
根
拠
に
つ
い
て
検
討
の
対
象
か

ら
外
し
て
い
る
。
近
時
の
江
藤
祥
平
「
憲
法
：
個
人
と
し
て
、
そ
し
て
国

民
と
し
て
在
る
こ
と
」
法
律
時
報
92
巻
１
号
36
頁
が
冒
頭
で
問
題
意
識
と

し
て
あ
げ
る
国
民
と
し
て
の
義
務
は
、
責
務
論
の
射
程
で
考
察
で
き
よ
う
。
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（
20
） 　

責
務
か
ら
憲
法
上
の
国
民
概
念
を
考
察
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
政
治
的

責
務
論
に
よ
り
定
住
外
国
人
の
選
挙
権
訴
訟
と
い
う
憲
法
問
題
の
検
討
を

主
張
す
る
小
泉
・
前
掲
（
15
）『
リ
ベ
ラ
ル
な
共
同
体
』
１
５
２
頁
か
ら
少

な
か
ら
ぬ
示
唆
を
得
て
い
る
。

（
21
） 　See, Thom

as H
ill G

reen, L
EC

TU
R

ES O
N

 TH
E P

R
IN

C
IPLE O

F P
O

LITIC
A

L 

O
B

LIG
ATIO

N, London, 1895, at 29.

（
22
） 　

瀧
川
裕
英
『
国
家
の
哲
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
２
０
１
７
年
）
６
頁
。

（
23
） 　

同
上
ⅰ
―
ⅱ
頁
。
ま
た
、本
章
で
紹
介
す
る
議
論
の
理
解
の
基
礎
と
し
て
、

ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
著
（
長
谷
部
恭
男
・
愛
敬
浩
二
・
谷
口
功

一
訳
）『
立
法
の
復
権
――
議
会
主
義
の
政
治
哲
学
』（
岩
波
書
店
、

２
０
０
３
年
）
も
参
照
。

（
24
） 　

な
お
ソ
ー
パ
ー
が
断
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
敬
譲
の
理
由
は
、
そ
れ
ぞ
れ

な
さ
れ
る
敬
譲
に
対
し
、
択
一
的
に
当
て
は
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
（
筆
者
の
解
釈
す
る
と
こ
ろ
、包
含
さ
れ
る
諸
要
素
の
強
弱
に
応
じ
て
、

上
述
の
４
つ
の
関
係
性
が
読
み
解
き
う
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
）。

（
25
） 　

以
上
、
ソ
ー
パ
ー
の
責
務
論
に
つ
い
て
は
、Philip Soper, T

H
E E

TH
IC

S 

O
F D

EFER
EN

C
E, C

am
bridge, 2002, at 159-183

を
参
照
。
な
お
以
上
の

ソ
ー
パ
ー
の
前
提
と
す
る
カ
ン
ト
の
命
題
に
対
す
る
井
上
達
夫
の
指
摘
と

し
て
、
井
上
達
夫
『
立
憲
主
義
と
い
う
企
て
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

２
０
１
９
年
）
１
７
４
頁
脚
注
19
も
参
照
。

（
26
） 　

横
濱
竜
也
『
遵
法
責
務
論
』（
弘
文
堂
、
２
０
１
６
年
）
２
３
０
―

２
３
３
頁
。

（
27
）　

同
上
２
３
３
―
２
３
４
頁
。

（
28
）　

同
上
２
３
５
頁
。

（
29
）　

同
上
２
３
５
頁
。

い
る
。
民
主
制
に
お
け
る
統
治
者
と
被
治
者
の
同
一
性
も
ま
た
、
当
該
類

型
下
で
の
論
題
で
あ
る
。
そ
し
て
同
論
文
執
筆
当
時
の
ボ
ズ
ニ
ア
ッ
ク
の

認
識
で
は
、
当
時
のcivic republican

やparticipatory dem
ocracy

の
議

論
の
活
況
に
よ
り
、
同
類
型
下
で
の
議
論
の
焦
点
が
責
任
（responsibility

）

の
要
素
に
移
り
つ
つ
あ
る
と
さ
れ
る
。
集
合
的
決
定
や
後
述
の
公
民
的
徳

性
（civic virtue
）
と
も
併
せ
て
考
え
る
と
、
政
治
共
同
体
に
お
け
る
国
民

と
し
て
の
責
任
に
関
す
る
議
論
も
、
こ
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
対
す
る

憲
法
上
の
権
利
に
関
す
る
議
論
は
、
言
わ
ず
も
が
な
、
ボ
ズ
ニ
ア
ッ
ク
の

議
論
で
は
「
諸
権
利
と
し
て
のcitizenship

」
に
お
い
て
捕
捉
さ
れ
る
論
題

で
あ
る
。
ま
た
、citizenship
概
念
の
歴
史
的
・
社
会
学
的
内
包
に
つ
い
て

紹
介
す
る
佐
藤
・
同
上
75
―
77
頁
も
、
思
考
の
整
理
に
有
用
で
あ
る
。

（
17
） 　

瀧
川
裕
英
「
遵
法
義
務
は
個
別
的
で
は
な
い
――
法
・
国
家
・
道
徳
の
相

互
連
関
――
」
法
哲
学
年
報
２
０
０
８
年
１
８
１
頁
、
那
須
耕
介
「
遵
法
責

務
論
へ
の
道
」
法
哲
学
年
報
２
０
０
８
年
１
９
０
頁
を
参
照
。

（
18
） 　

以
上
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
岸
見
太
一
「
Ｊ
．
Ｈ
．
カ
レ
ン
ズ
の
移

民
の
倫
理
学
――
政
治
理
論
に
お
け
る
理
想
と
現
実
の
統
合
の
一
方
法
――
」

早
稲
田
政
治
公
法
研
究
１
０
５
巻
17
頁
よ
り
示
唆
を
得
た
。
な
お
、
裁
判

所
も
受
け
入
れ
う
る
理
論
の
提
示
と
い
う
目
的
上
採
用
さ
れ
た
当
該
方
法

論
に
対
し
て
は
、
現
行
法
制
・
判
例
に
対
す
る
批
判
能
力
の
不
足
が
大
い

に
指
摘
さ
れ
う
る
こ
と
は
筆
者
も
自
覚
す
る
。
ま
た
、
政
治
的
共
同
体
の

成
員
資
格
と
移
動
・
滞
在
の
自
由
の
関
係
を
切
断
し
、
論
じ
る
こ
と
も
哲

学
的
に
可
能
か
つ
重
要
と
は
理
解
す
る
が
、
本
稿
が
採
用
す
る
方
法
論
の

都
合
上
、
か
か
る
視
座
は
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。

（
19
） 　

高
橋
和
之
『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法
﹇
第
４
版
﹈』（
有
斐
閣
、

２
０
１
７
年
）
８
８
―
１
０
０
頁
。
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個
別
性
の
要
請
充
足
に
つ
い
て
、
別
の
切
り
口
か
ら
説
明
が
行
わ
れ
て
い

る
。
横
濱
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
、
個
別
性
の
要
請
を
満
た
す
方
法
に
は
、

関
係
性
に
基
づ
く
個
別
性
充
足
と
、
機
能
に
基
づ
く
個
別
性
充
足
と
い
う

２
つ
の
方
法
が
あ
る
。
同
意
論
、（
公
平
論
に
お
け
る
）
受
諾
、
連
帯
は
前

者
に
あ
た
り
、
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
や
グ
ッ
デ
ィ
ン
の
よ
う
な
自
然
義
務
論
者

は
後
者
の
方
法
を
採
用
す
る
。
前
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
関
係
性
の
実
在

へ
の
懐
疑
と
悪
し
き
統
治
者
・
法
へ
の
服
従
が
問
題
と
な
り
、
後
者
に
対

し
て
は
、
そ
も
そ
も
「
こ
の
国
家
」
と
い
う
個
別
性
が
導
か
れ
得
な
い
。

そ
の
処
方
箋
と
し
て
横
濱
は
、
両
方
の
立
場
を
敬
譲
論
に
依
拠
し
て
統
合

す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
政
治
の
情
況
下
に
あ
る
我
々
は
、

そ
の
不
一
致
を
裁
定
す
る
た
め
の
法
（
且
つ
又
は
政
治
的
決
定
）
を
要
す

る
た
め
、正
義
を
直
接
に
は
実
現
し
得
な
い
。
②
こ
れ
ら
不
一
致
を
裁
定
し
、

法
と
政
治
的
決
定
を
作
出
す
る
過
程
そ
れ
自
体
に
、
あ
る
種
の
関
係
的
価

値
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、
純
一
性
の
下
、「
原
理
の

共
同
体
」
と
し
て
描
い
た
モ
デ
ル
が
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
と
し
た
。

③
国
家
の
構
成
員
が
、
純
一
性
に
対
し
敬
意
を
示
す
こ
と
は
常
に
起
こ
り

う
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
条
件
の
解
明
に
は
、
恒
常
的
に
存
在
す
る
統

治
者
と
被
治
者
の
強
制
的
な
関
係
性
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。（
そ
し

て
大
要
、
本
文
記
載
の
と
お
り
）
自
己
の
正
義
に
つ
い
て
統
治
者
が
答
責

性
を
備
え
、
誠
実
で
あ
る
限
り
、
立
場
の
反
転
の
仮
想
を
基
に
、
被
治
者

の
敬
譲
が
示
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
導
か
れ
る
。
横
濱
は
、
以
上
の
よ
う
に

関
係
性
に
基
づ
く
個
別
性
充
足
と
、
機
能
に
基
づ
く
個
別
性
充
足
の
統
合

に
よ
っ
て
、
敬
譲
論
が
政
治
的
責
務
を
正
当
化
す
る
と
考
え
る
。
横
濱
竜

也
「Im

m
igration Justice and Political O

bligation

」
法
政
研
究
23
巻
１
号

（
２
０
１
８
年
）
16
―
17
頁
。

（
30
）　

同
上
２
３
５
―
２
３
６
頁
。

（
31
）　

同
上
２
３
６
頁
。

（
32
） 　

同
上
２
３
７
頁
。
以
上
の
責
務
論
に
次
い
で
、
横
濱
が
検
討
す
る
の
が

そ
の
正
当
化
に
資
す
る
民
主
制
の
制
度
的
条
件
で
あ
る
。
そ
の
足
掛
か
り

と
し
て
横
濱
は
、
為
政
者
の
正
義
構
想
の
説
明
・
対
話
の
責
任
と
違
憲
審

査
制
に
よ
る
構
造
的
少
数
者
保
護
の
両
立
を
目
指
す
、
井
上
達
夫
の
批
判

的
民
主
主
義
と
い
う
理
念
モ
デ
ル
を
概
観
す
る
。
同
モ
デ
ル
に
対
し
横
濱

は
、
主
に
違
憲
審
査
制
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
り
異
を
唱
え
る
。
す
な
わ
ち
、

裁
判
官
が
民
主
的
に
選
任
さ
れ
た
公
務
員
で
な
い
こ
と
か
ら
、
議
会
立
法

を
無
効
化
す
る
よ
う
な
強
い
違
憲
審
査
制
に
よ
っ
て
治
者
と
被
治
者
の
間

で
行
わ
れ
る
正
義
探
究
が
阻
害
さ
れ
る
と
説
く
。
か
く
し
て
、
少
数
者
の

権
利
保
障
の
仕
組
み
も
、
民
主
的
政
治
過
程
に
部
分
的
に
内
在
さ
せ
る
べ

き
と
す
る
。
横
濱
が
構
想
す
る
規
範
的
民
主
制
の
下
で
は
、
批
判
的
民
主

主
義
に
お
け
る
よ
り
も
よ
り
重
度
の
責
任
が
、
被
治
者
に
求
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
は
、
正
義
要
求
の
チ
ェ
ッ
ク
は
、
統
治
部
門
相
互
の
チ
ェ
ッ
ク
に

委
ね
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
被
治
者
と
そ
の
代
表
者
が
、
統
治
者
が
正
義
要

求
を
行
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
自
ら
問

い
質
す
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
。
横
濱
・
前
掲
（24）
２
３
７
―
２
５
４
頁
。

な
お
、
弱
い
違
憲
審
査
制
お
よ
び
少
数
者
保
護
に
つ
い
て
は
、
同
２
５
８

頁
を
参
照
。
横
濱
の
規
範
的
法
実
証
主
義
に
基
づ
く
立
法
学
観
に
つ
い
て

は
、
同
「
議
会
主
権
の
再
生
――
規
範
的
法
実
証
主
義
の
立
法
理
論
」
法
哲

学
年
報
２
０
１
４
年
８
頁
、
批
評
に
つ
い
て
は
嶋
津
格
「
法
の
権
威
を
律

法
の
権
威
に
改
称
す
る
こ
と
の
愚
か
さ
に
つ
い
て
――
横
濱
報
告
へ
の
コ
メ

ン
ト
」
同
23
頁
も
参
照
。
そ
の
後
の
研
究
で
は
、
シ
モ
ン
ズ
に
よ
る
責
務

論
批
判
を
叩
き
台
と
し
な
が
ら
、
ソ
ー
パ
ー
の
敬
譲
論
を
ベ
ー
ス
と
し
た
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政
治
に
お
け
る
市
民
的
忠
誠
の
行
方
――
」
年
報
政
治
学
２
０
１
１
年
度
１

号
49
頁
を
参
照
。
ま
た
そ
の
後
の
バ
オ
ベ
ッ
ク
の
研
究
と
し
て
、R

ainer 

B
auøck, D

em
ocratic Inclusion, M

anchester, 2018

も
参
照
（
同
書
で
は
、

A
A

I

とA
SC

とA
C

S

の
相
補
的
機
能
の
理
論
が
彫
琢
さ
れ
て
い
る
）。ま
た
、

移
民
の
統
合
に
つ
い
て
は
、
横
濱
竜
也
「
移
民
正
義
論
は
何
を
考
え
る
べ

き
か
――
ウ
ェ
ル
マ
ン
と
コ
ー
ル
の
対
論
を
手
掛
か
り
に
し
て
」
法
政
研
究

20

巻
２
号
１
７
９
頁
、
同
・「Im

m
igration Justice and Political 

O
bligation

」
前
掲
（32）
１
頁
を
参
照
。
ま
た
政
治
的
責
務
と
民
主
制
に
お
け

る
デ
モ
ス
の
対
象
確
定
を
め
ぐ
る
議
論
を
整
理
す
る
研
究
と
し
て
、R

obert 

E. G
oodin, Enfranchising All Affected Interests, and Its Alternatives, 

Philosophy &
 Public A

ffairs, Vol.   35 N
o.  1 (2007) at  40

を
参
照
。
な
お

横
濱
は
本
文
で
紹
介
し
た
通
り
、
政
治
的
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に

対
す
る
利
害
関
係
を
主
張
し
う
る
社
会
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
有
す
る
者

と
し
て
、
就
労
と
納
税
の
責
務
を
果
た
し
た
者
の
存
在
を
例
示
す
る
（
あ

る
い
は
、
社
会
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
強
弱
の
個
別
の
判
断
要
素
と
し
て
、

こ
れ
を
挙
げ
る
）。
こ
れ
に
対
し
ま
ず
唱
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
批
判
が
、（
考

察
対
象
と
し
て
お
そ
ら
く
横
濱
が
念
頭
に
置
く
の
は
、
合
理
的
判
断
能
力

を
有
し
た
責
任
能
力
の
あ
る
成
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
だ
ろ
う
、）
子
ど
も
や

病
人
、
家
事
に
専
念
す
る
女
性
等
が
考
察
の
対
象
か
ら
外
れ
る
点
で
あ
る

（
な
お
、
横
濱
の
政
治
的
責
務
論
お
よ
び
遵
法
義
務
論
一
般
に
対
し
て
、
瀧

川
か
ら
「
有
権
者
で
は
な
い
外
国
人
や
未
成
年
者
の
遵
法
責
務
を
否
定
す

る
こ
と
に
繋
が
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
瀧
川
裕
英
「
不
正
な
法
に
従

う
道
徳
的
義
務
は
あ
る
か
」
図
書
新
聞
３
２
８
２
号
３
頁
）。
ま
た
、「
納

税
と
結
び
つ
く
の
は
参
政
権
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
防
・
治
安
教
育
・
福

祉
な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
」
で
、「
参
政
権
は
納
税
の
対
価
で
は
な
い
」
の

（
33
） 　Elizabeth S. A

nderson, W
hat Is the Point of Equality? Ethics, Vol. 

109, N
o. 2, 1999, at 312-313.

（
34
） 　Ibid, at 317.　

ま
た
、
以
上
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
関
係
的
平
等
論
を
基
礎

と
し
、
こ
れ
を
彫
琢
す
る
近
時
の
研
究
と
し
て
、
森
悠
一
郎
『
関
係
の
対

等
性
と
平
等
』（
弘
文
堂
、
２
０
１
９
年
）
も
参
照
。

（
35
） 　

横
濱
竜
也
「
解
説
」
ジ
ョ
セ
フ
・
カ
レ
ン
ズ
著
（
横
濱
竜
也
訳
）『
不
法

移
民
は
い
つ
〈
不
法
〉
で
な
く
な
る
の
か
』（
白
水
社
、
２
０
１
７
年
）

１
４
２
―
１
４
４
頁
。
ま
た
、
横
濱
が
引
く
ウ
ェ
ル
マ
ン
の
主
張
の
理
解

に
つ
い
て
は
、C

hristopher H
eath W

ellm
an and Phillip C

ole, D
EB

ATIN
G 

TH
E E

TH
IC

S O
F IM

M
IG

R
ATIO

N, O
xford, 2011, at 13-78

を
参
照
。
な
お
横

濱
が
用
い
る
関
係
依
存
財
な
ど
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て
は
、Jonatham

 

Seglow
, D

EFEN
D

IN
G A

SSO
C

IATIV
E D

U
TIES, R

outledge 2013

に
お
け
る

第
１
・
２
・７
・
８
章
も
参
照
。

（
36
） 　

横
濱
・
同
上
１
８
１
頁
。

（
37
） 　

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、松
尾
隆
佑
「
影

響
を
受
け
る
者
が
決
定
せ
よ　

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

規
範
的
正
当
化
」
年
報
政
治
学
67
巻
２
号
（
２
０
１
６
年
）
２
頁
、
同
「
マ

ル
チ
レ
ベ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
民
主
的
正
統
性
と
公
私
再
定
義
：

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
実
現
へ
向
け
て
」

社
会
科
学
研
究
65
巻
２
号
１
８
５
頁
、
同
「
原
発
事
故
避
難
者
と
二
重
の

住
民
登
録
」
政
治
思
想
研
究
18
号
１
４
０
頁
、
同
『
ポ
ス
ト
政
治
の
政
治

理
論　

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
編
む
』（
法
政
大
学
出
版

局
、
２
０
１
９
年
）
福
原
正
人
「
民
主
主
義
の
境
界
確
定
――
正
当
性
と
正

統
性
」
年
報
政
治
学
２
０
１
８
年
度
２
号
２
２
４
頁
、
押
村
高
「
ト
ラ
ン

ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
か
――
脱
領
域
的
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し
た
の
は
「
被
治
者
が
統
治
任
務
の
意
義
を
尊
重
し
つ
つ
、
統
治
者
が
被

治
者
の
利
益
や
自
律
を
尊
重
す
る
こ
と
」
で
あ
る
た
め
、
統
治
者
と
被
治

者
の
立
場
が
入
れ
替
わ
ら
な
い
君
主
制
に
お
い
て
も
成
立
す
る
と
い
う
）。

ま
た
、
横
濱
が
依
拠
す
る
法
固
有
の
道
徳
的
価
値
と
し
て
の
「
誠
実
さ
」

と
い
う
理
念
自
体
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
説
明
項
で
あ
る
誠
実
性
の
理

念
自
体
が
曖
昧
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
多
く
の
解
明
を
む
し
ろ
必
要
と
す

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
以
上
の
横
濱
の
敬
譲
論
は
、
同
意
論

に
お
け
る
「
仮
説
の
同
意
論
」
の
一
類
型
で
あ
り
、
か
つ
仮
説
の
同
意
論

か
ら
は
政
治
的
責
務
を
正
当
化
で
き
な
い
と
も
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

同
意
の
拘
束
力
の
根
拠
を
自
律
・
利
益
・
信
頼
保
証
の
い
ず
れ
に
求
め
る

に
せ
よ
、
そ
の
前
提
に
あ
る
の
は
同
意
が
現
実
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
上

述
の
根
拠
の
た
め
に
、
仮
説
の
同
意
に
拘
束
力
を
認
め
る
こ
と
は
要
請
さ

れ
な
い
。
む
し
ろ
、
仮
説
の
同
意
は
政
治
的
責
務
で
は
な
く
、
有
限
の
情

報
と
限
定
的
合
理
性
し
か
持
た
な
い
人
間
が
政
治
的
正
当
性
を
発
見
す
る

際
の
方
法
と
し
て
利
用
さ
れ
る
便
法
だ
と
い
う
。
批
評
は
、
瀧
川
裕
英
「
法

的
状
態
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
法
哲
学
年
報
２
０
１
８
年
１
３
４
頁
、瀧
川
・

前
掲
（22）
１
２
５
―
１
３
６
、２
０
２
―
２
０
４
頁
を
参
照
。
ま
た
、
瀧
川
の

指
摘
す
る
横
濱
の
ソ
ー
パ
ー
理
解
に
つ
い
て
は
横
濱
・
前
掲
（26）
１
１
５
―

１
１
６
，２
３
０
頁
。
あ
わ
せ
てPhilip Soper, A

 T
H

EO
RY

 O
F L

AW
, (1981) 

at 78-84

も
参
照
。

（
40
） 　

井
上
・
前
掲
（25）
９
―
10
頁
。

（
41
） 　

同
上
10
頁
。

（
42
） 　

同
上
10
―
11
頁
。
正
義
概
念
と
正
義
構
想
の
区
別
、
反
転
可
能
性
に
つ

い
て
は
、井
上
達
夫
『
生
け
る
世
界
の
法
と
哲
学
』（
信
山
社
、２
０
２
０
年
）

３
８
０
―
３
９
１
頁
も
参
照
。

で
あ
り
、
成
人
の
移
民
に
就
労
や
納
税
の
責
務
遂
行
を
理
由
に
認
め
る
こ

と
は
、
諸
主
権
国
家
に
お
い
て
実
現
し
て
き
た
普
通
選
挙
の
理
念
そ
れ
自

体
に
反
す
る
点
も
、
無
視
で
き
な
い
（
瀧
川
裕
英
「
国
民
と
民
族
の
切
断

――
外
国
人
の
参
政
権
問
題
を
巡
っ
て
――
」
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌49

巻
１
号
４
―
５
頁
）。
松
尾
隆
佑
の
説
く
と
こ
ろ
を
下
敷
き
に
横
濱
の
主
張

を
解
釈
す
る
と
、
生
活
上
の
不
利
益
の
根
底
に
は
政
治
的
地
位
の
不
安
定

さ
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
分
け
て
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
尤
も

な
理
解
が
前
提
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
横
濱
の
主
張
と
同
様
の
、

就
労
と
納
税
の
奉
仕
に
よ
る
成
員
資
格
の
取
得
が
、
通
常
の
移
民
だ
け
で

な
く
、
非
正
規
移
民
の
滞
在
と
の
関
連
か
ら
も
、
よ
く
な
さ
れ
る
。
だ
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
移
民
が
自
己
の
統
合
対
象
適
格
性
す
な
わ
ち
政
治
的
共
同

体
の
成
員
資
格
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
屈
の
提
示
を
要
す
る

と
思
わ
れ
る
（
な
お
、
納
税
の
対
価
と
し
て
福
祉
と
い
う
配
慮
を
要
求
し

う
る
地
位
に
立
つ
と
い
う
一
般
論
か
ら
、
就
労
・
納
税
の
義
務
を
果
た
す

外
国
人
も
国
民
同
様
の
処
遇
を
要
求
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
要
求

で
き
る
の
は
能
動
的
地
位
で
は
な
い
、
受
動
的
地
位
と
し
て
の
国
民
の
地

位
の
要
求
と
読
み
替
え
ら
れ
る
）。
か
か
る
批
判
に
一
定
の
説
得
力
を
認
め

る
の
で
あ
れ
ば
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
内
包
さ
れ
る
権
利
な
い
し
地
位
の

付
与
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
責
務
の
中
身
も
、
個
別
に
対
応
す
る
も
の
ど

う
し
を
照
応
す
る
よ
う
考
察
す
る
べ
き
と
解
さ
れ
る
。

（
38
） 　

横
濱
・
前
掲
（35）
１
８
０
―
１
８
１
頁
。

（
39
） 　

な
お
横
濱
の
責
務
論
に
対
し
て
は
、
瀧
川
裕
英
に
よ
る
以
下
の
批
判
が

あ
る
。
第
一
に
、
ソ
ー
パ
ー
の
敬
譲
論
に
依
拠
す
る
横
濱
の
敬
譲
論
で
あ

る
が
、
反
転
可
能
性
を
も
っ
て
ソ
ー
パ
ー
の
「
尊
重
の
相
互
性
」
を
読
み

解
く
横
濱
の
理
解
が
正
確
で
な
い
と
す
る
（
い
わ
く
、
ソ
ー
パ
ー
が
主
張
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こ
れ
は
社
会
秩
序
と
い
う
公
共
財
の
供
給
シ
ス
テ
ム
を
共
同
体
に
求
め
る

立
場
で
、
こ
の
共
同
体
と
は
一
定
の
人
間
関
係
の
様
態
で
あ
る
と
紹
介
す

る
（
こ
の
人
間
関
係
は
、
信
念
と
価
値
の
共
有
、
成
員
間
の
関
係
の
直
接

性
と
多
面
性
、
互
酬
性
と
い
う
３
つ
の
核
心
的
特
質
に
よ
り
性
格
づ
け
ら

れ
る
と
す
る
）。
そ
し
て
、
か
か
る
共
同
体
が
社
会
を
統
制
す
る
方
法
と
し

て
、
互
酬
性
の
利
益
の
褒
賞
的
供
与
と
懲
罰
的
撤
回
、
共
同
体
の
成
員
一

般
に
よ
る
公
共
化
さ
れ
た
是
認
や
非
難
、
交
際
断
絶
や
共
同
儀
式
か
ら
の

排
除
の
３
つ
を
挙
げ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
共
同
体
の
可
能
性
に
よ
り
国

家
な
き
社
会
統
制
を
可
能
と
論
じ
る
共
同
体
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
、
共
同
体
の

限
界
に
よ
り
行
き
詰
ま
る
と
指
摘
す
る
。
根
拠
の
第
一
に
、
井
上
は
、
共

同
体
的
統
制
の
実
効
性
は
共
同
体
的
関
係
の
安
定
性
に
依
存
す
る
が
、
集

団
の
大
規
模
化
と
成
員
の
移
動
の
増
大
に
よ
り
、
前
提
と
し
て
い
た
共
同

体
的
関
係
が
掘
り
崩
さ
れ
る
と
す
る
。
ま
た
経
済
的
不
平
等
は
、
関
係
の

基
本
的
特
質
で
あ
る
互
酬
性
を
さ
ら
に
弱
体
化
さ
せ
る
と
も
論
じ
る
。
共

同
体
ア
ナ
キ
ス
ト
が
、
以
上
の
問
題
解
決
の
た
め
に
、
一
部
成
員
の
集
団

的
離
脱
と
新
天
地
で
の
新
共
同
体
設
立
や
、
集
産
主
義
的
経
済
体
制
の
採

用
を
主
張
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
実
現
可
能
性
お
よ
び
実
効
性
の
低
さ
か

ら
現
実
的
で
な
い
、
と
も
論
じ
る
。
そ
う
し
て
、
共
同
体
内
で
孤
立
し
た

個
人
へ
の
抑
圧
性
と
、
共
同
体
間
の
闘
争
の
結
果
生
じ
る
国
家
類
似
の
連

合
を
挙
げ
、「
現
代
的
諸
条
件
の
下
で
は
、
共
同
体
の
限
界
に
よ
る
国
家
化

の
必
要
性
は
、
共
同
体
の
内
に
も
、
外
に
も
、
間
に
も
存
在
す
る
」
と
結

論
づ
け
る
。
な
お
本
稿
の
関
心
か
ら
外
れ
る
た
め
、
以
上
の
ア
ナ
キ
ズ
ム

論
駁
の
成
否
に
関
す
る
議
論
は
、
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。

（
44
） 　

井
上
・
前
掲
（25）
１
７
０
頁
。

（
45
） 　

同
上
１
７
０
頁
。

（
43
） 　

以
下
で
は
、
井
上
達
夫
『
他
者
へ
の
自
由
』（
創
文
社
、
２
０
０
５
年
）

52
―
83
頁
で
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
批
判
を
概
括
す
る
。
ま
ず
市
場
ア
ナ
キ
ズ
ム

に
つ
い
て
、
井
上
は
、「
他
の
財
の
場
合
と
同
様
、
生
命
・
身
体
・
財
産
の

安
全
に
つ
い
て
も
、「
自
給
自
足
」
の
限
界
を
自
覚
し
、
社
会
的
供
給
の
必

要
性
を
認
め
る
が
、
そ
の
社
会
的
供
給
源
を
国
家
に
で
は
な
く
市
場
に
求

め
る
」、「
古
典
的
経
済
学
が
国
家
に
よ
る
供
給
の
必
要
性
を
承
認
し
た
、

治
安
・
紛
争
裁
定
・
社
会
基
盤
整
備
な
ど
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
も
、
市
場
に
委

ね
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
」
立
場
と
紹
介
す
る
。
し
か
し
こ
の
立
場
に
対

し
て
は
、「
防
衛
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
公
平
活
効
率
的
な
供
給
に
関
す
る
市
場
の

可
能
性
へ
の
、
そ
の
楽
観
的
な
信
頼
」
に
問
題
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
根

拠
と
し
て
、
ま
ず
市
場
ア
ナ
キ
ス
ト
が
安
全
や
秩
序
を
私
財
化
可
能
と
捉

え
る
点
を
批
判
し
、
こ
れ
が
排
除
不
可
能
な
公
共
財
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
問
題
お
よ
び
市
場
で
の
満
足
な
供
給
が
不
可
能
と
な
る

点
を
挙
げ
る
。
第
二
に
、
裁
定
業
者
や
調
停
業
者
を
市
場
で
調
達
で
き
、

紛
争
解
決
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
市
場
ア
ナ
キ
ス
ト
の
構
想
は
、
最
終
的

に
は
そ
の
希
望
に
反
し
て
、
現
在
の
国
際
社
会
に
お
け
る
国
家
間
の
パ
ワ
ー

ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
縮
図
と
化
す
と
予
想
す
る
。
第
三
に
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
よ
り
生
成
さ
れ
た
防
衛
サ
ー
ヴ
ィ
ス
は
規
模
の
経
済
を
参
酌
す
る
と
、

早
晩
、
支
配
的
保
護
代
行
業
者
が
登
場
し
事
業
独
占
を
確
立
、
結
果
国
家

と
等
価
の
存
在
が
出
来
上
が
る
と
す
る
（
あ
る
い
は
、
代
行
業
者
の
企
業

合
同
形
態
で
あ
っ
て
も
、
機
能
的
に
国
家
に
近
似
し
て
い
き
、
国
家
同
様

の
非
効
率
・
腐
敗
へ
の
傾
向
を
持
つ
と
す
る
）。
第
四
に
、
治
安
維
持
や
港

湾
な
ど
の
社
会
整
備
基
盤
以
上
の
国
家
機
能
、
外
敵
か
ら
の
ア
ナ
キ
ス
ト

社
会
の
防
衛
、
環
境
破
壊
の
規
制
な
ど
も
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
け
で
は

解
決
で
き
な
い
と
論
じ
る
。
つ
い
で
、
共
同
体
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
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す
る
井
上
の
立
場
か
ら
は
、
ホ
ス
ト
国
の
移
民
政
策
に
お
け
る
入
国
管
理

に
関
す
る
裁
量
の
制
約
お
よ
び
送
出
国
側
の
自
国
民
の
居
住
権
の
実
効
化

が
要
請
さ
れ
る
。
井
上
達
夫
『
世
界
正
義
論
』（
筑
摩
選
書
、
２
０
１
２
年
）

２
６
０
―
２
６
８
頁
。

（
54
） 　

ま
た
、
瀧
川
の
理
論
に
お
い
て
は
、
個
別
性
の
要
請
問
題
は
解
体
さ
れ
、

政
治
的
責
務
論
の
正
当
化
の
成
功
条
件
と
し
て
個
別
性
の
要
請
を
挙
げ
る

こ
と
が
誤
り
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
特
徴
で
あ
る

（
55
） 　See, Jerem

y W
aldron, Special Ties and N

atural D
uties, Philosophy &

 

Public A
ffairs, Vol. 22, N

o.  1  (1993), at 3-30.　

ま
た
、
瀧
川
・
前
掲
（22）

２
６
８
―
２
７
０
頁
も
参
照
。

（
56
） 　

瀧
川
・
同
上
２
７
１
頁
。

（
57
）　

同
上
２
７
６
頁
。

（
58
）　

同
上
２
７
７
頁
。

（
59
）　

同
上
２
７
６
―
２
７
７
頁
。

（
60
）　

同
上
２
７
８
―
２
８
０
頁
。

（
61
）　

同
上
２
８
０
―
２
９
０
頁
。

（
62
）　

同
上
２
８
９
頁
。

（
63
）　

同
上
２
８
９
―
２
９
０
頁
。

（
64
） 　

同
上
２
９
３
―
３
０
６
頁
。See, R

obert E. G
oodin, W

hat is So 

Special about O
ur Fellow

 C
ountrym

en? Ethics, Vol.98, N
o.  4 (1988), at 

663-686.　

当
該
論
文
に
お
い
て
グ
ッ
デ
ィ
ン
は
、
万
人
が
万
人
に
対
し
負

う
一
般
的
義
務
（general duties

）
と
、
特
別
な
関
係
に
あ
る
特
定
個
人
に

対
し
て
の
み
負
う
特
別
義
務
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
国

民
相
互
が
負
う
と
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
後
者
の
説
明
モ
デ
ル
と
し

て
、
強
化
（m

agnifiers

）
モ
デ
ル
、
増
殖
（m

ultipliers

）
モ
デ
ル
、
相
互

（
46
） 　

同
上
１
７
０
頁
。

（
47
） 　

同
上
１
７
１
―
１
７
５
頁
。

（
48
） 　

ま
た
以
上
は
、
井
上
の
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
に
対
し
て
な
さ
れ
た
、
横

濱
に
よ
る
批
判
へ
の
応
答
と
も
な
る
。
詳
細
は
、
関
連
論
点
も
含
め
て
、

同
上
１
７
０
―
１
７
４
頁
脚
注
16
―
18
を
参
照
。

（
49
） 　

同
上
１
７
５
―
１
８
０
頁
。
な
お
、
レ
イ
プ
ハ
ル
ト
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・

モ
デ
ル
お
よ
び
井
上
の
批
判
的
民
主
主
義
に
対
す
る
分
析
と
批
判
と
し
て
、

小
堀
眞
裕
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
の
変
容
』（
法
律
文
化
社
、

２
０
１
２
年
）
２
２
７
―
２
４
５
頁
、
松
本
充
郎
「『
現
代
の
貧
困
』
――

批
判
的
民
主
主
義
の
制
度
論
」
瀧
川
裕
英
・
大
屋
雄
裕
・
谷
口
功
一
編
『
逞

し
き
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
そ
の
批
判
者
た
ち
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、

２
０
１
５
年
）
59
―
76
頁
、
横
濱
竜
也
「
立
法
学
――
「
批
判
的
民
主
主
義
」

を
め
ぐ
っ
て
」
同
２
３
３
―
２
４
３
頁
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
す
る
井
上
の

応
答
と
し
て
、
同
・
前
掲
（25） 

67
―
76
頁
、
１
７
９
―
１
８
０
頁
脚
注
21
、

井
上
達
夫
「
批
判
者
た
ち
へ
の
「
逞
し
き
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」
の
応
答
」
法

と
哲
学
２
号
（
２
０
１
６
年
）
１
９
０
―
１
９
２
、２
３
１
―
２
３
３
頁
も

参
照
。
井
上
の
指
摘
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
型
民
主
主
義
な
ど
の
概
念
は
、

憲
法
学
に
お
け
る
外
国
人
の
政
治
参
加
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
思
考
を
整

理
す
る
上
で
有
用
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
や
や
切
り
口
は

異
な
る
が
、座
談
会
「
外
国
人
の
選
挙
権
・
被
選
挙
権
と
公
務
就
任
権
」
ジ
ュ

リ
ス
ト
１
３
７
５
号
82
頁
長
谷
部
恭
男
発
言
も
示
唆
に
富
む
。

（
50
） 　

井
上
・
前
掲
（25）
１
１
８
―
１
１
９
頁
。

（
51
） 　

同
上
１
１
９
頁
。

（
52
） 　

同
上
１
１
２
―
１
２
０
頁
。

（
53
） 　

な
お
、
移
動
の
自
由
を
個
人
の
諸
権
利
の
共
通
前
提
条
件
と
し
て
重
視



33 － 在留特別許可の諸要件に関する序論的考察（浦川）

い
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
統
治
担
当
候
補
者
に
は
国
境
は
不
要
で
あ
る

（
つ
ま
り
被
選
挙
権
を
国
籍
で
限
定
す
る
必
要
が
な
い
）
と
さ
れ
る
の
に
対

し
、
統
治
責
任
者
に
つ
い
て
は
、
失
敗
国
家
や
専
制
国
家
を
回
避
し
、
法

的
状
態
を
実
現
す
る
た
め
に
は
国
境
が
必
要
で
あ
り
、
自
ら
割
り
当
て
ら

れ
た
国
家
の
統
治
に
関
す
る
責
任
を
負
う
国
民
を
要
す
る
と
さ
れ
る
点
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
従
来
の
憲
法
学
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
外
国
人
の
参
政

権
に
お
け
る
選
挙
権
問
題
に
つ
い
て
は
、
統
治
に
対
し
責
任
を
負
う
国
民

と
外
国
人
の
区
別
の
必
要
性
が
導
か
れ
る
（
た
だ
し
、国
民
の
要
件
と
し
て
、

国
籍
と
す
る
か
一
定
期
間
の
居
住
と
す
る
か
は
次
の
段
階
の
問
題
と
さ
れ

る
。
な
お
、瀧
川
・
前
掲
（37） 

19
―
22
頁
に
お
い
て
は
、文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
関
わ
る
民
族
と
、
政
治
的
共
同
存
在
を
指
す
主
権
者
国
民
と
を
切

り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
、
か
つ
国
民
は
国
籍
に
よ
っ
て
の
み
弁
別
さ
れ

る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
国
民
と
民
族
の
結
び
つ
き
を
維
持
し
た

ま
ま
外
国
人
に
参
政
権
付
与
を
論
じ
る
よ
り
も
、
国
民
と
民
族
の
結
び
つ

き
を
切
断
し
た
上
で
、
国
民
が
統
治
に
関
す
る
責
務
を
負
い
、
外
国
人
の

参
政
権
は
基
本
的
に
否
定
す
べ
き
と
論
じ
て
い
た
）。
統
治
責
任
を
果
た
す

国
民
に
は
、
統
治
に
関
す
る
関
心
と
、
担
当
者
の
選
抜
監
視
に
関
す
る
能

力
が
求
め
ら
れ
、
か
つ
各
国
で
の
健
全
な
統
治
の
た
め
に
は
、
か
か
る
国

民
が
従
前
に
割
り
振
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
瀧
川
は

統
治
を
不
可
能
に
す
る
レ
ベ
ル
で
の
頭
脳
流
出
を
問
題
と
し
、
こ
れ
を
人

の
移
動
に
対
す
る
制
限
の
根
拠
と
す
る
（
離
脱
オ
プ
シ
ョ
ン
に
制
限
を
課

し
、
受
入
国
に
は
有
能
な
統
治
責
任
者
を
過
剰
に
抜
き
取
る
こ
と
を
禁
じ
、

送
出
国
に
は
体
制
批
判
者
を
排
斥
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
）。
た
だ
し
統
治
責

任
者
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
間
は
、
移
民
制
限
の
必
要
は
な
い
と
も

さ
れ
る
。
以
上
が
瀧
川
の
見
解
の
概
略
で
あ
る
が
、
国
家
の
割
当
責
任
か

利
益
社
会
モ
デ
ル
を
概
観
し
た
の
ち
、
こ
れ
ら
の
欠
点
を
示
し
、
割
当
責

任
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
ま
た
、
相
互
利
益
モ
デ
ル
と
比
し
た
と
き
の
割

当
責
任
モ
デ
ル
の
差
異
の
１
つ
と
し
て
、
グ
ッ
デ
ィ
ン
は
、useless

や

helpless
の
地
位
に
立
つ
人
々
に
対
す
る
処
遇
の
差
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
国

家
の
責
任
範
囲
の
領
域
的
境
界
確
定
を
理
想
理
論
と
し
て
提
唱
す
る
瀧
川

と
異
な
り
、
グ
ッ
デ
ィ
ン
は
人
的
な
責
任
範
囲
の
確
定
を
主
張
し
て
い
る
。

（
65
） 　

瀧
川
裕
英
「
神
は
国
境
を
引
く
か
？
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
71
頁
。
瀧
川
は
割

当
責
任
論
に
基
づ
き
、
国
境
を
引
く
こ
と
と
は
、
地
球
全
体
を
各
部
分
に

分
割
し
、
各
部
分
に
お
け
る
統
治
を
担
当
す
る
政
府
を
決
定
す
る
こ
と
と

定
義
す
る
。
そ
し
て
責
任
領
域
確
定
つ
ま
り
国
境
の
引
き
方
と
し
て
、空
間
、

人
間
、
時
間
、
元
素
、
課
題
と
い
っ
た
種
類
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し

た
上
で
、
こ
れ
ら
の
中
で
も
っ
と
も
「
重
複
な
く
欠
落
な
く
（M

utually 

Exclusive and C
ollectively Exhaustive

）」
統
治
担
当
者
を
割
り
当
て
ら

れ
る
国
境
が
、空
間
に
よ
る
境
界
確
定
で
あ
る
と
す
る
（
そ
の
理
由
と
し
て
、

移
動
の
物
理
的
制
約
と
情
報
コ
ス
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
）。
そ
し
て
、
統
治
担

当
者
で
あ
る
領
域
国
家
が
統
治
を
担
当
す
る
域
内
で
、
誰
が
統
治
に
対
し

て
責
任
を
負
う
の
か
と
い
う
と
、
統
治
担
当
者
と
区
別
さ
れ
た
統
治
責
任

者
（
国
民
）
と
さ
れ
る
。
統
治
責
任
者
は
実
際
に
統
治
作
業
を
担
当
す
る

の
で
は
な
く
、
統
治
担
当
者
を
選
抜
し
、
そ
の
統
治
作
業
を
監
視
す
る
責

任
を
負
う
（
瀧
川
の
理
論
と
整
合
す
る
よ
う
に
横
濱
・
井
上
責
務
論
の
為

政
者
な
い
し
統
治
者
・
被
治
者
の
語
を
位
置
付
け
る
と
、
正
義
概
念
の
下

で
正
義
構
想
を
異
に
す
る
国
民
・
統
治
責
任
者
の
中
か
ら
、
統
治
担
当
者

が
選
出
さ
れ
、
両
者
の
立
場
は
反
転
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
統
治
責
任

者
ど
う
し
お
よ
び
統
治
責
任
者
と
統
治
担
当
者
の
間
で
、
真
摯
か
つ
誠
実

な
対
話
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
導
か
れ
る
）。
瀧
川
の
理
論
に
お
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ろ
う
）。
問
題
は
、
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
の
限
界
の
基
準
を
、
ど
こ
に
引
く
か
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
施
光
恒
「
正
義
理
念
の
力
」
法
哲
学
年
報

２
０
１
３
年
１
７
６
頁
、
お
よ
び
井
上
・
前
掲
（42）
『
生
け
る
世
界
の
法
と

哲
学
』
２
６
７
―
２
７
７
頁
も
参
照
。

（
66
） 　

遵
法
義
務
を
こ
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
外
国
人
の
遵
法
義
務

も
、
領
域
内
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
67
） 　

瀧
川
・
前
掲
（22）
３
０
９
―
３
１
３
頁
。
以
上
の
瀧
川
の
世
界
共
和
国
構

想
に
対
し
て
横
濱
は
、
理
想
理
論
で
あ
る
と
し
て
そ
の
実
現
可
能
性
の
低

さ
を
批
判
し
、
こ
れ
を
動
機
お
よ
び
民
主
制
の
軽
視
と
、
意
見
対
立
の
評

価
の
た
め
の
参
照
基
準
の
設
定
の
誤
り
と
い
う
２
点
か
ら
展
開
す
る
。
ま

ず
前
者
に
つ
い
て
横
濱
は
、
正
義
構
想
の
対
立
を
め
ぐ
る
民
主
的
プ
ロ
セ

ス
に
つ
い
て
の
考
察
の
不
足
な
い
し
評
価
の
軽
さ
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ

ち
横
濱
の
考
え
る
と
こ
ろ
、
正
義
を
め
ぐ
る
意
見
対
立
の
際
に
、
互
い
が

互
い
を
論
的
と
認
め
対
話
を
継
続
す
る
の
も
、
各
人
が
誠
実
か
つ
真
摯
に

そ
の
意
見
を
主
張
し
振
る
舞
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
瀧
川
が
カ
ン
ト
か

ら
引
き
出
し
た
正
義
の
自
然
義
務
だ
け
で
は
、
こ
の
誠
実
さ
を
裏
付
け
る

に
十
分
な
道
徳
原
理
を
提
供
し
得
な
い
と
論
じ
る
。
そ
の
上
で
横
濱
は
、

誠
実
に
議
論
す
べ
き
理
由
と
し
て
メ
ン
バ
ー
相
互
の
道
徳
的
関
係
性
を
捕

捉
す
る
。
ま
た
、
遵
法
義
務
の
個
別
性
を
擁
護
す
る
立
場
に
立
つ
横
濱
は
、

瀧
川
の
機
能
的
分
業
論
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
な
お
領
域
的
分
業
に
こ

だ
わ
る
べ
き
と
す
る
。
民
主
制
に
お
い
て
、
市
民
は
正
義
を
め
ぐ
る
誠
実

な
議
論
を
通
し
て
統
治
に
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
安
定
し
た

責
任
遂
行
の
た
め
に
は
市
民
相
互
が
承
認
し
合
う
道
徳
的
関
係
性
が
、
安

定
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
か
か
る
観
点
か
ら
領
域
的
分

業
を
行
う
主
権
国
家
は
な
お
有
望
で
あ
る
、
と
す
る
わ
け
で
あ
る
（
そ
し

ら
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
以
上
の
理
想
理
論
を
現
実
に
引
き
付
け
て
具
体

化
す
る
と
、
移
民
制
限
が
必
要
と
な
る
余
地
は
多
少
拡
大
す
る
だ
ろ
う
。

グ
ッ
デ
ィ
ン
の
医
者
と
病
院
の
例
に
倣
い
、
１
０
０
人
の
患
者
と
５
人
の

医
者
が
存
在
し
、
有
効
な
治
療
の
た
め
に
医
者
１
人
に
つ
き
患
者
20
人
を

割
り
当
て
る
こ
と
が
最
適
と
さ
れ
る
と
措
定
す
る
。
そ
し
て
、
病
院
と
医

者
が
有
望
に
責
任
を
果
た
し
う
る
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
が
こ
の
単
位
だ
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
当
該
病
院
に
、
新
た
に
患
者
が
50
名
移
送
さ
れ
た
ら
、

当
然
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
超
え
、
医
者
に
も
患
者
に
も
不
幸
な
帰
結
が
待
ち

受
け
る
。
そ
の
た
め
、
当
該
病
院
は
暫
定
的
に
、
こ
れ
ら
オ
ー
バ
ー
す
る

患
者
を
他
の
病
院
に
割
り
振
る
選
択
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
上

で
今
後
の
た
め
に
、
受
け
持
ち
う
る
人
数
を
増
や
す
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
を
医
者
に
実
施
し
、
ス
タ
ッ
フ
を
増
員
し
、
病
院
施
設
を
増
強
す
る
と

い
う
改
善
を
漸
次
お
こ
な
う
だ
ろ
う
。
以
上
の
文
章
中
の
、
病
院
、
増
加

患
者
、
医
者
、
施
設
を
そ
れ
ぞ
れ
、
国
家
、
移
民
、
公
務
員
（
プ
ラ
ス
地

域
住
民
）、
国
民
一
般
へ
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
統
合
の
た
め
の
法
制
な

ら
び
に
資
源
へ
と
置
き
換
え
る
と
、
統
合
・
包
摂
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
不
十
分

な
現
状
に
お
け
る
、
暫
定
的
な
移
民
数
の
制
限
は
、
将
来
に
お
け
る
制
度

改
善
の
継
続
的
努
力
を
条
件
と
し
て
正
当
化
さ
れ
う
る
（
そ
し
て
統
合
に

関
す
る
複
雑
な
問
題
は
容
易
に
解
決
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
暫
定
状
態
は

長
期
に
わ
た
る
）。
こ
の
よ
う
に
、
よ
り
現
実
に
引
き
付
け
て
考
え
る
と
、

暫
定
状
態
に
お
け
る
移
民
制
限
は
、
よ
り
認
め
ら
れ
る
許
さ
れ
る
余
地
が

あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（
さ
ら
に
こ
こ
に
、
既
存
の
患
者
の
視
点
か
ら

の
受
け
入
れ
限
界
、
つ
ま
り
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
提
唱
者
が
し

ば
し
ば
口
に
す
る
、
社
会
構
成
文
化
の
保
持
や
、
受
容
可
能
な
多
様
性
の

限
界
問
題
も
考
慮
に
い
れ
る
な
ら
、
制
限
は
一
層
広
く
認
め
ら
れ
る
で
あ
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判
も
な
い
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
は
驚
き
で
あ
る
」
と
述
懐
す
る
。
民
主

制
に
関
す
る
瀧
川
の
そ
の
後
の
小
論
と
し
て
、
本
稿
執
筆
時
点
で
は
く
じ

引
き
民
主
主
義
を
扱
う
、
同
「
偶
然
に
対
す
る
態
度
」
法
律
時
報
91
巻
13

号
１
頁
、
同
「
く
じ
の
御
利
益
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
２
０
１
９
年
３
号

39
頁
、
同
「
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
31
号
１
４
７
頁

が
あ
る
。
瀧
川
責
務
論
の
理
解
に
は
、
本
文
で
の
紹
介
の
横
濱
の
批
判
に

加
え
て
、
宇
野
重
規
に
よ
る
批
判
と
こ
れ
に
対
す
る
応
答
も
参
考
と
な
る
。

宇
野
重
規
「〈
書
評
〉
政
治
的
責
務
論
か
ら
国
家
を
論
じ
る
壮
大
な
試
み
」

法
と
哲
学
４
号
１
１
１
頁
は
、
関
係
的
責
務
論
に
お
け
る
共
和
主
義
の
扱

い
に
対
す
る
不
満
、
哲
学
的
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
利
益
論
に
位
置
付
け
る
こ
と

の
疑
問
と
そ
の
射
程
、
法
的
状
態
実
現
義
務
と
地
球
共
和
国
に
共
鳴
し
つ

つ
も
、
現
在
の
暫
定
状
態
の
国
家
へ
の
政
治
的
責
務
が
派
生
的
義
務
と
し

か
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
の
違
和
感
、
民
主
的
統
制
の
軽
視
を
挙
げ
た
。

以
上
の
指
摘
に
対
し
瀧
川
は
「
地
球
共
和
国
と
そ
の
実
現
可
能
性
――
宇
野

重
規
氏
へ
の
応
答
」
法
と
哲
学
５
号
で
応
答
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
哲
学

的
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
自
説
が
あ
る
意
味
で
は
哲
学
的
ア
ナ
キ
ズ

ム
に
対
す
る
反
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面
に
お
い
て
は
軌
を
一
に
す

る
と
説
明
し
、
哲
学
的
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
主
張
の
考
察
が
十
全
さ
を
指
摘
す

る
。
横
濱
の
動
機
の
軽
さ
批
判
と
も
一
部
重
複
す
る
関
係
的
責
務
と
派
生

論
へ
の
違
和
感
の
指
摘
に
対
し
て
は
、
宇
野
と
瀧
川
の
間
の
、「
理
論
と
現

実
の
関
係
に
対
す
る
態
度
の
違
い
」
お
よ
び
「
政
治
哲
学
・
政
治
思
想
と

法
哲
学
の
学
理
の
違
い
」
の
反
映
と
分
析
す
る
。
ま
た
、
実
現
可
能
性
に

関
す
る
も
う
１
つ
の
批
判
で
あ
っ
た
民
主
制
の
軽
視
に
つ
い
て
は
、
横
濱

へ
の
応
答
と
重
複
す
る
た
め
割
愛
す
る
。

（
68
） 　

瀧
川
の
責
務
論
は
、
国
家
と
個
人
の
関
係
、
お
よ
び
国
家
の
責
任
（
次

て
こ
こ
か
ら
、
メ
ン
バ
ー
相
互
の
道
徳
的
関
係
性
の
た
め
に
、
政
治
体
の

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
対
す
る
利
害
関
心
を
持
つ
者
を
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

と
み
な
し
、
定
住
外
国
人
ら
に
対
し
て
も
参
政
権
を
認
め
る
べ
き
と
い
う

前
述
の
横
濱
の
主
張
に
つ
な
が
る
）。
後
者
の
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
設
定
に
つ
い

て
は
、瀧
川
は
他
者
の
意
思
か
ら
の
独
立
と
し
て
の
自
由
を
「
在
る
べ
き
法
」

の
参
照
基
準
に
設
定
し
て
い
る
が
、「
在
る
法
」
と
そ
の
正
当
化
根
拠
を
用

い
る
べ
き
と
批
判
す
る
（
横
濱
竜
也
「
政
治
的
責
務
論
は
何
を
問
う
べ
き

な
の
か
」
法
哲
学
年
報
２
０
１
８
年
１
２
７
頁
。
な
お
、
横
濱
と
瀧
川
の

間
に
存
在
す
る
、
法
に
関
わ
る
義
務
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
紙
幅

の
都
合
上
大
幅
に
省
略
し
、
本
稿
の
関
心
と
重
な
る
部
分
の
み
を
拾
っ
て

い
る
）。
以
上
の
動
機
と
い
う
実
現
可
能
性
の
側
面
を
重
視
す
る
横
濱
か
ら

の
批
判
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
、
両
論
者
の
当
該
テ
ー
マ
に
対
す
る
研
究

ス
タ
ン
ス
の
違
い
（
あ
る
べ
き
規
範
の
学
究
に
重
き
を
置
く
か
、
実
践
可

能
性
を
よ
り
重
視
す
る
か
）
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
る
た
め
、

こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
瀧
川
は
、「
在
る
べ
き
法
」
を
め
ぐ

る
意
見
対
立
が
存
在
す
る
状
況
下
で
の
基
準
点
は
、
無
条
件
の
「
在
る
法
」

で
は
な
く
、
法
的
状
態
の
暫
定
的
実
現
に
資
す
る
法
ル
ー
ル
と
い
う
以
上

の
答
は
現
状
示
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
、
既
往
の
研
究
は
当
該
論
点
の

前
段
階
に
あ
た
る
理
論
的
考
察
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。

そ
し
て
当
該
論
点
に
答
え
る
た
め
に
は
、「
民
主
制
や
多
数
決
ル
ー
ル
の
意

義
と
限
界
を
含
む
政
治
哲
学
や
そ
れ
に
依
拠
し
た
制
度
構
想
」
を
要
す
る

と
し
た
。
瀧
川
・
前
掲
（39）
「
法
的
状
態
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
１
３
３
頁
。

な
お
横
濱
書
評
へ
の
応
答
に
お
い
て
瀧
川
は
、
カ
ン
ト
か
ら
自
身
が
引
き

出
し
た
法
的
状
態
を
実
現
す
る
自
然
義
務
を
「
ほ
と
ん
ど
聞
い
た
こ
と
さ

え
な
く
、
一
見
し
て
眉
唾
の
主
張
」、「
こ
の
主
張
に
対
し
て
さ
し
た
る
批
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（
69
） 　

法
秩
序
を
維
持
す
る
責
任
を
負
う
国
家
が
、
統
治
権
を
及
ぼ
し
う
る
範

囲
は
、
こ
う
し
て
領
域
的
・
人
的
に
確
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
責
任
範

囲
の
確
定
は
、
誰
が
、
ど
の
問
題
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
性
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
。
人
的
・
地
理
的
な
責
任
範
囲
の
確

定
は
、
よ
き
統
治
の
た
め
に
活
動
す
る
国
家
（
統
治
担
当
者
た
る
公
務
員
）

の
情
報
収
集
能
力
の
限
界
と
人
的
・
物
的
活
動
範
囲
の
限
界
か
ら
も
、
認

め
ら
れ
る
。
ま
た
国
際
政
治
の
観
点
か
ら
は
、
弱
小
主
権
国
家
の
対
外
的

独
立
性
を
超
大
国
か
ら
保
障
す
る
た
め
に
、
正
当
化
さ
れ
う
る
。
以
上
の

観
点
か
ら
、
責
任
範
囲
が
、
過
剰
包
摂
も
過
少
包
摂
も
な
く
確
定
さ
れ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
過
少
・
過
剰
包
摂
の
回
避
の
要

請
は
、
統
治
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
国
民
の
範
囲
の
確
定
に
つ
い
て
も
同

様
に
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
た
境
界
内
で
、
人
々
が
民
主
的
に

対
等
な
関
係
を
構
築
で
き
る
制
度
の
整
備
が
、
国
家
の
な
す
べ
き
こ
と
と

な
る
。

（
70
） 　

大
屋
雄
裕
「
割
当
国
籍
論
の
可
能
性
と
限
界
」
ア
ス
テ
ィ
オ
ン
89
号

１
２
０
―
１
２
１
頁
。
ま
た
、
引
用
前
半
部
分
に
つ
い
て
は
、
同
「
配
慮

の
範
囲
と
し
て
の
国
民
」
中
野
剛
志
編
『
成
長
な
き
時
代
の
「
国
家
」
を

構
想
す
る
――
経
済
政
策
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
・
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
――
』（
ナ
カ

ニ
シ
ヤ
出
版
、
２
０
１
０
年
）
１
７
１
頁
、
引
用
後
半
部
分
の
理
解
に
つ

い
て
は
権
利
語
法
に
関
す
る
同
「
権
利
は
存
在
す
る
か
――
拡
大
と
拡
散
」

法
律
時
報
89
巻
２
号
26
頁
お
よ
び
同
『
法
解
釈
の
言
語
哲
学
』（
勁
草
書
房
、

２
０
０
６
年
）
を
参
照
。
ま
た
、
以
上
の
議
論
と
合
わ
せ
て
、
こ
こ
で
言

わ
れ
て
い
る
政
府
の
「
義
務
」
や
「
責
任
」
は
、
法
的
な
意
味
で
の
そ
れ

で
は
な
く
、
法
を
超
え
た
道
徳
上
の
義
務
で
あ
る
。
実
定
法
の
解
釈
・
適

用
の
正
当
性
を
は
か
る
上
で
、
こ
れ
ら
道
徳
は
機
能
す
る
が
、
そ
れ
単
体

節
で
述
べ
る
「
受
動
的
地
位
」）
を
説
明
し
規
範
と
し
て
提
示
す
る
上
で
優

れ
て
い
る
。
他
方
、
井
上
の
責
務
論
は
、
暫
定
的
な
法
的
状
態
が
維
持
さ

れ
る
な
か
で
、
我
々
の
現
在
の
政
治
社
会
に
お
け
る
国
民
間
で
の
責
任
（
次

節
に
お
け
る
能
動
的
地
位
に
関
す
る
議
論
）
を
、
実
践
的
観
点
か
ら
論
じ

る
基
礎
を
与
え
る
。
こ
れ
ら
議
論
は
、
背
反
し
、
排
他
性
を
有
す
る
も
の

だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
必
ず
し
も
原
理
的
に
両
立
し
得
な
い
も
の
で
は
な

い
と
考
え
る
。
か
つ
て
一
国
内
で
道
徳
問
題
が
複
層
的
に
展
開
さ
れ
う
る

と
し
た
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
の
示
唆
を
想
起
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
ア
ン
ダ
ー
ソ

ン
の
関
係
的
平
等
論
が
人
々
の
対
等
な
関
係
の
た
め
の
諸
自
由
の
保
障
の

責
任
を
同
胞
が
負
う
と
論
じ
る
場
合
の
全
成
人
市
民
の
責
任
も
、
瀧
川
責

務
論
が
論
じ
た
国
家
の
責
任
の
最
終
的
引
き
受
け
主
体
と
し
て
の
国
民
の

責
任
と
、
公
務
員
と
し
て
特
別
加
重
さ
れ
た
責
任
が
混
在
し
て
い
る
も
の

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
瀧
川
の
責
務
論
と
は
ま
た
別
に
、
あ

る
政
治
共
同
体
で
、
人
々
が
対
等
な
地
位
で
政
治
的
決
定
過
程
に
参
加
す

る
場
合
に
お
い
て
と
り
わ
け
妥
当
し
、
国
民
の
責
務
を
強
化
す
る
も
の
が
、

井
上
の
統
治
的
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
論
の
よ
う
に
現
状
、
暫
定
的
に
思
え
る
。

ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
に
つ
い
て
は
、see, W

aldron, supra note (55) at  11  （
カ
ン

ト
を
ベ
ー
ス
に
自
然
的
義
務
論
を
説
く
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
は
、
同
意
論
や
フ
ェ

ア
・
プ
レ
イ
と
自
然
的
義
務
が
両
立
不
可
能
の
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な

く
、
一
国
内
で
複
数
の
道
徳
問
題
の
層
が
展
開
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
唆
す

る
）．
合
わ
せ
て
、
瀧
川
・
前
掲
（22）
１
９
０
頁
も
参
照
。
た
だ
し
、「
両
方

の
い
い
と
こ
取
り
」
を
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
両
方
の
弱
点
を
も
内
包
し
、

蝙
蝠
状
態
と
な
り
か
ね
な
い
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
と
す
る
。

ま
た
前
述
の
通
り
、
遵
法
義
務
お
よ
び
法
概
念
論
と
の
整
合
的
説
明
に
つ

い
て
は
、
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
た
め
考
察
の
対
象
と
し
な
い
。
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み
て
、「
受
動
的
地
位
」
に
関
す
る
責
任
を
「
国
家
」
の
責
任
と
し
た
。
だ
が
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
的
民
主
的
平
等
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
国
家
の
責
任
も
、
最

終
的
に
は
「
正
義
の
自
然
的
義
務
に
基
づ
き
政
治
機
構
を
通
じ
て
、
社
会

の
基
本
構
造
を
正
義
の
原
理
に
適
っ
た
も
の
と
す
る
べ
く
協
働
す
る
と
い

う
、
全
成
人
市
民
の
連
帯
的
責
務
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
う
る
だ
ろ
う
。
森
・

前
掲
（34）
２
４
３
頁
を
参
照
。
そ
し
て
国
家
の
「
受
動
的
地
位
」
保
障
の
た

め
の
責
任
範
囲
も
、
特
定
の
国
民
国
家
に
お
け
る
成
人
市
民
ら
が
第
一
次

的
に
責
任
を
負
う
べ
き
人
々
の
範
囲
、
と
引
き
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

（
76
） 　

例
え
ば
、
東
京
地
判
平
成
30
年
10
月
11
日
ウ
ェ
ス
ト
ロ
ー
ジ
ャ
パ
ン

２
０
１
８
Ｗ
Ｌ
Ｊ
Ｐ
Ｃ
Ａ
１
０
１
１
６
０
０
２
は
、
ベ
ト
ナ
ム
人
の
父
母

か
ら
日
本
国
内
で
生
ま
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
国
籍
の
超
低
出
生
体
重
児
と
そ
の

母
の
退
去
強
制
を
め
ぐ
る
争
訟
に
つ
き
、
違
法
性
の
判
断
基
準
時
で
あ
る

法
務
大
臣
の
裁
決
時
点
で
当
該
子
は
ベ
ト
ナ
ム
の
医
療
事
情
に
お
い
て
は

生
存
が
困
難
で
あ
り
、「
生
命
の
維
持
、
身
体
の
発
育
の
た
め
本
邦
で
の
治

療
を
必
要
と
し
て
お
り
、
ベ
ト
ナ
ム
に
送
還
す
る
こ
と
に
つ
き
著
し
い
支

障
が
あ
っ
た
」
と
し
て
裁
量
の
逸
脱
・
濫
用
を
認
め
、
ま
た
そ
の
母
に
つ

い
て
も
、
在
留
状
況
に
一
定
の
悪
質
性
が
あ
る
も
の
の
、
子
の
看
護
の
必

要
性
か
ら
在
留
特
別
許
可
を
認
め
る
べ
き
と
判
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事

案
は
、
個
人
の
生
存
と
自
由
の
保
障
に
つ
き
、
有
望
に
責
任
を
果
た
し
う

る
国
家
が
そ
の
責
任
を
引
き
受
け
る
べ
き
と
い
う
規
範
的
理
解
に
よ
く
な

じ
む
。

（
77
） 　

東
京
地
判
平
成
15
年
９
月
19
日
判
示
１
８
３
６
号
46
頁
、
東
京
高
判
平

成
16
年
３
月
30
日
訴
月
51
巻
２
号
５
１
１
頁
。

（
78
） 　

思
考
の
整
理
の
仕
方
と
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
た
Ｔ
．
Ｈ
．
マ
ー
シ
ャ
ル

か
ら
直
接
に
何
ら
か
の
法
的
義
務
・
責
任
お
よ
び
こ
れ
に
対
応
す
る
法
的

権
利
が
発
生
す
る
と
い
う
主
張
ま
で
、
本
稿
は
企
図
し
な
い
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
長
谷
部
恭
男
「
前
注
」
長
谷
部
恭
男
編
『
注
釈
日
本
国
憲
法

（２）
』（
有
斐
閣
、２
０
１
７
年
）
７
頁
お
よ
び
同
「
第
10
条
」
同
43
頁
も
参
照
。

（
71
） 　

長
谷
部
恭
男
「
国
家
に
よ
る
自
由
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
１
２
４
４
号
31
頁
、同
・

前
掲
（13）
『
憲
法
﹇
第
７
版
﹈』
89
―
98
頁
、
石
川
健
治
「
人
権
享
有
主
体
論

の
再
構
築
」
法
学
教
室
３
２
０
号
62
頁
、
同
「
人
権
論
の
視
座
転
換
」
ジ
ュ

リ
ス
ト
１
２
２
２
号
２
頁
を
参
照
。
ま
た
、
権
利
義
務
関
係
と
地
位
に
つ

い
て
は
、
瀧
川
裕
英
・
宇
佐
美
誠
・
大
屋
雄
裕
著
『
法
哲
学
』（
有
斐
閣
、

２
０
１
４
年
）
１
３
２
―
１
３
３
頁
も
参
照
。

（
72
） 　

説
明
の
便
宜
上
、
こ
こ
で
は
準
用
説
に
立
脚
す
る
。

（
73
） 　

高
橋
和
之
・
岩
沢
雄
司
・
早
川
眞
一
郎
「﹇
鼎
談
﹈
国
籍
法
違
憲
判
決
を

め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
１
３
６
６
号
46
―
51
頁
（
高
橋
発
言
）。
ま
た
、

同
判
決
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
に
通
底
す
る
国
民
観
を
、
形
式
的
国
民
観
（
反

対
意
見
）
と
実
質
的
国
民
観
（
多
数
意
見
）
に
区
別
し
、
後
者
を
説
得
的

と
評
価
し
た
上
で
高
橋
の
上
述
の
権
利
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
賛
同
す
る
先

行
研
究
と
し
て
、
栗
田
佳
泰
「
判
批
」
法
制
研
究
75
巻
４
号
１
１
２
―

１
１
３
頁
（
栗
田
は
高
橋
の
鼎
談
発
言
を
引
き
、「
実
質
的
国
民
観
を
前
提

と
す
る
場
合
、
よ
り
踏
み
込
ん
で
、『
国
家
の
構
成
員
』
と
し
て
適
格
性
を

有
す
る
者
は
、
国
籍
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
と
介
す
る
こ
と
も
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
す
る
）。

（
74
） 　

関
係
的
平
等
論
プ
ラ
ス
デ
モ
ス
の
範
囲
確
定
論
と
し
て
の
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
は
、
特
に
後
者
の
能
動
的
地
位
の
確
定

に
資
す
る
議
論
と
な
り
う
る
と
現
状
考
え
て
い
る
。

（
75
） 　

な
お
本
稿
は
、
先
述
の
通
り
憲
法
学
に
お
け
る
議
論
へ
の
融
通
性
を
鑑
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能
動
的
地
位
も
セ
ッ
ト
で
認
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
の
思
考
に
直
結
し

が
ち
で
、
当
該
政
治
共
同
体
に
お
け
る
公
共
的
理
由
に
基
づ
く
政
治
的
主

張
を
お
こ
な
わ
な
い
者
を
排
除
す
る
評
価
に
繋
が
り
や
す
い
。
こ
の
よ
う

な
主
張
も
、
あ
る
面
で
は
妥
当
と
い
え
る
。
成
年
者
に
対
す
る
以
上
の
評

価
を
変
化
さ
せ
る
主
張
を
お
こ
な
い
た
い
場
合
、
１
つ
の
方
策
と
し
て
は
、

「
受
動
的
地
位
」
と
能
動
的
地
位
を
切
り
離
す
と
い
う
思
考
も
あ
る
。
こ
の

場
合
、
先
に
暫
定
的
に
「
受
動
的
地
位
」
を
認
め
た
の
ち
、
統
合
プ
ロ
グ

ラ
ム
へ
の
参
加
に
よ
る
公
民
的
徳
性
の
陶
冶
を
擬
制
し
、
も
っ
て
在
特
で

在
留
資
格
を
認
め
ら
れ
て
い
る
期
間
に
国
籍
を
取
得
す
る
機
会
を
活
用
し
、

能
動
的
地
位
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
、

と
い
う
制
度
設
計
が
血
統
主
義
を
採
用
す
る
国
民
国
家
に
お
い
て
は
必
要

と
な
ろ
う
（
あ
る
い
は
、
よ
り
過
酷
な
制
度
設
計
と
し
て
は
、「
二
級
市
民
」

を
国
内
に
作
ら
な
い
た
め
に
、
成
人
の
「
受
動
的
地
位
」
と
能
動
的
地
位

の
分
離
不
可
能
性
を
説
き
、
当
該
政
治
的
共
同
体
に
お
け
る
能
動
的
主
体

た
り
得
な
い
た
め
一
切
の
地
位
を
認
め
な
い
、
と
論
じ
る
こ
と
も
選
択
肢

と
し
て
は
存
在
す
る
）。
な
お
在
特
に
関
し
て
、
現
行
法
上
の
い
ず
れ
の
在

留
資
格
を
付
与
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。

（
80
） 　

歴
史
的
・
社
会
学
的
見
地
か
ら
血
統
主
義
と
当
該
国
と
の
結
び
つ
き
に

つ
き
論
じ
る
研
究
と
し
て
、秋
葉
丈
志
『
国
籍
法
違
憲
判
決
と
日
本
の
司
法
』

（
信
山
社
、
２
０
１
７
年
）
１
５
７
頁
も
参
照
。

（
81
） 　

制
度
の
運
用
史
を
み
る
と
、
出
入
国
管
理
令
の
時
代
に
は
、
特
別
許
可

は
旧
植
民
地
出
身
者
の
人
道
配
慮
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
そ
の
後
は
政
治
犯
・

政
治
難
民
の
不
引
渡
し
の
主
張
に
も
用
い
ら
れ
期
待
を
込
め
ら
れ
た
歴
史

を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
運
用
史
も
、
個
人
の
生
存
へ
の
配
慮
の
責
任
の
割

当
て
、
お
よ
び
血
統
主
義
（
あ
る
い
は
人
的
境
界
）
の
補
充
と
い
う
見
方

に
よ
るcitizenship

の
「
公
民
的
（civic

）
要
素
」、「
政
治
的
（political

）

要
素
」、「
社
会
的
（social

）
要
素
」
を
用
い
て
、「
受
動
的
地
位
」
と
能
動

的
地
位
に
関
す
る
本
文
記
載
の
内
容
を
置
き
換
え
る
見
方
も
あ
り
う
る
だ

ろ
う
が
、本
稿
は
マ
ー
シ
ャ
ル
の
整
理
を
採
用
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、「
公

民
的
要
素
」
と
記
述
す
る
こ
と
で
、人
身
の
自
由
や
信
教
の
自
由
と
い
っ
た
、

既
存
の
権
利
の
名
を
有
す
る
自
由
を
想
起
さ
せ
が
ち
で
、
長
谷
部
が
説
い

た
一
般
的
自
由
や
、
瀧
川
の
理
論
か
ら
読
み
取
れ
る
、
国
家
が
維
持
す
る

法
秩
序
か
ら
享
受
す
る
あ
ら
ゆ
る
便
益
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
離
れ

て
し
ま
う
こ
と
の
危
惧
に
あ
る
。Citizenship

の
要
素
に
つ
い
て
は
、Ｔ
．Ｈ
．

マ
ー
シ
ャ
ル
「
市
民
資
格
（citizenship

）
と
社
会
的
階
級
」
Ｔ
．
Ｈ
．
マ
ー

シ
ャ
ル
著
（
岡
田
藤
太
郎
・
森
定
玲
子
訳
）『
社
会
学
・
社
会
福
祉
学
論
集
』

84
頁
を
参
照
。

（
79
） 　

こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
居
住
権
と
し
て
主
張
さ
れ
る
内
容
は
、
そ
れ

ま
で
有
し
て
い
た
国
籍
の
放
棄
の
宣
言
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、（
能
動
的

地
位
を
除
く
）
国
籍
請
求
の
主
張
へ
と
内
容
が
接
近
す
る
。
ま
た
、
以
上

の
よ
う
な
把
握
は
と
り
わ
け
、
非
正
規
滞
在
者
の
な
か
で
も
、
そ
の
地
位

に
つ
き
自
己
の
意
思
や
努
力
に
よ
る
変
更
が
不
可
能
で
、
ま
た
入
管
法
違

反
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
子
ど
も
等
に
当
て
は
ま
り
や
す
い
。

そ
し
て
本
文
で
説
明
し
た
シ
ス
テ
ム
理
解
に
の
っ
と
れ
ば
、
在
特
は
子
ど

も
等
が
他
の
定
住
外
国
人
等
と
並
び
、
正
規
の
「
受
動
的
地
位
」
に
立
つ

た
め
の
機
会
を
付
与
し
、
引
き
続
き
在
留
を
認
め
る
制
度
と
位
置
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
自
己
の
選
択
に
よ
り
不
正
に
入
国
・
超
過
滞
在

を
お
こ
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
定
犯
と
し
て
の
責
任
か
ら
、
子

ど
も
等
と
同
視
し
評
価
す
る
こ
と
が
な
お
困
難
で
あ
る
。
く
わ
え
て
成
年

の
場
合
に
は
、「
受
動
的
地
位
」
を
認
め
る
と
普
通
選
挙
の
原
則
の
都
合
上
、
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る
生
活
実
態
に
基
づ
く
議
論
や
、
モ
ト
ム
ラ
が
論
じ
た
加
盟
的
移
民
観
な

ど
が
論
証
を
省
き
、
あ
る
い
は
見
落
と
し
て
き
た
要
素
を
、
洗
い
出
し
整

理
し
直
す
機
能
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、ボ
ズ
ニ
ア
ッ
ク
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
、

国
家
（
な
い
し
国
民
）
が
領
土
内
に
所
在
す
る
非
市
民
に
対
し
負
う
責
務

の
増
加
の
根
拠
と
し
て
、
従
来
の
議
論
を
整
理
す
る
と
加
盟
（affiliation

）、

反
カ
ー
ス
ト
（anti-caste

）、
領
域
管
轄
（jurisdiction

）
と
い
う
応
答
が

論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
難
点
も
同
時
に
抱
え
て
き
た
（
こ

れ
ら
に
つ
き
ボ
ズ
ニ
ア
ッ
ク
は
、
例
え
ば
加
盟
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
領

土
内
の
共
住
性
と
い
う
事
実
に
と
ど
ま
ら
な
い
責
務
の
要
素
を
前
提
と
し

て
い
る
点
な
ど
が
、
ま
た
反
カ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
平
等
原
則
が

国
境
内
に
と
ど
ま
る
の
か
な
ど
が
難
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
補
足

す
る
と
、
加
盟
ベ
ー
ス
の
移
民
論
に
関
し
モ
ト
ム
ラ
は
、
移
民
を
成
員
と

し
て
迎
え
入
れ
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
る
際
に
、
地
域
で
の
共
住
に
加
え
て
、

納
税
や
就
労
と
い
っ
た
居
住
者
と
し
て
要
請
さ
れ
る
奉
仕
な
い
し
責
務
の

遂
行
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
生
活

実
態
を
ベ
ー
ス
と
す
る
議
論
な
い
し
裁
判
上
の
主
張
に
お
い
て
も
、
一
部

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
奉
仕
の
性
質
を
排
除
し
て
考
え
る
と
、

そ
の
場
合
の
議
論
は
「
国
家
の
責
任
」
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
議
論
の
基
礎
と
し
て
責
務
論
に
よ
り
精
緻
化
さ
れ
た
考
察
を
必

要
と
す
る
）。
な
お
政
治
的
責
務
論
に
お
い
て
語
ら
れ
る
国
民
な
い
し
市
民

の
責
務
の
内
容
は
、
遵
法
義
務
か
ら
兵
役
義
務
ま
で
多
岐
に
渡
る
。
ま
た
、

い
か
な
る
責
務
の
遂
行
が
、
い
か
な
る
地
位
と
結
び
つ
く
か
に
つ
い
て
も

考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。See, Linda B

osniak, supra 

note (14) at 403-410.　

例
え
ば
門
田
孝
「
在
留
権
」
近
藤
敦
編
『
外
国
人

の
法
的
地
位
と
人
権
擁
護
』（
明
石
書
店
、
２
０
０
２
年
）
66
―
68
頁
は
、

と
反
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
挽
地
康
彦
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な

交
換
の
政
治
」
近
藤
敦
・
塩
原
良
和
・
鈴
木
江
理
子
『
非
正
規
滞
在
者
と

在
留
特
別
許
可
』（
日
本
評
論
社
、２
０
１
０
年
）
17
頁
、中
村
・
前
掲
（８）
「
退

去
強
制
法
研
究
序
説
」
（４） 

51
頁
も
参
照
。
な
お
在
特
と
国
籍
請
求
の
訴
訟

戦
略
上
お
よ
び
責
務
論
的
観
点
か
ら
の
性
質
上
の
親
近
性
を
示
唆
す
る
も

の
と
し
て
、丹
野
清
人
『
国
籍
の
境
界
を
考
え
る
﹇
増
補
版
﹈』（
吉
田
書
店
、

２
０
２
０
年
）
１
３
８
、１
４
２
頁
も
参
照
。

（
82
） 　

同
判
決
の
多
数
意
見
は
、
憲
法
１
０
条
委
任
の
国
籍
の
法
律
に
よ
る
範

囲
確
定
に
つ
い
て
立
法
裁
量
を
認
め
た
上
で
、
国
籍
法
３
条
１
項
の
制
定

当
時
の
合
理
性
を
認
め
つ
つ
、
国
家
の
成
員
資
格
で
あ
る
国
籍
が
持
つ
重

要
な
法
的
地
位
と
い
う
側
面
、
お
よ
び
非
嫡
出
子
が
準
正
子
と
な
る
か
は

本
人
の
意
思
や
努
力
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
ず
、
ま
た
胎
児
認
知
を
受
け
た

非
準
正
子
な
ど
と
比
較
し
た
と
き
、
手
段
の
目
的
と
の
合
理
的
関
連
性
が

認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
直
接
救
済
を
お
こ
な
っ
た
。
日
本
国
民
と
血
縁

関
係
を
有
し
な
い
非
正
規
滞
在
者
に
と
っ
て
は
、
同
判
決
と
の
懸
隔
は
大

き
い
。
14
条
に
よ
る
救
済
が
な
さ
れ
た
同
判
決
と
異
な
り
、
在
特
に
お
い

て
は
誰
と
比
較
す
れ
ば
い
い
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
判
例
も
国
籍

請
求
権
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み

る
と
、
結
論
あ
り
き
で
考
え
法
理
を
歪
め
た
解
釈
を
展
開
す
る
の
で
は
な

く
、
理
論
と
照
合
し
、
道
徳
的
に
も
是
認
で
き
る
よ
り
良
き
法
解
釈
を
試

み
る
の
な
ら
、
国
籍
法
違
憲
判
決
は
、
在
特
を
め
ぐ
る
地
位
の
性
質
の
考

察
素
材
と
し
て
有
益
で
あ
る
が
、
実
際
の
裁
判
ま
で
射
程
に
含
む
と
は
思

え
な
い
。

（
83
） 　

本
文
で
述
べ
た
内
容
を
敷
衍
す
る
。
横
濱
、
瀧
川
、
井
上
の
責
務
論
か

ら
の
抽
出
さ
れ
た
以
上
の
結
論
は
、
外
国
人
の
人
権
享
有
主
体
性
に
関
す
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も
参
照
。

日
本
国
民
と
生
活
実
態
が
異
な
ら
な
い
外
国
人
は
、
非
正
規
滞
在
者
も
含

め
、「
極
力
日
本
国
民
と
同
様
の
人
権
保
障
が
な
さ
れ
る
べ
き
」
と
し
て
、

国
民
と
平
等
の
処
遇
を
説
く
。
入
管
法
違
反
の
非
正
規
滞
在
者
に
対
す
る

違
法
行
為
の
非
難
に
対
し
て
も
、
違
法
行
為
の
形
式
性
お
よ
び
具
体
的
被

害
者
の
不
在
、
勤
労
と
納
税
の
義
務
の
履
行
を
あ
げ
て
、
居
住
権
の
保
障

を
必
要
と
す
る
。
責
務
と
絡
め
ず
、
純
粋
に
生
活
実
態
へ
言
及
し
外
国
人

の
社
会
権
・
出
入
国
の
自
由
・
参
政
権
を
論
じ
る
わ
が
国
の
先
行
研
究
と

し
て
、
浦
部
法
穂
『
憲
法
学
教
室
﹇
第
三
版
﹈』（
日
本
評
論
社
、
２
０
１
６

年
）
60
―
68
、
５
１
４
、５
４
６
頁
（
浦
部
は
国
民
概
念
と
国
籍
に
つ
い
て
、

「
主
権
者
の
範
囲
を
確
定
す
る
前
提
と
し
て
「
国
籍
」
の
明
確
化
が
必
要
と

さ
れ
た
」
と
し
て
、主
権
者
た
る
国
民
概
念
の
先
行
性
を
説
く
。
そ
の
上
で
、

当
該
国
民
が
「
具
体
的
に
ど
の
範
囲
の
者
を
指
す
か
は
、
ど
の
範
囲
の
者

が
主
権
者
で
あ
る
べ
き
か
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
当
然
に
「
国
籍
保
持
者
」

に
限
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
）。
ボ
ズ
ニ
ア
ッ
ク
が
紹
介

し
た
モ
ト
ム
ラ
の
移
民
観
に
つ
い
て
は
、M

otom
ura, A

M
ER

IC
A

N
S IN 

W
A

ITIN
G, supra note (8), M

otom
ura, IM

M
IG

R
ATIO

N O
U

TSID
E TH

E L
AW

, 

supra note (8)

を
参
照
。
ま
た
、
モ
ト
ム
ラ
の
研
究
を
紹
介
す
る
も
の
と

し
て
、
新
井
信
之
「
出
入
国
・
国
籍
の
歴
史
と
合
衆
国
市
民
へ
の
道
」
ア

メ
リ
カ
法
２
０
０
８
年
２
号
２
７
３
頁
、
大
沢
秀
介
「
移
民
と
憲
法
問
題

――
司
法
は
移
民
規
制
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
判
断
で
き
る
か
？
」
大
沢
秀
介
・

大
林
啓
吾
編
『
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
問
題
と
司
法
審
査
』
１
頁
、M

otom
ura 

H
iroshi

著
（
新
井
信
之
訳
）「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
移
民
・
国
籍
の

歴
史
、
法
、
そ
し
て
家
族
に
つ
い
て
：
わ
れ
わ
れ
は
労
働
者
を
求
め
た
が
、

家
族
が
や
っ
て
き
た
」
香
川
法
学
32
巻
２
号
２
１
５
頁
も
参
照
。
ま
た
反

カ
ー
ス
ト
、
反
支
配
的
国
内
秩
序
維
持
の
主
張
と
し
て
、O

w
en Fiss, A

 


