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再
び
国
会
議
員
の
免
責
特
権
に
つ
い
て

i
佐
藤
幸
治
教
授
の
所
説
に
よ
せ
て
一

安
　
藤
高
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
私
は
か
つ
て
「
国
会
議
員
の
免
責
特
権
」
と
題
す
る
論
文
で
、
某
衆
議
院
議
員
が
委
員
会
で
の
法
案
審
議
に
際
し
札
幌
市
内
の
あ
る
病

　
　
院
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
実
名
を
挙
げ
て
当
該
病
院
の
院
長
の
異
常
性
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
、
同
院
長
が
翌
日
自
殺
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

　
　
遺
族
（
院
長
の
妻
）
よ
り
民
法
七
〇
九
条
、
七
一
〇
条
、
お
よ
び
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
基
づ
き
議
員
個
人
と
国
に
対
し
損
害
賠
償
を

　
　
求
め
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
事
件
（
以
下
「
本
件
」
と
い
う
）
に
関
し
、
免
責
特
権
に
つ
い
て
の
私
の
理
解
や
札
幌
地
裁
に
よ
る
第
一
審

　
　
判
決
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
の
べ
光
。
さ
ら
に
ま
た
こ
の
論
文
（
以
下
「
前
集
」
と
い
う
）
の
校
正
段
階
で
札
幌
高
裁
よ
り
控
訴
審
判

　
　
決
が
言
渡
さ
れ
た
の
で
、
追
記
と
し
て
、
当
該
判
決
の
紹
介
と
私
の
コ
メ
ン
ト
も
そ
れ
に
付
け
加
え
た
。

　
　
　
前
稿
の
末
尾
で
こ
の
よ
う
に
簡
単
に
ふ
れ
た
札
幌
高
裁
に
よ
る
控
訴
審
判
決
に
関
し
、
佐
藤
教
授
は
「
議
員
の
免
責
特
権
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
と
題
す
る
論
文
を
公
に
さ
れ
た
。
そ
れ
は
こ
の
判
決
を
手
掛
り
に
改
め
て
前
池
で
ふ
れ
た
「
『
議
員
の
免
責
特
権
』
に
つ
い
て
の
覚
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

説
　
　
と
「
『
議
員
の
免
責
特
権
』
に
つ
い
て
」
と
い
う
教
授
の
二
つ
の
論
文
の
趣
旨
を
敷
衛
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
ま
た
何
ケ

論
　
所
か
、
私
の
前
稿
に
も
言
及
し
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。
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払肖冊 説

　
私
は
現
在
も
前
稿
で
の
べ
た
見
解
を
維
持
し
て
い
る
が
、
こ
の
佐
藤
教
授
の
新
し
い
論
文
や
そ
こ
で
の
私
に
対
す
る
批
判
に
対
し
、
そ

れ
自
体
に
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
行
論
の
あ
り
方
に
つ
い
て
疑
問
や
意
見
を
の
べ
る
形
で
、
私
の
前
稿
で
の
見
解
を
簡
単
な
が
ら
補
足
し

て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
繰
返
し
に
な
る
が
、
最
初
に
憲
法
五
一
条
（
以
下
単
に
「
五
一
条
」
と
い
う
）
が
両
議
院
の
議
員
（
以
下
単
に
「
議
員
」
と
い
う
）
の

議
院
で
行
っ
た
演
説
（
以
下
原
則
と
し
て
「
議
院
で
行
っ
た
」
を
省
略
し
て
単
に
「
演
説
」
と
い
う
一
な
お
い
う
ま
で
も
な
く
五
一
条
は

そ
の
他
に
「
討
論
又
は
表
決
」
も
加
え
て
い
る
が
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
専
ら
演
説
な
の
で
、
本
稿
で
は
単
に
演
説
の
み
を

論
じ
る
こ
と
に
す
る
）
に
つ
い
て
は
、
「
院
外
で
責
任
を
問
は
れ
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　
先
ず
議
員
と
い
う
地
位
の
性
格
か
ら
し
て
そ
の
演
説
に
つ
き
議
員
が
政
治
的
な
い
し
道
義
的
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
免

れ
得
な
い
し
、
ま
た
そ
も
そ
も
防
止
の
仕
様
も
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
然
こ
こ
で
「
問
は
れ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
責
任
は
法
的
責

任
、
す
な
わ
ち
民
刑
事
法
上
の
責
任
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
周
知
の
よ
う
に
懲
戒
責
任
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
）
。
本
件
は
民
事
責
任

を
め
ぐ
る
事
例
な
の
で
、
以
下
で
は
右
に
演
説
の
み
に
本
稿
の
対
象
を
し
ぼ
っ
た
の
と
同
様
に
、
民
事
責
任
の
み
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る

が
、
こ
う
し
て
五
一
条
は
通
常
な
ら
ば
問
わ
れ
得
る
民
事
責
任
が
議
員
の
演
説
に
つ
い
て
は
問
わ
れ
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
議
員
の
演
説
に
つ
い
て
免
責
を
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
勿
論
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は

個
々
の
国
民
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て
で
も
議
員
の
演
説
に
手
厚
い
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
結
局
は
国
政
、
ひ
い
て
は
国
民
全
体
の
利
益
に

適
う
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
的
責
任
の
追
及
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
個
々
の
国
民
の
利
益
と
、
そ
の
よ
う
な

責
任
を
免
じ
て
、
議
員
が
責
任
追
及
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
、
闊
達
に
演
説
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
を

比
較
し
て
、
憲
法
は
後
者
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
無
論
前
稿
で
も
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
免
責
特
権
の
保
障
に
つ
い
て
は
、
議
員
の
演
説
が
そ
れ
程
の
保
護
に
値
す
る
か
と
か
、

64　（1　●　2）　2



再び国会議員の免責特権について（安藤）

国
民
個
々
の
利
益
を
そ
の
よ
う
に
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
と
か
、
個
々
の
国
民
の
利
益
か
免
責
特
権
の
保
障
か
と
い
っ
た
二

者
択
一
的
に
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
基
本
法
の
よ
う
に
「
誹
三
農
侮
辱
」
に
つ
い
て
は
免
責
を
認
め
な
い
と
い
う
よ
う
な
両
者
の
調
整
が
は

か
ら
れ
な
い
か
、
と
い
っ
た
様
々
な
批
判
や
立
法
論
が
あ
り
得
る
。

　
し
か
し
五
一
条
は
右
に
の
べ
た
よ
う
に
議
員
の
演
説
に
絶
対
的
免
責
を
与
え
る
こ
と
が
国
政
の
、
ひ
い
て
は
国
民
全
体
の
利
益
に
適
合

的
で
あ
る
と
の
判
断
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
判
断
に
基
づ
く
免
責
特
権
の
保
障
は
何
ら
特
異
な
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
憲
法
史
的
に
み
れ
ば
、
玉
稿
で
の
べ
た
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
権
利
章
典
や
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
流
れ

に
沿
う
ご
く
通
常
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
議
員
の
演
説
に
免
責
特
権
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
と
比
較
さ
れ
る
個
々
の
国
民
の
利
益
、
す
な
わ
ち
五
一

条
が
な
け
れ
ば
議
員
の
演
説
が
そ
の
侵
害
と
し
て
責
任
を
追
及
さ
れ
得
る
法
益
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
演
説

と
い
う
行
為
に
照
ら
し
て
誰
し
も
直
ち
に
念
頭
に
浮
べ
る
の
は
「
名
誉
」
で
あ
ろ
う
。
憲
法
の
教
科
書
が
一
様
に
「
問
は
れ
な
い
」
と
さ

れ
た
責
任
の
典
型
例
と
し
て
、
名
誉
体
重
行
為
に
つ
い
て
の
民
事
上
お
よ
び
刑
事
上
の
責
任
、
と
く
に
損
害
賠
償
責
任
と
名
誉
谷
野
罪
を

挙
げ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
う
し
て
五
一
条
は
具
体
的
に
は
、
議
員
の
演
説
が
法
的
責
任
の
追
及
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
る

国
民
全
体
の
利
益
と
、
名
誉
を
中
心
と
す
る
個
々
の
国
民
の
法
益
の
比
較
を
経
て
制
定
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
ま
た
五
一
条
は
議
員
の
演
説
に
対
し
民
事
責
任
（
と
く
に
名
誉
殿
損
の
損
害
賠
償
責
任
）
の
追
及
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
か
な
る

支
障
が
議
員
に
生
じ
る
と
想
定
し
て
い
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
免
責
特
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
か
な
る
支
障
か
ら
議
員
を
解
放
し

て
国
政
の
発
展
、
す
な
わ
ち
国
民
の
利
益
の
実
現
に
つ
と
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
も
具
体
的
に
考
え
て
み
る
と
、
賠
償
金

の
支
払
い
と
い
う
金
銭
的
負
担
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
さ
ら
に
加
え
て
、
ω
民
事
責
任
が
追
及
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
自
己
の
演
説
の
違

法
性
が
判
断
さ
れ
た
り
、
認
定
さ
れ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
員
の
自
由
、
率
直
な
演
説
に
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
る
心
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論説

理
的
萎
縮
効
果
、
②
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
被
告
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
敵
対
陣
営
に
よ
っ
て
選
挙
時
等
に
最
大
限
利
用
さ
れ
る
よ
う
な
、

民
事
責
任
が
実
際
に
追
及
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
議
員
の
政
治
的
立
場
の
弱
体
化
、
㈹
応
訴
の
負
担
が
も
た
ら
す
議
員
活

動
の
妨
げ
、
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
見
す
る
と
賠
償
金
の
支
払
い
の
負
担
が
最
も
重
大
な
支
障
に
み
え
る
が
、
本

件
の
よ
う
に
億
単
位
の
賠
償
金
が
請
求
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
別
に
し
て
、
ふ
つ
う
判
例
で
み
る
名
誉
殿
損
の
損
害
賠
償
金
の
額
が
そ
れ

程
高
額
で
な
い
こ
と
や
、
所
属
政
党
等
に
よ
っ
て
賠
償
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
援
助
が
期
待
で
き
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
実
際

に
は
重
視
さ
れ
る
べ
き
は
後
三
者
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
こ
の
三
者
は
㈹
の
理
解
如
何
に
よ
っ
て
は
戴
然
と
は
区
別
さ
れ
ず
、
相
互
に
重
な
り
合
う
こ
と
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
を
被
告
と
し
て
対
応
、
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
負
担
と
し
て
、
一
応
三
者
を
分
け
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
う
ち
一
般
に
重
要
と

思
わ
れ
て
い
る
の
は
㈹
で
あ
る
。

　
し
か
し
確
か
に
そ
の
負
担
が
議
員
活
動
に
も
た
ら
す
支
障
は
か
な
り
の
も
の
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
と
し
て
も
、
ω
と
②
が
も
た
ら
す

支
障
も
こ
れ
に
劣
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
却
っ
て
㈹
が
適
切
な
訴
訟
代
理
人
の
選
任
や
そ
の
代
理
人
と
の
充
分
な
協
力
に

よ
っ
て
か
な
り
の
程
度
克
服
可
能
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
、
ω
と
②
は
専
ら
議
員
本
人
の
み
の
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は

こ
れ
ら
の
支
障
の
方
が
よ
り
大
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
私
は
こ
の
よ
う
に
五
一
条
は
単
に
賠
償
金
の
支
払
い
と
い
う
金
銭
的
負
担
か
ら
の
議
員
の
解
放
を
は
か
る
も
の
で
は
な
く
、

右
の
よ
う
な
、
そ
の
演
説
が
法
的
評
価
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
よ
り
本
質
的
な
議
員
活
動
へ
の
支
障
を
取
り

除
き
、
院
内
で
の
自
由
な
言
論
活
動
を
保
障
し
て
国
民
全
体
の
利
益
の
実
現
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て

こ
う
し
た
五
一
条
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
同
条
は
訴
訟
法
的
に
は
、
議
員
の
演
説
が
法
的
評
価
、
す
な
わ
ち
裁
判
の
対
象
に
な
ら
な
い
こ
と

を
定
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
し
、
し
た
が
っ
て
仮
に
議
員
の
演
説
に
つ
い
て
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
な
ら
ば
、
不
適
法
な
訴
え
と
し
て
却
下
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判
決
が
言
渡
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
ま
た
こ
の
こ
と
は
議
員
本
人
を
相
手
と
し
た
訴
え
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
．
議
員
の
演
説
に
つ
い
て
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
よ
っ
て
国

家
賠
償
が
請
求
さ
れ
る
場
合
に
も
同
様
に
妥
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
同
条
項
に
よ
る
国
家
の
賠
償
責
任
は
公
務
員
が
「
違
法

に
」
他
人
に
損
害
を
加
え
た
時
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
適
用
を
論
じ
る
こ
と
は
必
然
的
に
議
員
の
演

説
に
つ
い
て
の
法
的
評
価
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
や
は
り
五
一
条
の
趣
旨
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
理
を
認
め
ず
、
右
に

批
判
し
た
よ
う
な
、
五
一
条
を
も
っ
て
専
ら
議
員
の
金
銭
的
負
担
の
免
除
を
は
か
る
も
の
と
す
る
か
の
よ
う
な
見
解
を
と
っ
て
、
「
国
が

国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
基
づ
く
責
任
を
負
う
場
合
に
は
、
同
条
二
項
に
よ
り
当
該
国
会
議
員
に
対
し
て
求
償
す
る
の
を
許
さ
な
い
も
の

と
す
れ
ば
、
憲
法
五
一
条
の
趣
旨
に
も
と
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
本
件
控
訴
審
判
決
は
、
五
一
条
の
意
義
を
き

わ
め
て
媛
小
化
す
る
も
の
と
し
て
、
私
は
全
く
賛
成
で
き
な
い
。

　
以
上
が
私
の
基
本
的
な
五
一
条
理
解
で
あ
る
が
、
佐
藤
教
授
が
前
稿
で
ふ
れ
た
二
論
文
、
お
よ
び
「
議
員
の
免
責
特
権
に
つ
い
て
」
で

展
開
さ
れ
た
見
解
は
こ
れ
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
学
説
の
対
立
は
し
ば
し
ば
生
じ
る
こ
と
で
あ

る
し
、
教
授
の
見
解
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
私
の
疑
問
は
す
で
に
前
稿
で
あ
ら
か
た
の
べ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
繰
返
さ
な
い
。
ま
た
教

授
の
見
解
が
現
行
法
の
解
釈
論
と
し
て
は
賛
成
で
き
な
い
と
し
て
も
、
今
後
の
あ
る
べ
き
免
責
特
権
像
に
つ
い
て
の
鋭
い
問
題
提
起
と
し

て
、
充
分
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
教
授
と
同
様
に
本
件
を
き
わ
め
て
不
幸
で
痛
ま
し
い
事
件
と
思
っ
て
い

る
こ
と
も
こ
こ
で
の
べ
て
お
き
た
い
。

　
た
だ
私
は
最
初
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
教
授
が
「
議
員
の
免
責
特
権
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
と
ら
れ
て
い
る
自
説
の
展
開
の
仕
方
や
私

の
説
へ
の
批
判
な
い
し
言
及
の
仕
方
に
い
さ
さ
か
理
解
や
納
得
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
私
の
疑
問
や
意

見
を
の
べ
、
ま
た
私
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

64　（1　●　5）　5



払面冊 説

　
以
下
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
書
か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
順
序
と
し
て
は
「
議
員
の
免
責
特
権
に
つ
い
て
」
の
叙
述
の
順
に

従
っ
て
疑
問
や
意
見
を
の
べ
、
ま
た
私
の
立
場
を
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
佐
藤
教
授
は
私
の
説
に
対
し
先
ず
、
「
安
藤
高
行
教
授
は
、
…
一
審
判
決
が
一
方
で
免
責
特
権
の
絶
対
性
を
断
言
し
な
が
ら
、
他
方
で

却
下
説
を
斥
け
、
し
か
も
実
体
に
ふ
み
こ
ん
で
議
論
を
展
開
す
る
の
は
『
五
一
条
の
趣
旨
を
き
わ
め
て
矯
小
化
す
る
も
の
』
と
難
じ
、
ま

た
二
審
判
決
が
一
審
判
決
よ
り
も
よ
り
強
く
免
責
特
権
の
絶
対
性
を
認
め
て
い
る
点
を
評
価
し
つ
つ
、
『
免
責
特
権
の
絶
対
性
を
強
調
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
却
下
説
に
近
付
い
て
い
く
は
ず
な
の
に
』
、
二
審
判
決
が
却
下
説
を
斥
け
た
こ
と
に
強
い
不
満
を
表
明
さ
れ
る
…
。
し

か
し
、
免
責
特
権
は
果
た
し
て
絶
対
的
な
の
か
、
絶
対
的
だ
と
し
て
も
そ
の
具
体
的
意
味
は
何
か
、
免
責
特
権
が
妥
当
す
る
範
囲
は
何
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

の
か
問
題
は
残
り
、
議
員
を
被
告
と
す
る
訴
え
は
自
動
的
に
不
適
法
だ
と
い
う
わ
け
に
は
い
く
ま
い
」
（
傍
点
筆
者
）
と
い
わ
れ
る
。

　
い
か
に
も
、
議
員
を
被
告
と
す
る
訴
え
が
自
動
的
に
不
適
法
に
な
る
わ
け
は
な
い
が
、
無
論
私
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
す
る
気
は

な
い
し
、
ま
た
実
際
に
も
し
て
い
な
い
。
私
が
前
稿
で
の
べ
た
の
は
、
右
に
簡
単
に
繰
返
し
た
と
こ
ろ
が
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
議
員

の
院
内
で
の
演
説
は
五
一
条
に
よ
り
、
裁
判
の
対
象
に
な
ら
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
演
説
に
つ
い
て
名
誉
殿
損
の
損
害
賠
償

の
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
不
適
法
な
訴
え
と
し
て
却
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
充
分
明

確
に
の
べ
て
い
る
の
に
、
あ
た
か
も
私
が
無
前
提
あ
る
い
は
無
限
定
的
に
「
議
員
を
被
告
と
す
る
訴
え
は
自
動
的
に
不
適
法
」
と
主
張
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
ア
ン
フ
ェ
ア
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
、
同
じ
こ
と
を
繰
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
右
に
引
用
し
た
教
授
の
所
説
に
関
し
合
わ
せ
て
い
え
ば
、
免
責
特
権
が
絶
対
的
か
否
か
、

絶
対
的
と
す
れ
ば
そ
の
具
体
的
意
味
は
何
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
の
べ
た
と
こ
ろ
が
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
免

責
特
権
は
絶
対
的
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
具
体
的
意
味
は
議
員
の
演
説
が
法
的
評
価
の
対
象
に
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
自
分
な

り
の
回
答
を
示
し
、
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
却
下
説
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
免
責
特
権
の
性
格
や
そ
の
具
体
的
意
味
の
検
討
を
残
し
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た
ま
ま
、
却
下
説
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
免
責
特
権
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
議
員
以
外
の
者
や
演

説
以
外
の
事
項
に
ど
の
程
度
妥
当
す
る
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
私
も
承
知
は
し
て
い
る
が
、
本
件
の
よ
う
な
、
ま
さ

に
議
員
の
院
内
で
の
演
説
に
係
る
ケ
ー
ス
で
は
、
い
か
に
そ
れ
を
狭
義
に
解
し
よ
う
と
、
何
ら
免
責
特
権
の
範
囲
の
問
題
は
残
ら
な
い
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
本
件
の
考
察
に
際
し
て
持
出
す
の
は
必
要
で
も
な
い
し
、
適
当
で
も
な
い
と
思
う
。

　
し
か
し
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
教
授
は
「
免
責
の
対
象
範
囲
に
つ
い
て
」
と
し
て
、
項
を
改
め
て
さ
ら
に
論
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
免
責
の
主
体
に
つ
い
て
、
わ
が
国
で
は
議
員
と
し
て
の
資
格
を
も
た
な
い
国
務
大
臣
、
政
府
委
員
、
証
人
、
公
述
人
に
も
そ
れ
が
及
ぶ

か
と
い
う
議
論
が
あ
り
、
一
般
に
消
極
に
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
の
べ
た
後
、
ア
メ
リ
カ
で
は
議
員
の
補
助
者
に
議
員
と
同
質
の
保
護
が

及
ぶ
こ
と
を
示
唆
す
る
判
例
も
あ
る
こ
と
や
、
こ
の
免
責
特
権
の
対
象
に
つ
い
て
、
か
つ
て
、
「
会
期
中
に
お
い
て
国
会
の
業
務
に
関
連

し
て
議
員
が
一
般
的
に
行
う
事
項
」
す
べ
て
に
及
ぶ
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
後
に
判
例
は
限
定
化
に
転
じ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
免
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
「
純
然
た
る
立
法
活
動
」
に
限
ら
れ
、
「
政
治
的
事
項
」
に
は
及
ば
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
紹
介
さ
れ
る
。

　
し
か
し
私
は
ま
さ
に
議
員
が
し
た
立
法
活
動
中
の
立
法
活
動
で
あ
る
本
件
を
論
じ
る
の
に
、
議
員
の
補
助
者
に
議
員
同
様
の
保
護
が
及

ぶ
か
否
か
、
あ
る
い
は
「
純
然
た
る
立
法
活
動
」
以
外
の
事
項
も
免
責
の
対
象
に
な
る
か
否
か
に
係
る
ア
メ
リ
カ
の
判
例
を
紹
介
さ
れ
る

教
授
の
意
図
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
繰
返
し
に
な
る
が
、
本
件
を
論
じ
る
の
に
そ
の
こ
と
は
不
要
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
は
却
っ
て
議
論

を
混
乱
さ
せ
、
あ
る
い
は
焦
点
を
拡
散
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
免
責
特
権
の
人
的
お
よ
び
対
象
事
項
範
囲
を
論
じ
る
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
仕
様
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
し
、
本
件
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
事
例
と
も
思
え
な
い
（
教
授
自
身
本
件
に

は
免
責
の
対
象
範
囲
に
つ
い
て
と
く
に
論
じ
る
点
は
な
い
こ
と
は
認
め
て
お
ら
れ
る
）
。

　
教
授
は
「
日
本
国
憲
法
上
の
免
責
特
権
は
英
米
流
の
も
の
で
絶
対
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
特
権
主
体
の
範
囲
を
ど
う
解
す
る
か
に

関
連
す
る
微
妙
な
問
題
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
」
と
か
、
「
こ
の
よ
う
に
本
件
は
免
責
特
権
に
該
当
す
る
の
で
問
題
は
な
い
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論説

が
、
右
に
述
べ
た
ア
メ
リ
カ
の
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
五
一
条
の
免
責
対
象
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
、
免
責
特
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
絶
対
的
な
も
の
と
解
す
る
か
ど
う
か
と
も
関
連
し
て
の
、
微
妙
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
真
意
は
い
ま
一
つ
私

に
は
不
明
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
免
責
の
対
象
範
囲
と
免
責
特
権
の
性
格
の
理
解
は
相
互
に
関
連
し
合
い
、
し
た
が
っ
て
免
責
の
対
象
範

囲
を
論
じ
る
こ
と
は
免
責
特
権
を
絶
対
的
と
解
す
る
か
ど
う
か
に
関
わ
る
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
筋
道
が
逆
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
つ
ま
り
議
員
の
演
説
に
適
用
さ
れ
る
免
責
特
権
が
絶
対
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
判
断
が
先
ず
あ
り
、
次
い
で
、

本
来
議
員
の
演
説
に
適
用
さ
れ
る
そ
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
そ
れ
が
議
員
以
外
の
ど
の
よ
う
な
ひ
と
に
、
演
説
以
外
の
ど
の
よ
う
な
事
項

に
適
用
が
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
は
適
用
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
度
合
は
議
員
の
演
説
の
場
合
と
同
様
か
、
が
検
討
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き

な
の
で
あ
っ
て
、
免
責
の
対
象
範
囲
を
論
じ
た
り
、
そ
れ
に
関
す
る
判
例
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
、
絶
対
的
か
否
か
と
い
う
免
責
特
権
の

性
格
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
教
授
の
次
の
「
免
責
特
権
の
性
格
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
項
に
お
け
る
行
論
に
も
い
く
つ
か
私
に
は
納
得
し
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例

え
ば
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
安
藤
教
授
は
、
憲
法
五
一
条
の
趣
旨
は
『
議
員
の
院
内
で
の
演
説
等
は
法
的
評
価
の
対
象
に
な
ら
な
い
』
、

『
そ
も
そ
も
裁
判
の
対
象
に
な
り
得
な
い
』
こ
と
を
意
味
し
、
：
・
議
員
の
院
内
で
の
発
言
に
つ
い
て
『
国
家
賠
償
法
上
違
法
を
論
じ
る
余

地
は
な
い
』
…
と
断
言
さ
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
『
絶
対
的
特
権
』
論
の
代
表
国
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
も
そ
の
実
情
は
そ
う
単
純
明
快
な
わ

け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
議
会
職
員
相
手
の
訴
え
な
ら
認
め
る
と
い
う
右
の
妥
協
的
手
法
は
、
議
会
職
員
の
手
を
借
り
る
こ
と
な
く
議

員
が
国
民
の
言
論
の
自
由
・
結
社
の
自
由
あ
る
い
は
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
侵
害
で
き
る
場
合
、
つ
ま
り
、
例
え
ば
中
傷
的
誹

諦
の
発
言
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
妥
当
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
権
利
・
自
由
の
侵
害
を
受
け
た
国
民
は
一
切
の
救
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
途
を
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
」
（
傍
点
は
い
ず
れ
も
筆
者
）
。
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先
ず
前
の
傍
点
部
分
を
そ
の
ま
ま
読
む
と
、
あ
た
か
も
ア
メ
リ
カ
で
は
本
件
と
同
様
の
ケ
ー
ス
が
法
的
評
価
の
対
象
に
な
っ
た
例
が
あ

る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
例
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
少
な
く
と
も
免
責
特
権
を
そ
の
よ
う
に
限
定
的
に
解
す
べ
き
こ
と
を
説
く

い
く
つ
か
の
有
力
な
学
説
が
あ
る
か
の
よ
う
に
受
取
れ
る
。
し
か
し
教
授
の
所
説
を
み
る
限
り
、
私
に
は
そ
う
し
た
実
情
が
あ
る
よ
う
に

は
み
え
な
い
。

　
教
授
が
ア
メ
リ
カ
の
実
情
に
つ
い
て
ふ
れ
る
に
際
し
て
三
つ
の
論
文
い
ず
れ
で
も
か
な
り
の
程
度
依
拠
さ
れ
て
い
る
の
は
、
菊
。
げ
Φ
博

一
菊
Φ
ヨ
ω
9
ぎ
9
昌
自
書
霞
＜
2
＞
・
ω
＝
＜
9
σ
q
冨
貫
ド
①
ひ
q
邑
餌
ユ
＜
①
勺
ユ
〈
鵠
①
ひ
q
①
睾
α
昏
。
ω
①
B
『
9
。
菖
。
昌
o
h
勺
。
≦
Φ
『
ω
．
M
。
。
①
国
霞
奉
a
目
鋤
≦

幻
Φ
＜
δ
≦
目
お
付
属
ω
］
で
あ
る
が
（
以
下
便
宜
上
こ
の
論
文
を
「
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
」
と
い
う
一
な
お
後
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
論

文
は
単
に
ア
メ
リ
カ
の
実
情
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
議
員
の
演
説
に
関
し
、
本
人
に
対
す
る
民
事
責
任
の
追
及
を
認

め
る
と
い
う
教
授
の
説
そ
の
も
の
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
）
、
確
か
に
そ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
憲
法
一
条
六
節
一
項
（
「
議
員
は
ま

た
、
議
院
内
に
お
け
る
演
説
も
し
く
は
討
論
に
つ
い
て
、
議
院
以
外
に
お
い
て
責
任
を
問
わ
れ
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
i
以
下
便
宜

上
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
こ
の
条
項
を
「
演
説
・
討
論
条
項
」
と
い
う
）
の
免
責
特
権
の
保
障
に
関
わ
る
い
く
つ
か
の
民
刑
事
上
の
判
例
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
（
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
連
邦
議
会
で
は
な
く
、
州
議
会
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
）
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
本

件
の
よ
う
な
、
議
員
の
演
説
に
係
る
事
例
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
件
は
、
議
員
が
政

府
の
政
策
を
攻
撃
す
る
旨
①
≦
巴
Φ
暮
臼
を
選
挙
民
に
送
っ
た
り
、
同
じ
く
議
員
が
大
統
領
を
攻
撃
す
る
手
紙
を
公
表
し
た
件
（
こ
の
二
件

は
刑
事
事
件
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
昌
①
≦
匹
①
青
虫
を
送
る
と
か
、
手
紙
を
公
表
す
る
と
か
い
う
行
為
に
ま
で
演
説
・
討
論
条
項
の
保
障

が
及
ぶ
か
が
論
じ
ら
れ
得
る
わ
け
で
あ
る
一
た
だ
し
、
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
で
み
る
限
り
、
実
際
に
演
説
・
討
論
条
項
が
援
用
さ
れ
た

こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
）
、
議
院
に
証
人
と
し
て
召
喚
さ
れ
た
原
告
が
答
弁
を
拒
否
し
、
ま
た
命
じ
ら
れ
た
記
録
・
書
類
、
地
図
等
を

提
出
せ
ず
、
議
院
侮
辱
の
科
で
議
長
の
命
に
よ
り
逮
捕
投
獄
さ
れ
た
件
、
同
じ
く
証
言
拒
否
に
よ
り
原
告
が
侮
辱
罪
で
告
発
さ
れ
た
件
、
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論説

議
院
の
小
委
員
会
の
委
員
長
等
が
不
法
に
原
告
の
財
産
と
記
録
を
奪
っ
た
と
さ
れ
た
件
、
委
員
会
よ
り
議
院
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
の
公

表
に
よ
り
、
原
告
の
こ
ど
も
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
た
と
さ
れ
た
件
、
お
よ
び
原
告
で
あ
る
議
員
の
資
格
否
認
の
件
、
等
で
あ
る

（
以
上
は
民
事
事
件
で
、
原
告
が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
も
た
ら
し
た
命
令
や
決
定
に
携
わ
っ
た
議
員
、
あ
る
い
は
そ
の
命
令
や
決
定
の

実
行
行
為
を
担
当
し
た
議
院
内
外
の
関
係
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
や
差
止
命
令
を
請
求
し
、
他
方
後
者
は
免
責
特
権
を
主
張
し
た
た
め
、

果
た
し
て
議
員
や
議
院
内
外
の
関
係
者
の
こ
れ
ら
の
行
為
に
演
説
・
討
論
条
項
の
保
障
が
及
ぶ
か
が
論
点
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
）
。

　
み
ら
れ
る
通
り
、
免
責
特
権
に
関
わ
る
判
例
と
は
い
え
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
口
Φ
≦
ω
一
①
け
け
9
や
手
紙
、
あ
る
い
は
議
会
報
告
書
の
公

表
や
議
院
侮
辱
の
科
で
の
処
罰
や
告
発
へ
の
関
与
、
財
産
や
記
録
の
侵
害
と
い
う
、
免
責
特
権
が
本
来
想
定
し
て
い
る
演
説
や
討
論
そ
の

も
の
で
は
な
い
、
い
わ
ば
そ
の
周
辺
部
に
位
置
す
る
行
為
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
う
ち
の
民
事
事
件
に
つ
い
て
い
う

と
、
こ
の
よ
う
な
事
例
で
も
議
員
本
人
に
つ
い
て
は
す
べ
て
免
責
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
因
み
に
一
七
九
七
年
と
九
八
年
の
二

件
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
に
よ
れ
ば
、
一
件
は
大
陪
審
が
政
府
に
対
す
る
根
拠
の
な
い
中
傷
を
流
布
し
た
科

で
一
旦
は
起
訴
を
決
定
し
た
も
の
の
、
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
等
の
強
い
抗
議
で
そ
れ
を
取
消
し
、
他
は
ω
①
長
江
。
づ
》
簿
に
よ
り

四
ヶ
月
の
投
獄
と
千
ド
ル
の
罰
金
を
科
さ
れ
た
が
、
一
八
四
〇
年
こ
の
判
決
を
無
効
と
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
）
。

　
な
お
私
が
気
付
い
た
限
り
で
い
う
と
、
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
で
は
一
ヶ
所
だ
け
、
議
員
の
演
説
に
関
わ
る
民
事
訴
訟
、
す
な
わ
ち

ω
冨
ロ
山
臼
ω
巳
け
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
本
文
の
「
演
説
・
討
論
条
項
の
文
字
通
り
の
言
葉
は
古
典
的
な
権
力
分
立
事
件

と
、
私
的
市
民
が
法
の
名
の
下
に
行
動
す
る
議
員
に
対
し
自
己
の
権
利
を
実
現
す
る
た
め
に
裁
判
所
の
管
轄
権
に
訴
え
る
紛
争
と
を
区
別

し
て
い
な
い
。
そ
し
て
公
衆
は
一
般
的
に
そ
の
よ
う
な
区
別
は
存
在
し
な
い
と
信
じ
る
に
い
た
っ
て
い
る
」
と
い
う
記
述
を
承
け
て
、
注

で
「
こ
の
こ
と
が
恐
ら
く
議
場
で
の
議
員
の
演
説
に
対
す
る
ω
冨
笹
葺
ω
組
房
の
数
が
ご
く
少
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
」
と
の
べ
て
い
る

箇
所
で
あ
蘇
㌍
そ
し
て
こ
の
論
文
は
僅
か
に
二
件
の
下
級
審
に
お
け
る
こ
の
ω
冨
民
Φ
桟
ω
三
け
ω
の
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
一
件
は
上

64　（1　。10）　10



再び国会議員の免責特権について（安藤）

院
議
員
が
院
内
の
演
説
の
過
程
で
中
傷
的
な
言
葉
を
用
い
た
と
さ
れ
た
件
で
、
原
告
に
よ
り
そ
れ
は
議
場
で
の
討
論
の
過
程
で
超
せ
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
非
公
式
で
、
し
か
も
当
該
議
員
の
公
式
の
職
務
遂
行
の
た
め
で
も
な
く
、
ま
た
当
面
の
問
題
に
関
す
る
も
の
で

も
な
か
っ
た
と
主
張
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
議
員
に
は
責
任
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
最
高
裁
も
上
訴
状
を
却

け
て
い
る
。

　
と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
に
演
説
・
討
論
条
項
に
関
わ
る
判
例
は
い
く
つ
か
あ
る
も
の
の
、
本
件
の
よ
う
な
直
接
議
員
の
演
説
を
対
象
に
す

る
訴
え
の
例
は
そ
も
そ
も
最
高
裁
に
は
な
く
、
ま
た
僅
か
に
あ
る
下
級
審
判
例
で
も
議
員
の
免
責
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
ま

た
佐
藤
教
授
が
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
以
外
に
議
員
の
院
内
で
の
活
動
に
民
事
責
任
の
追
及
を
認
め
る
べ
き
こ
と
を
説
く
（
ラ
イ
ン
ス
タ

イ
ン
論
文
の
こ
の
よ
う
な
趣
旨
に
つ
い
て
は
す
ぐ
次
に
改
め
て
や
や
く
わ
し
く
説
明
す
る
。
た
だ
し
佐
藤
教
授
は
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の

ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
が
、
本
件
の
よ
う
な
事
例
で
も
議
員
自
身
に
対
す
る
民
事
責
任
を
追
及
す
る
途
を
開
く
も
の
、
少
な
く
と
も
そ
の

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、
私
に
は
こ
の
論
文
は
そ
の
よ
う
に
は
読
め
な
い
一
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
す
ぐ
次
に

の
べ
る
）
論
文
や
著
書
を
と
く
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
実
情
が
、
私
の
、
五
一
条
は
議
員
の
演
説
が
法

的
評
価
の
対
象
に
な
り
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
理
解
と
そ
れ
程
隔
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。

　
た
だ
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
は
一
九
七
三
年
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
言
及
さ
れ
て
い
る
判
例
も
当
然
そ
の
時
期
ま
で
の
も
の
で
あ
る
の

で
、
ほ
ぼ
四
半
世
紀
経
っ
た
現
在
の
状
況
は
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
よ
う
。
も
し
こ
の
約
四
半
世
紀
の
間

に
新
し
い
判
例
や
学
説
が
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
勿
論
指
摘
や
教
示
を
得
て
改
め
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
傍
点
を
付
し
た
後
の
部
分
に
つ
い
て
い
う
と
、
こ
れ
は
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
の
ぎ
ω
o
ヨ
①
ω
律
轟
ユ
。
員
げ
。
≦
①
＜
①
び
什
三
代
目
。
日
寓
。
－

巨
ω
①
二
戸
8
け
駄
暁
。
a
①
ぎ
轟
げ
震
g
①
a
。
員
ω
ぎ
6
①
。
8
鴨
。
ω
ω
夷
弓
b
。
ω
ω
①
ω
ω
昏
Φ
宕
≦
Φ
二
。
凶
三
ユ
轟
忠
圃
ひ
q
洋
ω
。
噛
律
①
①
ω
冨
①
。
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鋤
ω
ω
o
o
冨
鉱
8
禽
。
コ
α
b
『
幽
く
o
o
く
三
昏
〇
三
ゲ
9
。
＜
ぎ
ひ
q
8
0
巴
一
口
O
o
コ
昏
Φ
鋤
ω
忽
ω
富
コ
。
①
o
h
Φ
㌶
o
『
6
Φ
ヨ
①
三
四
ぴ
q
Φ
茸
ω
と
い
う
文
章
の
ω
貯
。
①
以
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論　直

下
の
部
分
に
依
拠
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
み
ら
れ
る
通
り
、
教
授
は
こ
の
原
文
に
「
名
誉
」
を
付
け
加
え
ら
れ
、
ま
た
9
①

O
o
≦
9
の
例
示
と
し
て
「
中
傷
的
誹
講
の
発
言
」
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
勿
論
こ
う
し
た
比
較
を
す
る
の
は
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う

な
議
論
を
す
る
た
め
で
は
全
く
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
私
は
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
の
原
文
と
教
授
の
こ
の
理
解
の
相
違
は
か
な
り
重

要
な
意
義
を
も
つ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
以
下
少
し
長
く
な
る
が
そ
の
理
由
を
説
明
し
よ
う
。
先
ず
念
の
た
め
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
の
要
旨
を
私
な
り
に
ま
と
め
て
み
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

　
先
に
引
用
し
た
「
演
説
・
討
論
条
項
の
文
字
通
り
の
言
葉
は
…
」
と
い
う
文
章
に
続
け
て
、
こ
の
論
文
は
「
さ
ら
に
田
♂
o
¢
ヨ
対

↓
プ
。
ヨ
O
ω
o
護
事
件
（
前
述
の
議
院
侮
辱
の
科
で
議
長
の
命
に
よ
り
逮
捕
、
投
獄
さ
れ
た
件
－
筆
者
）
、
↓
Φ
昌
塁
対
b
d
轟
口
爵
。
〈
①
事
件

（
同
じ
く
証
言
拒
否
に
よ
り
侮
辱
罪
で
告
発
さ
れ
た
件
一
筆
者
）
お
よ
び
じ
。
ヨ
訂
。
≦
ω
臨
王
国
鋤
ω
江
田
a
事
件
（
同
じ
く
不
法
に
財
産
と

記
録
を
奪
わ
れ
た
と
さ
れ
た
件
－
筆
者
）
で
は
最
高
裁
は
、
特
権
は
個
人
の
権
利
の
侵
害
に
対
す
る
救
済
を
求
め
る
訴
訟
か
ら
議
員
を
免

責
す
る
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
は
ま
た
そ
の
条
項
の
範
囲
は
、
刑
事
事
件
（
原
文
は
①
×
Φ
o
⊆
鉱
く
Φ
－
筥
。
鉱
く
響
Φ
α
∩
①
ω
①
ω
と
な
っ
て
い
る

が
、
実
質
的
に
は
こ
の
よ
う
に
訳
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
1
筆
者
）
と
私
的
訴
訟
事
件
で
は
実
際
上
は
同
一
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
」
と
い
㍗

　
し
か
し
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
は
こ
の
よ
う
な
最
高
裁
判
決
の
傾
向
に
賛
成
せ
ず
、
憲
法
制
定
者
達
が
演
説
・
討
論
条
項
が
私
的
訴
訟

を
禁
止
す
る
と
予
期
し
て
い
た
証
拠
は
な
い
こ
と
、
私
的
訴
訟
は
議
会
と
行
政
部
の
対
立
を
生
じ
さ
せ
ず
、
ま
た
立
法
機
能
へ
そ
れ
程
大

き
く
侵
入
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
刑
事
事
件
の
場
合
は
議
員
は
重
大
な
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
の
に
対
し
、
私
的
民
事
訴
訟
で
は
パ

タ
ー
ン
は
一
般
的
に
逆
で
、
傷
つ
き
や
す
い
個
人
が
保
護
さ
れ
た
権
利
を
侵
害
す
る
た
め
に
そ
の
職
権
を
用
い
た
と
す
る
議
員
に
対
し
裁

判
所
の
保
護
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
つ
ま
り
刑
事
事
件
で
は
犯
罪
を
犯
し
た
と
主
張
さ
れ
、
あ
る
い
は
訴
追
さ
れ
た
議
員
は
弱
い
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再び国会議員の免責特権について（安藤）

立
場
に
あ
る
が
、
民
事
事
件
で
は
逆
に
市
民
に
対
し
強
い
立
場
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
）
、
等
を
理
由
に
演
説
・
討
論
条
項
と
民
事

訴
訟
の
関
係
を
再
考
す
べ
き
こ
と
を
提
案
す
る
。

　
も
っ
と
も
こ
の
論
文
も
私
的
民
事
訴
訟
と
い
え
ど
も
一
定
程
度
議
員
活
動
の
妨
げ
に
な
り
得
る
こ
と
を
認
め
、
ま
た
私
的
訴
訟
の
立
法

活
動
へ
の
影
響
の
可
能
性
を
裁
判
所
は
全
く
無
視
し
て
も
よ
い
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
と
す
る
が
、
通
常
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
被
告
と

し
て
の
議
員
の
地
位
は
裁
判
官
や
高
級
公
務
員
の
そ
れ
と
殆
ど
変
ら
ず
、
演
説
・
討
論
条
項
に
よ
る
憲
法
上
の
免
責
で
は
な
く
、
コ
モ
ン

ロ
ー
上
の
特
権
を
も
つ
も
の
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
歩
を
進
め
て
、
仮
に
そ
れ
と
は
異
な
り
、
不
法
行
為
訴
訟
一
般
は
演
説
・
討
論
条
項
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
続
け
る
べ
き

で
あ
り
、
ま
た
そ
う
さ
れ
る
と
し
て
も
、
個
人
の
憲
法
上
の
権
利
の
議
会
に
よ
る
侵
害
に
対
し
て
は
裁
判
所
は
裁
判
権
を
行
使
し
、
救
済

を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
憲
法
上
の
個
人
の
権
利
と
議
会
の
特
権
と
い
う
二
つ
の
相
争
う
憲
法

上
の
原
理
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
権
力
分
立
の
シ
ス
テ
ム
は
、
バ
ラ
ン
ス
が
司
法
審
査
の
側

に
寄
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
常
に
政
府
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
よ
る
違
憲
の
権

利
の
侵
害
に
対
し
、
個
人
を
守
る
制
度
的
な
責
任
を
担
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
。

　
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
は
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
言
語
ま
○
字
配
対
↓
げ
。
§
O
ω
o
口
事
件
、
U
o
ヨ
訂
。
≦
ω
ご
平

芯
霧
¢
壁
α
事
件
、
勺
。
類
①
一
一
対
ζ
o
O
砿
石
窪
田
事
件
（
前
述
の
議
員
の
資
格
否
認
の
件
）
等
で
最
高
裁
も
、
議
員
に
対
す
る
訴
え
は
臨
け

た
も
の
の
、
違
憲
の
議
院
の
命
令
を
実
行
し
た
議
院
の
被
用
者
へ
の
訴
訟
の
遂
行
は
認
め
る
と
い
う
妥
協
策
を
と
っ
て
、
右
の
憲
法
上
の

二
つ
の
原
理
が
相
馬
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
そ
れ
な
り
の
解
決
策
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
そ
の
次
に
前
に
原
文
を
そ
の

ま
ま
引
用
し
た
、
ぎ
ω
o
ヨ
Φ
ω
津
⊆
⇔
萬
。
コ
…
と
い
う
文
章
が
く
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
文
章
に
続
い
て
↓
①
ロ
塁
対
b
U
惹
コ
爵
。
＜
Φ
事

件
、
℃
o
≦
㊦
目
対
ζ
6
0
0
『
ヨ
碧
評
事
件
、
U
o
①
対
ζ
o
竃
一
一
一
碧
事
件
（
前
述
の
報
告
書
の
公
表
に
よ
り
こ
ど
も
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害64　（1　●13）　13



論説

さ
れ
た
と
さ
れ
た
件
）
が
、
こ
の
文
章
に
関
わ
る
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
最
後
者
の
U
o
①
対
ζ
o
ζ
一
一
一
き

事
件
の
場
合
、
議
員
が
そ
の
報
告
書
を
印
刷
、
配
布
し
た
い
と
思
え
ば
、
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
が
あ
り
さ
え
ず
れ
ば
よ
く
、
ま
た
自
分
で
郵
送
す

れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
議
院
の
被
用
者
や
公
認
の
印
刷
業
者
へ
の
印
刷
、
配
布
の
差
止
命
令
の
み
で
は
、
充
分
な
救
済
策
に
な
ら
な
い
と

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
議
会
の
特
権
は
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
実
効
的
な
司
法
審
査
を
排
除
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
議
員

本
人
へ
の
訴
え
も
認
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
佐
藤
教
授
が
後
の
傍
点
部
分
の
ま
と
め
に
あ
た
っ
て
依
拠
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
の
原
文
の
前
後
を
ま

と
め
て
み
る
と
（
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
こ
の
論
文
の
、
議
員
の
議
会
活
動
に
つ
い
て
、
議
員
に
対
す
る
民
事
責
任
の
追
及
が
認
め
ら
れ

る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
部
分
一
繰
返
し
て
い
え
ば
、
こ
こ
か
ら
ま
た
佐
藤
教
授
は
自
ら
の
免
責
特
権
論
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
お
ら
れ
る
一
の

要
約
と
な
る
の
で
あ
る
が
）
、
い
く
つ
か
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
一
つ
は
こ
の
論
文
が
常
に
「
演
説
・
討
論
条
項
」
（
9
①
ω
℃
Φ
①
o
び
雪
α
伽
①
σ
讐
①
o
一
廻
g
ω
①
）
と
い
う
い
い
方
を
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
演

説
・
討
論
特
権
」
（
昏
①
ω
O
Φ
Φ
o
び
。
門
自
①
げ
讐
Φ
℃
小
一
く
一
一
①
ひ
q
Φ
）
、
「
議
会
特
権
」
（
9
①
一
Φ
α
Q
一
ω
訂
導
く
①
℃
二
≦
一
①
ひ
q
①
）
、
「
特
権
」
（
夢
Φ
箕
拙
く
一
一
Φ
ひ
q
①
）

と
い
う
い
い
方
を
し
て
い
て
、
決
し
て
「
演
説
・
討
論
」
、
あ
る
い
は
「
演
説
」
、
「
討
論
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
で
は
演
説
や
討
論
の
周
辺
部
に
あ
る
行
為
に
係
る
事
例
を
手
掛
り
に
し
た
ス
タ
ー
ト
そ
の
ま
ま
に
、
関
心

は
演
説
・
討
論
条
項
に
ま
つ
わ
る
紛
争
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
演
説
、
討
論
そ
の
も
の
に
関
わ
る
そ
れ
に
ま
で
考
察
を
及
ぼ
そ
う
と
い
う

意
識
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
そ
れ
と
相
応
し
て
、
議
会
の
特
権
に
対
抗
し
て
擁
護
さ
れ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
法
益
に
つ
い
て
も
、
「
名
誉
」
と
い
う
言
葉
は

用
い
ら
れ
ず
、
専
ら
「
個
人
の
権
利
」
（
貯
臼
く
哉
仁
Ω
。
一
㍉
碍
耳
ω
）
、
「
個
人
の
憲
法
上
の
権
利
」
（
冒
島
く
置
二
巴
ω
、
o
o
コ
ω
簿
二
け
一
〇
コ
巴
『
お
簿
ω
）
、

「
保
護
さ
れ
た
権
利
」
（
只
0
8
0
8
α
『
茜
窪
ω
）
と
い
う
一
般
的
な
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て 64　（1　014）　14



再び国会議員の免責特権について（安藤）

は
僅
か
に
一
ヶ
所
、
先
に
引
用
し
た
原
文
の
な
か
で
、
「
自
由
な
言
論
、
結
社
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
主
張
の
例
は
先
に
み
た
よ
う
に
O
o
Φ
対
ζ
o
ζ
籠
碧
事
件
で
み
ら
れ
、
言
論
の
自
由
侵
害

の
主
張
の
例
は
↓
①
コ
昌
対
し
d
鑓
a
ゴ
。
＜
①
事
件
で
み
ら
れ
る
一
た
だ
し
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
は
こ
の
↓
①
コ
姥
対
し
d
鑓
昌
魯
。
＜
①
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
は
ま
た
結
社
の
自
由
も
問
題
に
な
っ
た
と
し
、
そ
れ
が
右
の
例
示
に
つ
な
が
る
わ
け
で
あ
る
が
、
最
高
裁
判
決
を
み
る
限
り
結
社
の
自

由
が
論
点
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
）
。

　
要
す
る
に
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
で
は
、
議
員
の
演
説
に
よ
っ
て
名
誉
を
殿
損
さ
れ
た
者
の
司
法
上
の
救
済
と
い
う
問
題
意
識
は
と
く

に
み
ら
れ
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
佐
藤
教
授
が
先
に
み
た
よ
う
に
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
の
原
文
に

「
名
誉
」
を
加
え
、
ま
た
「
中
傷
的
誹
諦
の
発
言
」
を
例
示
さ
れ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
こ
の
論
文
の
趣
旨
と
懸
隔
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
が
、
念
の
た
め
こ
の
こ
と
を
角
度
を
変
え
て
、
こ
の
論
文
で
議
員
の
議
会
活
動
に
対
す
る
議
員
本
人
へ
の
民
事
責
任
の
追
及
と

い
う
場
合
に
想
定
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
に
は
ど
の
よ
う
な
性
質
が
あ
る
か
と
い
う
点
か
ら
み
て
み
る
と
、
事
例
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
ほ

ぼ
共
通
の
性
質
が
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
が
想
定
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
右
に
み
た
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
判
例
で
あ
っ
か
わ
れ
た
そ
れ
、
つ
ま
り
、

議
長
の
命
に
よ
る
逮
捕
、
投
獄
、
議
院
を
侮
辱
し
た
科
で
の
告
発
、
財
産
と
記
録
の
侵
奪
、
議
員
の
資
格
否
認
、
報
告
書
の
公
表
、
と

い
っ
た
類
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
は
通
常
は
先
ず
議
院
（
員
）
に
よ
る
命
令
や
決
定
が
あ
り
、
次
い
で

議
員
以
外
の
者
に
よ
っ
て
そ
れ
が
執
行
さ
れ
る
と
い
う
、
二
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
共
通
の
性
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
高
裁

は
こ
う
し
た
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
個
人
の
権
利
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
判
断
す
れ
ば
、
第
二
段
階
の
議
員
以
外
の
者
に
よ
る
執
行
行

為
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
違
法
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
の
権
利
の
救
済
を
は
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
議
員
は

こ
う
し
た
執
行
行
為
を
事
例
に
よ
っ
て
は
自
ら
な
し
得
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
（
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
云
々
は
そ
の
端
的
な
例
示
で
あ
る
）
、
ラ
イ

64　（1　●15）　15
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れ
　

ン
ス
タ
イ
ン
論
文
は
議
員
自
身
に
対
す
る
責
任
追
及
も
認
め
な
い
と
個
人
の
権
利
の
「
充
分
な
保
護
」
（
窪
〇
二
α
q
げ
鷺
。
8
6
叶
δ
コ
）
は
は
か

れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
興
味
あ
る
提
言
で
は
あ
る
が
、
本
件
の
よ
う
な
、
議
員
の
演
説
に
よ
る
名
誉
殿
損
と
い
う
よ
う
な
本
来
執
行

行
為
を
必
要
と
し
な
い
行
為
に
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
議
論
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
（
た
だ
し
↓
①
コ
塁
対
ゆ
茜
a
ゴ
。
＜
①
事
件
は
判

決
を
み
る
と
被
告
は
議
員
の
み
で
執
行
者
は
被
告
と
し
て
登
場
し
な
い
か
ら
ー
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
は
そ
れ
故
こ
の
事
件
は
議
員
本
人

に
対
す
る
責
任
追
及
が
み
と
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
論
ず
る
好
機
だ
っ
た
と
す
る
よ
う
で
あ
る
i
、
あ
る
い
は
こ
こ
で
い
う
二
段
階
の
プ

ロ
セ
ス
を
経
る
行
為
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
告
発
と
い
う
委
員
会
に
よ
る
集
団
的
権
力
的
行
為
ー
ラ

イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
が
前
述
の
よ
う
に
9
①
娼
。
≦
興
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
は
一
部
は
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
た
め
と
思

わ
れ
る
一
の
事
例
で
あ
る
か
ら
、
本
件
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
ら
れ
る
事
例
と
は
思
わ
れ
な
い
）
。

　
因
み
に
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
い
う
と
、
他
の
点
で
も
佐
藤
教
授
の
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
の
読
み
方
は
い
さ
さ
か
自
説
に
引
き
つ
け

過
ぎ
て
お
ら
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
教
授
は
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
の
一
部
（
私
も
先
に
ふ
れ
た
部
分
）
を
、

「
仮
に
不
法
行
為
法
上
の
訴
訟
一
般
は
免
責
特
権
条
項
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
と
考
え
続
け
る
と
し
て
も
、
問
題
の
状
況
に
あ
っ
て
は
、

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
　

憲
法
上
の
個
人
の
権
利
と
憲
法
上
の
議
会
特
権
と
の
憲
法
レ
ベ
ル
の
調
整
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
…
、
と
論
者
は
い
う
」
（
傍
点

原
文
）
と
要
約
し
て
お
ら
れ
る
が
、
「
憲
法
レ
ベ
ル
の
調
整
」
を
こ
の
論
文
が
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
原
文
の
当
該
箇
所
は
先
に

の
べ
た
よ
う
に
、
憲
法
上
の
個
人
の
権
利
と
議
会
の
特
権
の
主
張
が
対
立
し
て
い
る
場
合
は
司
法
審
査
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
す
な

わ
ち
議
会
特
権
を
司
法
審
査
を
妨
げ
る
盾
と
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
単
に
議
員
以
外

の
関
係
者
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
議
員
本
人
に
も
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て

い
る
ケ
ー
ス
が
教
授
が
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
、
議
員
の
演
説
に
よ
る
名
誉
言
損
の
そ
れ
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と
、
右
に
の
べ
た
通
り

で
あ
る
。
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再び国会議員の免責特権について（安藤）

　
さ
ら
に
ま
た
関
連
し
て
い
え
ば
、
も
し
こ
の
論
文
が
議
員
の
演
説
に
よ
り
名
誉
を
殿
損
さ
れ
た
者
の
司
法
上
の
救
済
を
も
視
野
に
入
れ

た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
演
説
や
討
論
の
周
辺
部
に
位
置
す
る
行
為
の
司
法
審
査
の
場
合
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
程
の
重
大
な
演

説
・
討
論
条
項
と
の
抵
触
の
問
題
を
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
れ
な
り
の
独
立
の
章
や
節
に
お
け
る
本
格
的
な
検
討
が
行
わ
れ

た
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　
再
び
佐
藤
教
授
の
私
の
説
に
対
す
る
批
判
を
み
て
み
よ
う
。
教
授
は
「
他
方
イ
ギ
リ
ス
の
免
責
特
権
の
歴
史
を
た
ど
り
、
『
現
代
の
憲

法
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
政
府
権
力
と
の
関
連
で
は
免
責
特
権
は
す
で
に
一
七
世
紀
に
そ
の
歴
史
的
意
義
を
終
え
、
し
た
が
っ
て
依
然

な
お
憲
法
典
で
こ
の
特
権
を
保
障
し
て
い
る
場
合
は
議
会
の
権
利
と
し
て
よ
り
も
議
員
の
国
民
に
対
す
る
特
権
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
』

…
で
あ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
二
審
判
決
が
『
政
府
が
反
対
党
議
員
の
言
論
…
』
の
部
分
を
削
除
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す

る
見
解
（
安
藤
・
前
掲
四
六
－
四
七
、
五
九
頁
）
が
存
す
る
。
免
責
特
権
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
歴
史
的
認
識
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
は
と

も
か
く
と
し
て
（
ア
メ
リ
カ
の
実
情
を
み
る
と
、
権
力
分
立
的
意
義
は
な
く
な
っ
た
と
は
到
底
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
議
論
状
況
の
多
面
性
に
つ
い
て
は
、
原
田
一
明
「
英
米
流
『
強
い
自
律
権
』
論
の
検
討
ω
～
⑤
」
…
が
参
考
に
な
る
）
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

（
傍
点
原
文
）
と
い
わ
れ
る
。
一
応
「
こ
う
し
た
歴
史
的
認
識
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
」
と
判
断
を
留
保
さ
れ
て
い

る
が
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
明
ら
か
に
否
定
的
で
あ
り
、
と
く
に
括
弧
内
の
記
述
に
照
ら
せ
ば
余
計
ぞ
う
受
取
れ
る
。

　
教
授
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
私
は
免
責
特
権
の
意
義
の
変
遷
を
殆
ど
専
ら
イ
ギ
リ
ス
憲
法
に
則
し
て
研
究
し
て
き
た
か
ら
、
そ
の
分
ア

メ
リ
カ
憲
法
に
お
け
る
そ
れ
に
は
疎
い
。
し
た
が
っ
て
私
の
認
識
が
ア
メ
リ
カ
の
実
情
と
相
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
訂
正
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
し
か
し
抽
象
的
に
「
ア
メ
リ
カ
の
実
情
を
み
る
と
、
権
力
分
立
的
意
義
は
な
く
な
っ
た
と
は
到
底
い
え
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
の
み
い
わ
れ
て
も
、
い
か
な
る
実
情
が
あ
る
の
か
い
ま
少
し
説
明
が
な
け
れ
ば
率
直
に
い
っ
て
再
考
慮
の
し
よ

う
も
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ラ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
論
文
で
言
及
さ
れ
て
い
る
Φ
×
Φ
o
信
鉱
く
①
白
。
ぼ
く
讐
Φ
山
0
9
。
ω
Φ
ω
の
こ
と
を
い
わ
れ
て
い
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論説

る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
事
例
が
質
、
量
と
も
に
、
政
府
が
反
対
派
議
員
の
院
内
で
の
言
論
を
封
殺
す
る
た
め
に
介
入
す
る

（
介
入
も
か
つ
て
は
国
王
が
発
言
の
禁
止
を
命
じ
る
等
の
直
接
的
な
方
法
も
あ
っ
た
が
、
現
代
で
は
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
刑
事
訴
追
の
形

式
を
と
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
）
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
最
早
み
ら
れ
な
い
と
い
う
私
の
説
を
覆
す
程
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
す
で
に
み
た

通
り
で
あ
る
。

　
ま
た
原
田
論
文
に
つ
い
て
い
う
と
、
確
か
に
そ
こ
で
は
免
責
特
権
を
め
ぐ
る
様
々
な
議
論
や
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
私
が
気
付

い
た
限
り
で
は
、
そ
れ
ら
が
格
別
右
の
私
の
認
識
を
否
定
す
る
よ
う
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
却
っ
て
原
田
論
文
で
も
、
「
議
院
に
お

け
る
言
論
の
自
由
保
障
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
来
は
国
王
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
日
、
権
利
章
典
第
九
条
の
規
定
は
、

国
王
に
よ
る
行
為
か
ら
議
員
を
保
障
す
る
の
み
な
ら
ず
、
議
会
内
に
お
け
る
発
言
あ
る
い
は
活
動
を
理
由
に
、
議
院
外
の
あ
ら
ゆ
る
者
に

よ
る
、
議
員
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
行
為
を
禁
ず
る
趣
旨
に
と
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
議
院
内
で
の
活
動
を
理
由
に
、
国
王
の
大

臣
…
に
よ
る
議
員
へ
の
訴
追
の
可
能
性
が
、
ま
っ
た
く
過
去
の
歴
史
の
問
題
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
議
員
個
々
に
か
ん
す
る
限
り
、
今
日
、
権
利
章
典
第
九
条
の
効
果
は
、
主
と
し
て
、
名
誉
殿
損
訴
訟
を
提
起
さ
れ
る
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

く
、
院
内
お
よ
び
委
員
会
で
自
由
に
発
言
で
き
る
点
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
、
ほ
ぼ
私
の
説
と
大
差
な
い
こ
と
が
い
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
こ
れ
は
私
の
説
に
対
す
る
批
判
に
関
し
て
で
は
な
い
が
、
も
う
一
つ
疑
問
に
思
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
記
し
て

本
稿
を
終
る
こ
と
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
教
授
は
「
議
員
の
悪
意
に
よ
る
中
傷
的
名
誉
殿
損
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
場
合
は
、
例
外
的

に
議
員
個
人
の
責
任
追
及
の
余
地
も
あ
る
と
考
え
る
が
、
し
か
し
こ
の
点
は
、
五
一
条
の
趣
旨
も
配
慮
し
て
政
策
的
に
議
員
個
人
の
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

追
及
は
認
め
ず
、
国
家
賠
償
法
に
よ
る
司
法
的
救
済
に
限
定
す
る
行
き
方
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
」
（
傍
点
原
文
）
と
か
、
「
筆

者
は
…
、
市
民
の
権
利
侵
害
に
対
し
て
刑
事
的
制
裁
方
法
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
く
、
非
刑
事
的
制
裁
に
つ
い
て
も
、
議
員
を
被
告
と
す
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る
民
事
訴
訟
は
回
避
し
て
国
家
賠
償
法
と
い
っ
た
方
法
に
限
定
す
る
の
が
救
済
方
法
と
し
て
あ
る
い
は
賢
明
な
政
策
的
選
択
か
も
し
れ
な

　
　
　
　
レ
　

い
と
思
う
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
結
論
と
し
て
、
本
件
原
告
主
張
の
よ
う
に
、
議
員
個
人
の
責
任
追
及
と
国
家
賠
償
法

に
よ
る
司
法
的
救
済
と
い
う
二
つ
の
途
の
い
ず
れ
も
選
ば
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
本
件
一
・
二
審
判
決
の
よ
う
に
、
後
者
に
限
定
さ
れ
る

の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
後
者
に
限
定
す
る
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
で
「
賢
明
な
」
選
択
に
な
る
の
か
、
等
に
つ
い
て
よ
り
ふ
み
こ
ん
だ
説

明
を
望
む
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

　
失
礼
な
点
が
あ
っ
た
ら
御
寛
恕
を
お
願
い
し
た
い
が
、
以
上
率
直
に
佐
藤
教
授
の
「
議
員
の
免
責
特
権
に
つ
い
て
」
に
関
し
、
私
の
意

見
と
疑
問
を
の
べ
た
。
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佐
賀
大
学
経
済
論
集
二
七
巻
一
号
所
収
。

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
五
二
号
七
九
頁
。
以
下
、
注
で
は
こ
の
論
文
を
単
に
「
佐
藤
論
文
」
と
し
て
示
す
。

そ
れ
ぞ
れ
法
学
論
叢
一
二
六
巻
四
・
五
・
六
号
お
よ
び
法
学
教
室
一
四
三
号
所
収
。

佐
藤
論
文
八
一
頁
。

同
右
八
一
頁
。

同
右
八
一
、
八
二
頁
。

伺
右
八
三
頁
。

幻
①
凶
蕊
8
ぎ
蝉
コ
α
ω
臨
く
臼
ひ
Q
田
富
Φ
㌦
．
い
⑦
α
q
一
ω
一
①
置
く
①
℃
ユ
〈
＝
Φ
ぴ
q
①
g
。
昌
α
匪
①
ω
①
O
①
8
二
〇
昌
。
眺
℃
o
≦
臼
ρ
．
．
O
・
H
嵩
ド
．

ヨ
こ
こ
℃
．
＝
翻
－
①
．

凄
置
↓
冒
℃
●
＝
謡
歯
．

守
置
．
剛
b
・
　
コ
糟
ロ
b
Q
。
①
・

一
げ
こ
4
冒
・
二
翻
・

佐
藤
論
文
八
四
頁
。
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論説

（
1
4
）
　
同
右
同
頁
。

（
1
5
）
原
田
一
明
「
英
米
流
『
強
い
自
律
権
』
論
の
検
討
（
四
）
」
（
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
三
一
巻
二
号
所
収
）
一
九
四
頁
。
な
お
こ
の
論
文
を

　
も
と
に
し
た
原
田
一
明
『
議
会
特
権
の
憲
法
的
考
察
』
の
当
該
箇
所
は
原
論
文
と
若
干
異
な
っ
て
い
る
が
、
本
論
文
で
は
原
論
文
か
ら
引
用
し
た
。

（
1
6
）
　
佐
藤
論
文
八
四
一
五
頁
。

（
1
7
）
　
同
右
八
六
頁
。
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