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小 

栗 

実

ー
、
訴
訟
の
提
起

ー
九
八
八
年
九
月
ー
九
日
深
夜
、
そ
の
二
日
前
ほ
ど
か
ら
発
熱
し
て
い
た
裕
仁
天
皇
の
容
体
が
急
変
し
た
。
明
け
て
翌
ー
九
八
九
年
一
月
七 

日
未
明
、
天
皇
が
死
去
す
る
ま
で
の
ー 

ー
〇
日
間
、
私
た
ち
の
目
前
で
は
、
天
皇
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
ま
き
お
こ
っ
た
。
「自
粛
」 

と
名
づ
け
ら
れ
た
そ
の
現
象
に
つ
い
て
の
指
摘
・
分
析
は
、
社
会
学
者
や
憲
法
学
者
の
み
な
ら
ず
、
新
聞
・
雑
誌
に
よ
っ
て
も
、
す
で
に
取
り 

上
げ
ら
れ
て
き
宣 

「自
粛
」
現
象
と
な
ら
ん
で
、
「
天
皇
陛
下
平
癒
祈
願
」
の
た
め
に
記
帳
す
る
と
い
う
行
為
が
、
神
社
・
仏
閣
な
ど
の
民 

間
の
宗
教
施
設
だ
け
で
な
く
、
宮
内
庁
を
は
じ
め
と
す
る
国
の
施
設
や
県
庁•

市
役
所•

町
村
役
場
な
ど
の
地
方
公
共
団
体
の
施
設
に
も
記
帳 

所
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
多
く
を
ま
き
こ
ん
で
の
社
会
現
象
と
な
つ
た
。
約
六
百
万
人
の
人
々
が
記
帳
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い 

る
。
こ
の
記
帳
は
天
皇
死
去
の
の
ち
のr

崩
御
を
悼
む
」
こ
と
で
も
お
こ
な
わ
れ
、
約
三
百
八
十
万
人
が
記
帳
し
た
。
「
フ
ィ
ー
バ
ー
」
と
い 

う
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
。

中
央
か
ら
は
じ
ま
っ
た
、
こ

の

「記
帳
フ
ィ
ー
バ
ー
」
は
全
国
津
々
浦
々
に
ま
で
広
が
る
。
と
く
に
、
地
方
の
市
役
所•

町
役
場
に
記
帳
所 

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ば
「
草
の
根
」

へ
、
こ

の

「
記
帳
フ
ィ
ー
バ
ー
」
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
、

一
つ
の
特
徴
で
あ
っ 

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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そ
う
し
たr

記
帳
フ
ィ
ー
バ
ー
」
の
中
で
、
国
や
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
「
天
皇
陛
下
平
癒
祈
願
」
の
た
め
の
記
帳
所
の
設
置
が
日
本
国
憲 

法
の
原
則
に
違
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
憲
法
上
の
争
点
が
う
か
び
あ
が
り
、
提
起
さ
れ
た
訴
訟
が
、
全
国
で
知
ら
れ
て
い
る
限
り
、
 

四
か
所
あ
っ
た
。
第
一
に
、
千
葉
県
松
戸
市
の
訴
訟
で
あ
る
。
こ
の
住
民
監
査
請
求
の
記
録
が
、
『反
天
皇
制
の
市
民
た
ち
』(
柘
植
書
房
・
 

一
 

九
八
九
年
二
月)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ー
九
八
九
年
一
月
一
七
日
に
、
原
告
十
三
人
で
、
こ
の
記
帳
所
に
関
す
る
訴
状
を
千
葉
地
方
裁
判
所 

に
提
出
し
、
四
月
二
三
日
に
棄
却
判
決
が
で
た
。
第
二
に
、
千
葉
市
の
平
野
茂
雄
氏
が
千
葉
県
知
事
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
、
天
皇
明
仁 

に
対
し
て
不
当
利
得
返
還
請
求
を
も
と
め
て
、
千
葉
地
裁
に
提
訴
し
て
い
る
。
天
皇
を
相
手
ど
っ
て
の
訴
え
は
最
高
裁
で
棄
却
さ
れ
て
確
定
し 

た
知
事
を
相
手
ど
っ
て
の
請
求
は
、
六
月
二
七
日
に
千
葉
地
裁
で
棄
却
判
決
が
だ
さ
れ
た
。

ー
九
九
一
年
七
月
ー
ー
日
、
最
高
裁
第
一
小 

法
廷
は
、
請
求
を
退
け
た
ー
、
ニ
審
判
決
を
支
持
し
、
上
告
を
棄
却
し
た
。
第
三
に
、
福
岡
県
で
県
知
事
が
「
お
見
舞
い
」
の
た
め
上
京
し
た 

こ
と
、
県
庁
に
記
帳
所
を
設
け
た
こ
と
は
違
法
だ
と
し
て
、
そ
の
行
為
に
要
し
た
費
用
の
約
五
八
万
円
を
県
に
返
還
す
る
よ
う
求
め
た
損
害
賠 

償
請
求
訴
訟
で
あ
る
。
こ
の
訴
え
に
た
い
し
て
、
福
岡
地
裁
は
三
月
二
三
日
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
判
決
を
下
し
た
。
の
こ
っ
た
も
う
ー 

つ
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
の
が
、
鹿
児
島
県
大
島
郡
龍
郷
町
で
あ
る
。
こ
の
小
稿
で
は
、
こ
の
龍
郷
町
で
の
「
記
帳
所
訴
訟
」
を
紹
介
し
た
い
。 

東
シ
ナ
海
に
う
か
ぶ
奄
美
大
島
。
そ
の
北
東
部
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
、
鹿
児
島
県
大
島
郡
龍
郷
町
が
あ
る
。
人
口
六
二
四
四
人(

一
九
八
九 

年
三
月
現
在)

。
主
要
な
産
業
は
農
業
と
い
う
普
通
の
南
国
の
一
町
で
あ
る
。
政
治
風
土
は
保
守
的
だ
が
、
奄
美
大
島
で
は
、
太
平
洋
戦
争
中
に
、
 

キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
が
信
仰
の
ゆ
え
に
弾
圧
さ
れ
た
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
龍
郷
町
に
「
天
皇
陛
下
平
癒
祈
願
」
の
記
帳
所
が
町
役
場
内
に
設
け
ら
れ
た
の
は
一
九
八
八
年
九
月
二
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
い 

う
経
過
で
こ
の
記
帳
所
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
の
点
が
多
い
が
、
九
月
二
三
日
に
鹿
児
島
県
庁
に
記
帳
所 

が
設
け
ら
れ
、
受
付
を
開
始
し
、
県
が
記
帳
所
を
設
け
た
こ
と
を
各
市
町
村
に
対
し
て
通
知
の
形
で
知
ら
せ
た
の
を
受
け
て
、
と
い
う
の
が
お 

そ
ら
く
真
相
で
あ
ろ
う
。
全
国
で
は
こ
の
九
月
ニ
二
日
か
ら
一
般
記
帳
が
宮
内
庁
の
施
設
全
国
一
ニ
か
所
で
一
斉
に
は
じ
ま
り
、
多
く
の
県
が 

ニ
二
日
、
二
三
日
か
ら
記
帳
受
付
を
開
始
し
た
。
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鹿児島県龍郷町記帳所訴訟

龍
郷
町
の
記
帳
所
が
閉
鎖
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
四
日
後
の
九
月
三
〇
日
で
あ
る
。
全
国
的
に
は
記
帳
所
が
閉
鎖
・
縮
少
さ
れ
る
の
は
ー
ー
月 

末
か
ら
ー
二
月
に
か
け
て
で
あ
る(
鹿
児
島
市
役
所
は
ー
ー
月
末
に
閉
鎖)

こ
と
と
く
ら
べ
れ
ば
、
異
様
に
は
や
く
閉
鎖
し
た
感
じ
を
あ
た
え 

る
が
、
そ
の
理
由
も
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
。
記
帳
者
数
は
一 

〇

七
名
、
他
の
市
町
村
の
住
民
が
記
帳
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
人 

口
約
六
千
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
町
民
が
記
帳
に
つ
め
か
け
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

記
帳
が
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
原
告•

肥
後
源
一
さ
ん
が
法
廷
で
証
言
し
て
お
り
、
被
告H

龍
郷
町
長
も
争
っ
て 

は
い
な
い
よ
う
に
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
た
。(
問
は
原
告
側
弁
護
士 •

亀
田
徳
一
郎
氏
に
よ
る
。) 

問
記
帳
所
は
ど
こ
に
、
ど
う
い
う
ふ
う
な
形
で
設
け
ら
れ
て
お
っ
た
ん
で
す
か
。

「龍
郷
町
の
庁
舎
の
ド
ア
を
開
け
ま
し
て
す
ぐ
表
玄
関
の
フ
ロ
ア
に
な
っ
て
い
る
正
面
の
所
に
、
住
民
課
に
向
か
っ
て
右
側
、
そ
こ
に
机
と 

ノ
ー
ト
で
す
が
、
署
名
簿
を
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。」

問
庁
舎
の
ロ
ビ
ー
で
す
ね
。

「
は
い
。」

問
そ
こ
に
机
が
一
つ

「
は
い
。」

問 

そ
こ
に
帳
面
か
何
か
で
す
か
。

「
は
い
帳
面
で
す
。」

問
記
載
す
る
も
の
と
し
て
は
何
か
置
い
て
あ
り
ま
し
た
か
。

r

筆
ペ
ン
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。」

問
そ
こ
に
は
町
の
職
員
か
だ
れ
か
立
ち
会
っ
て
い
た
ん
で
す
か
。
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資料と解説

「私
が
行
っ
た
と
き
は
だ
れ
も
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
」

町
が
こ
の
記
帳
所
——

実
際
に
は
机
を
一
つ
置
い
て
、
そ
の
上
に
署
名
の
ノ
ー
ト
と
筆
を
置
い
た
——

を
設
置
し
、
そ
し
て
署
名
簿
を
宮
内 

庁
に
郵
送
す
る
た
め
の
費
用
と
し
て
支
出
し
た
公
費
は
二
三
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。

訴
訟
を
提
起
し
た
原
告•

肥
後
源
市
さ
ん
は
、
龍
郷
町
で
医
院
を
開
業
し
て
い
る
医
師
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
監
査
請
求•

住
民
訴
訟 

を
お
こ
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
本
人
は
訴
訟
の
中
の
本
人
尋
問
で
、
原
告
側
弁
護
士
の
質
問
に
答
え
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。 

「
一
言
で
言
い
ま
す
と
、
私
の
戦
中
体
験
と
い
う
で
す
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
天
皇
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。」 

問 

戦
中
体
験
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
体
験
だ
っ
た
ん
で
す
か
。

「私
、
生
ま
れ
た
の
が
ー
九
三
一
年
で
す
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
第
二
次
世
界
大
戦
、
い
わ
ゆ
る
満
州
事
変
か
ら
太
平
洋
戦
争
終
結
ま
で
の
一
五 

年
戦
争
の
と
き
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
生
ま
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
皇
国
少
年
と
し
て
の
教
育
を
受
け
た
ん
で
す
。
私
自
身
、
学
徒
動
員
で 

引
つ
張
ら
れ
ま
し
た
。
ま
と
も
に
学
校
で
勉
強
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
し
、
大
阪
に
お
っ
た
段
階
で
、
三
月
の
一
三
日
だ
っ 

た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
四
五
年
の
三
月
大
空
襲
と
六
月
の
大
空
襲
、
八
月
一
四
日
の
大
空
襲
、
そ
う
い
う
も
の
を
直
に
経
験
し
ま
し
た
し
、
 

動
員
令
で
工
場
に
行
く
途
中
に
機
銃
掃
射
を
受
け
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す〇

」

問
そ
う
い
う
ふ
う
な
戦
争
体
験
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

「
は
い
、
そ
う
で
す
。
」

問
そ
う
い
う
ふ
う
な
戦
争
体
験
と
天
皇
に
対
す
る
記
帳
所
、
こ
れ
の
反
対
を
す
る
と
い
う
の
と
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
結
び
つ
く
わ
け
で
す
か
。
 

r

天
皇
が
一
月
一
日
に
人
間
宣
言
を
下
さ
れ
た
と
、
そ
の
後
か
ら
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
と
そ
れ
に
お
い
て
我
々
は
民
主
主
義
と
い
う
ん
で
す
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か
、
国
民
主
権
と
い
う
ん
で
す
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
学
び
、
そ
れ
で
自
分
の
過
去
を
考
え
て
、
あ
あ
、
あ
り
が
た
い
世
の
中
が
来
た
ん
だ 

な
と
、
そ
う
い
う
形
で
思
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
天
皇
に
対
し
て
も
、
批
判
な
り
そ
う
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
た
と
、
そ
れ
と
民
主
主
義
の 

一
端
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。」

問 

そ
れ
で
私
の
質
問
は
、
あ
な
た
の
言
う
戦
争
体
験
と
記
帳
所
反
対
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
結
び
つ
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
 

「
こ
の
ご
ろ
段
々
、
い
わ
ゆ
る
逆
行
と
い
う
で
す
か
、
そ
う
い
う
形
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
天
皇
を
持
ち
上
げ
よ
う
と
、
憲
法
に 

違
反
し
て
で
も
天
皇
を
持
ち
上
げ
よ
う
と
い
う
空
気
が
あ
っ
て
、
ま
た
再
び
自
分
た
ち
が
か
っ
て
味
わ
っ
た
無
残
な
時
代
に
逆
行
す
る
ん 

じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
。
記
帳
所
と
い
う
の
も
そ
の
一
つ
の
現
れ
だ
と
思
い
ま
し
て
踏
み
切
っ
た
ん
で
す
。」 

二
、
龍
郷
町
に
た
い
す
る
監
査
請
求

ま
ず
肥
後
さ
ん
は
、
九
月
ニ
九
日
に
、
町
が
記
帳
所
設
置
の
た
め
に
公
金
を
支
出
し
た
の
は
、
憲
法
に
反
す
る
と
し
て
、
地
方
自
治
法
ー 

ー
四 

二
条
に
も
と
づ
い
て
、
監
査
請
求
を
も
と
め
た
。

ー
〇
月
二
〇
日
に
意
見
陳
述
を
も
と
め
ら
れ
た
後
、

ー
ー
月
二
八
日
に
監
査
結
果
が
し
め
さ 

れ
た
。

監
査
委
員
の
結
果
通
知(

ー
九
八
八
年
ー
ー
月
二
八
日)

龍
郷
町
長
に
対
す
る
措
置
請
求
に
つ
い
て

昭
和
六
三
年
九
月
三
〇
日
に
受
理
し
た
、
標
記
の
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
二
四
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
し
た
結
果
を
、
 

下
記
の
と
お
り
通
知
す
る
。

記
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資料と解説

第
一
請
求
の
受
理

本
請
求
は
、
所
要
の
法
定
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
昭
和
六
三
年
九
月
三
〇
日
こ
れ
を
受
理
し
た
。

第
二
監
査
の
実
施

(1) 

監
査
対
象
事
項

監
査
に
あ
た
っ
て
は
、
措
置
請
求
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
、
請
求
人
が
提
出
し
た
事
実
を
証
す
る
書
面
及
び
請
求
人
が
陳
述
し
た
内
容
等
を 

勘
案
し
、
監
査
請
求
の
主
旨
を
次
の
よ
う
に
解
し
た
。

龍
郷
町
長
が
昭
和
六
三
年
九
月
二
六
日
、
役
場
庁
舎
内
に
「
天
皇
陛
下
御
平
癒
祈
願
書
名
簿
」
を
設
置
し
た
の
は
、
違
法
、
不
当
な
公
金
の 

支
出
で
あ
る
と
の
主
張
。

(
2
)
 

請
求
人
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

請
求
に
対
し
て
、
地
方
自
治
法
第
二
四
二
条
第
五
項
の
規
定
よ
り
、
昭
和
六
三
年
一
〇
月
二
〇
日
、
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機
会
を
与
え 

た
。

(3) 

監
査
に
当
た
っ
て
、
文
書
に
よ
る
照
会
と
聴
取
し
た
者
の
状
況

(

ア)

本
件
に
対
す
る
町
長
の
見
解
を
照
会
し
た
。

(

イ)

町
長
、
助
役
、
総
務
課
長
の
事
情
を
聴
取
し
た
。
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第

三

・
監
査
の
結
果

①

請
求
事
項

龍
郷
町
長
が
昭
和
六
三
年
九
月
二
六
日
、
役
場
庁
舎
内
に
「
天
皇
陛
下
御
平
癒
祈
願
書
名
簿
」(
以
下
、
記
帳
所
と
い
う)

を
設
置
し
た
の
は
、
 

違
法
、
不
当
な
公
金
の
支
出
で
あ
る
と
の
主
張
。

ア
請
求
事
実
の
有
無

昭
和
六
三
年
九
月
二
六
日
に
記
帳
所
を
設
置
し
、
そ
れ
に
係
る
経
費
を
支
出
し
た
事
実
は
あ
る
。

イ
関
係
者
の
説
明

〇
町
長
の
見
解
及
び
説
明

記
帳
所
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
陛
下
の
ご
回
復
を
願
う
気
持
を
表
し
た
い
と
の
町
民
の
、
便
宜
を
図
る
た
め
に
九
月
二
六
日
午
後
一
時
か
ら 

九
月
三
〇
日
ま
で
設
置
し
た
。
設
置
に
係
る
経
費
は
二
、
三
〇
〇
円
で
あ
る
。
そ
の
間
の
記
帳
者
は
ー
〇
七
名
で
あ
っ
た
。
 

ウ
監
査
委
員
の
判
断

請
求
人
は
、
今
回
町
長
が
記
帳
所
を
設
置
し
た
の
は
違
法
、
不
当
な
公
金
の
支
出
で
あ
る
と
出
張
し
て
い
る
が
、
関
係
者
はr

陛
下
の
ご
回 

復
を
願
う
気
持
ち
を
表
し
た
い
と
の
、
住
民
か
ら
の
要
望
を
受
け
、
便
宜
を
図
る
た
め
設
置
し
た
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。 

本
来
地
方
公
共
団
体
の
経
費
の
支
弁
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法(

以
下
、
法
と
い
う)

第
二
三
二
条
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
「当 

該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
の
必
要
な
経
費
を
支
弁
す
る
も
の
と
す
る〇」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
帳
所
設
置
に 

係
る
経
費
が
、
法
に
定
め
ら
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
該
当
す
る
か
判
断
す
る
と
、
 

地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
憲

法
で

「
天
皇
は
、
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
位
は
、
主 

権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
く
。」
と
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
天
皇
陛
下
が
御
病
状
に
あ
る
た
め
、
そ
の
御
平
癒
を
祈
願
し
た
い
と
ハ
う
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町
民
の
要
望
を
受
け
て
記
帳
所
を
設
置
し
た
も
の
で
、
住
民
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
、
町
長
の
裁
量
行
為
の
範
囲
と
理
解
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
 

本
記
帳
所
設
置
に
係
る
経
費
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
違
法
、
不
当
な
公
金
の
支
出
で
は
な
い
と
判
断
す
る
。 

以
上 

こ
の
監
査
請
求
結
果
の
「裏
話
」
と
し
て
、
原
告
は
、
監
査
委
員
か
ら
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
と
証
言
し
て
い
る
。
 

r
監
査
請
求
の
結
果
が
出
る
と
き
に
福
岡
で
や
っ
て
く
れ
て
助
か
っ
た
と
、
そ
れ
を
真
似
し
て
で
き
る
ん
だ
と
う
ち
の
監
査
委
員
が
言
っ
て 

い
た
ん
で
す
。
」

福
岡
県
知
事
の
天
皇
の
病
気
見
舞
い
の
記
帳
の
た
め
の
上
京
費
用
の
違
法
性
を
争
っ
た
福
岡
県
の
監
査
請
求
の
審
理(
龍
郷
町
の
監
査
請
求 

の
結
果
通
知
と
同
じ
ー
ー
月
二
八
日
に
公
金
支
出
を
違
法
で
は
な
い
と
す
る
結
果
通
知
が
な
さ
れ
た)

を
事
前
に
照
会
し
た
上
、
監
査
結
果
が 

出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

福
岡
県
監
査
委
員
は
、
知
事
の
上
京
費
用
五
七
万
ハ
〇
三
〇
円
の
支
出
と
県
庁
内
で
の
記
帳
所
設
置
に
つ
い
て
違
法
と
す
る
請
求
人
の
主
張 

を
し
り
ぞ
け
た
が
、
そ
の
憲
法
論
上
の
根
拠
づ
け
に
つ
い
て
、①

「県
知
事
が
県
民
を
代
表
し
て
、
日
本
国
憲
法
第
一
条
に
規
定
す
る
『
日
本 

国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
』
で
あ
る
天
皇
陛
下
の
ご
病
気
お
見
舞
い
の
記
帳
を
行
っ
た
こ
と
は
、
県
民
を
代
表
す
る
県
知
事
と 

し
て
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
る
社
交
儀
礼
の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
る
」
。②

「
天
皇
陛
下
お
見
舞
い
記
帳
所
の
設
置
は
、
ご
病
気
の
天
皇
陛
下 

を
東
京
ま
で
行
っ
て
お
見
舞
い
で
き
な
い
県
民
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
県
民
に
記
帳
を
強
制
す
る
も
の
で
も
な 

い
の
で
、
記
帳
所
設
置
に
関
す
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
る
公
共
事
務
に
該
当
し,

県
知
事
の
裁
量
権
の
範
囲
内
に
属 

す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
し
て
い
る
。②

の

「象
徴
」
た
る
天
皇
—
そ
の
病
気
—
病
気
お
見
舞
い
を
望
む
「住
民
の
便
宜
」
を
は
か
る
、
 

と
い
う
論
理
は
、
龍
郷
町
の
監
査
結
果
と
同
じ
論
理
で
あ
る
。

こ
の
監
査
請
求
の
結
果
の
結
果
に
不
満
を
い
だ
い
た
肥
後
さ
ん
は
、

ー
二
月
ー
九
日
、•

龍
郷
町
長
を
被
告
と
す
る
住
民
訴
訟
を
お
こ
す
こ
と 

に
な
る
。 

•
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三
、
鹿
児
島
地
裁
で
の
審
理
と
判
決

鹿
児
島
地
裁
で
の
「記
帳
所
訴
訟
」
は
次
の
経
過
を
た
ど
っ
た
。

① 

訴
状
の
提
出

② 

被
告
答
弁
書
の
提
出

③ 

原
告
準
備
書
面
の
提
出

④ 

被
告
準
備
書
面
の
提
出

⑤ 

原
告
準
備
書
面
の
提
出

⑥ 

本
人
尋
問

⑦ 

被
告
準
備
書
面
の
提
出

⑧ 

原
告
準
備
書
面
の
提
出

⑨ 

判
決

ー
九
八
八
年
一
ー
ー
月
一
九
日 

ー

九

八

九

年

二

月

三

日 

ー
九
八
九
年
四
月
一
四
日 

ー
九
八
九
年
四
月
一
四
日 

ー

九

八

九

年

九

月

四

日 

ー
九
八
九
年
一
〇
年
二
ー
一
日 

ー
九
八
九
年
一
二
月
八
日 

ー
九
九
〇
年
一
月
ニ
二
日 

ー
九
九
〇
年
二
月
二
六
日

I

原
告
の
主
張

原
告
は
、
地
方
自
治
法
第
二
四
二
条
の
二
に
よ
る
住
民
訴
訟
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
、
被
告=

=

龍
郷
町
長
が
、
違
法
な
公
金
支
出
を
お
こ
な
っ 

た
と
し
て
龍
郷
町
に
対
し
損
害
賠
償
義
務
を
負
い
、
金
二
三
〇
〇
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
ー
九
八
九
年
一
月
ニ
二
日
か
ら
支
払
い
済
み
ま
で
年 

五
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
、
と
主
張
し
た
。

そ
の
法
的
根
拠
を
、
原
告
は
ま
ず
地
方
自
治
法
第
二
条
に
も
と
め
た
。
す
な
わ
ち
、①

普
通
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
町
が
行
う
こ
と
の
で
き 

る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
に
定
め
が
あ
り
、
本
件
の
記
帳
所
の
設
置
が
同
条
第
三
項
各
号
で
具
体
的
に
例
示
さ
れ
た
各
種
事
務
の
ど
れ
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に
も
該
当
し
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
こ
と
、②

例
示
さ
れ
た
事
務
以
外
に
、
町
長
の
裁
量
に
よ
り
あ
る
種
の
事
務
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が 

あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
に
憲
法
以
下
の
諸
法
令
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、③

違
法
な
事
務
が
執
行
さ
れ
、
そ 

れ
に
伴
っ
て
財
政
的
支
出
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
支
出
も
違
法
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
こ
の
記
帳
所
設
置
が(

一)

主
権
在
民
及
び
法
の
下
の
平
等
の
原
則
、(

二)

政
教
分
離
の
原
則
、(

三)

思
想
お
よ
び
良
心
の
自 

由
の
保
障
、
に
違
反
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。

と
く
に
四
月
一
四
日
の
原
告
準
備
書
面
は
二
〇
頁
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
主
張
の
う
ち
、
「象
徴
天
皇
」
論
に 

関
し
て
要
点
を
あ
げ
れ
ば
、①

「象
徴
」
と
し
て
の
天
皇
に
つ
い
て
、
そ
の
形
成
の
歴
史
的
経
過
を
ふ
ま
え
て
、
「象
徴
と
し
て
の
天
皇
に
つ 

い
て
、
法
的
な
紛
争
が
お
こ
っ
た
と
き
に
は
、
国
民
主
権
の
原
理
を
重
視
し
、
天
皇
の
特
権
的
な
地
位
を
で
き
る
限
り
認
め
な
い
態
度
こ
そ
、
 

日
本
国
憲
法
の
趣
旨
に
た
っ
た
解
釈
と
い
え
る
だ
ろ
う
」
。②

象
徴
天
皇
が
憲
法
上
な
し
う
る
唯
一
の
公
的
行
為
は
「国
事
行
為
」
の
み
で
あ
る
。
 

r

象
徴
行
為
」
な
る
も
の
は
憲
法
上
成
立
し
な
い
。③

国
事
行
為
を
公
務
と
し
て
行
っ
て
い
る
時
の
天
皇
は
公
的
天
皇
で
あ
り
、
象
徴
天
皇
で 

あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
時
は
勿
論
私
人
と
し
て
の
天
皇
で
あ
っ
て
、
象
徴
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
 

政
教
分
離
に
つ
い
て
は
、
「祈
願
」
と
い
う
行
為
が
宗
教
的
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
主
張
さ
れ
る
。
「被
告
の
行
為
は
、
た 

し
か
に
宗
教
者
が
儀
式
を
あ
る
特
定
の
宗
派
の
形
式
で
主
宰
す
る
な
ど
の
宗
教
的
儀
式
を
を
と
も
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
宗
教
的
な 

意
義
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
」
と
い
う
の
が
原
告
の
主
張
で
あ
る
。

思
想
・
良
心
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
戦
争
体
験
か
ら
原
告
は
「
戦
争
の
最
大
の
責
任
者
と
し
て
の
天
皇
に
対
」
し
て
強
い
不
信
感
を 

も
っ
て
い
た
。
そ

のr

天
皇
の
病
気
平
癒
を
祈
願
す
る
署
名
を
集
め
る
行
為
は
、
別
の
個
人
が
そ
の
人
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
私
的
に
行
っ
た 

の
な
ら
、
か
ろ
う
じ
て
許
容
す
る
こ
と
も
で
き
た
が
、
『住
民
の
要
望
に
よ
っ
て
』
と
称
し
て
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
町
が
こ
の
行
為
に
積
極 

的
に
関
与
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
な
ん
と
し
て
も
許
容
し
が
た
い
こ
と
」
で
あ
っ
て
「受
忍
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
格
上
の
利
益
を
侵
害 

さ
れ
た-

と
主
張
し
た
。
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n

被
告
の
主
張

被
告
の
主
張
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

①

「憲
法
は
自
然
人
た
る
天
皇
を
し
て
、
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
い
る1
-O②

象
徴
た
る
天
皇
が
「病
に 

臥
せ
る
と
き
は
、
右
象
徴
と
し
て
の
天
皇
の
行
為
も
満
足
に
果
た
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
平
癒
を
祈
願
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単 

に
固
人
と
し
て
の
天
皇
の
健
康
回
復
を
願
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
健
康
を
回
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
象
徴
と
し
て
機
能 

を
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
ん
こ
と
を
願
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
純
然
た
る
私
的
関
係
に
お
け
る
病
気
見
舞
と
は 

異
な
る
公
的
な
意
味
を
有
す
る
も
の
と
示
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。③

住
民
に
対
し
、
そ
の
記
帳
を
強
制
し
た
も
の
で
は
な
い
し
、
記
帳
し 

た
者
と
記
帳
し
な
か
っ
た
者
と
を
区
別
し
て
何
ら
か
の
特
別
の
取
扱
を
す
る
も
の
で
も
な
い
。

皿

判
 

決

鹿
児
島
地
裁
民
事
部(
裁
判
長
裁
判
官 

下
村
浩
藏
、
裁
判
官 

松
本
清
隆
、
裁
判
官 

手
塚
稔)

は
一
九
九
〇
年
三
月
二
六
日
に
判
決
を 

出
し
た
。
主
文
は
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
、
訴
訟
費
用
は
原
告
の
負
担
と
す
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
 

裁
判
官
の
経
歴
を
す
こ
し
紹
介
す
る
と
、
下
村
裁
判
長
は
、

ー
九
三
七
年
生
ま
れ
で
五
四
歳
。

ー
九
六
六
年
四
月
に
検
事
に
な
り
、
高
松
地 

検

・
徳
島
地
検•

大
阪
法
務
局
訟
務
部
付
を
へ
て
、
ー
九
七
二
年
四
月
に
和
歌
山
地
家
裁
の
判
事
補
と
な
り
、
裁
判
官
の
道
を
歩
き
は
じ
め
る
。
 

こ
の
記
帳
所
訴
訟
の
の
ち
、

ー
九
九
〇
年
四
月
に
京
都
地
裁
に
転
出
し
た
。

松
本
裁
判
官
は
、

一
九
八
二
年
四
月
に
任
官
し
て
、
横
浜
・
大
津
の
地
裁
を
へ
て
、
鹿
児
島
地
裁
に
赴
任
。
手
塚
裁
判
官
は
、

ー
九
八
七
年 

四
月
に
任
官
し
て
、
東
京
地
裁
を
へ
て
、
鹿
児
島
地
裁
に
赴
任
。
手
塚
裁
判
官
は
、•

ー
九
八
二
年
四
月
に
任
官
し
て
、
東
京
地
裁
を
へ
て
、
鹿

(6)

児
島
地
裁
に
赴
任
し
て
い
る
。
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判
決
は
、
ま

ずr

理
由
」
の
冒
頭
部
分
で
、
記
帳
所
設
置
が
地
方
公
共
団
体
の
公
共
事
務
に
あ
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
ふ
れ
て
い
る
。
 

そ
の
概
要
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。①

地
方
公
共
団
体
の
お
こ
な
う
公
共
事
務
の
内
容
は
、
明
文
で
例
示
と
定
め
て
い
る
よ
う
に(

地
方
自
治 

法
第
二
条
第
三
項)

、
法
令
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
住
民
の
福
祉
増
進
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
非
権
力
的
な
事
務
を
広
く 

包
含
す
る
。②

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
地
方
公
共
団
体
の
公
共
事
務
を
執
行
す
る
に
つ
い
て
広
範
な
裁
量
権
を
有
す
る
。③

長
の
行
う
公
共 

事
務
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
裁
量
権
を
濫
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
で
な
い
限
り
、
適
法
な
も
の
と
認
め
る
べ
き
も
の 

と
い
え
る
。
こ
の
地
方
自
治
法
第
二
条
の
一
般
的
な
解
釈
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
異
議
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
訴
訟
に
お
い
て 

は
、
争
点
は
あ
く
ま
で
憲
法
論
に
あ
り
、
こ
の
記
帳
所
設
置
が
は
た
し
て
「憲
法
以
下
の
諸
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
」
か
ど
う
か
に
あ
っ 

た
。前

に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
記
帳
所
訴
訟
は
、
全
国
で
四
か
所
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
福
岡
地
裁
の
判
決(

ー
九
九
〇
年
三
月 

二
三
日)

が
判
示
し
た
憲
法
論
に
か
か
わ
る
部
分
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

r

本
件
記
帳
所
設
置
等
は
天
皇
に
対
す
る
見
舞
い
の
記
帳
を
望
む
県
民
の
利
便
を
図
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
天
皇
は
日
本 

国
の
象
徴
と
し
て
ま
た
一
つ
の
国
家
機
関
と
し
て
の
地
位
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
地
位
に
あ
る
者
へ
の
県
民
の
見
舞 

い
の
た
め
の
利
便
を
図
る
こ
と
は
地
域
住
民
へ 

の
サ
ー
ビ
ス
活
動
と
し
て
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
含
ま
れ
る
も
の
と
解
す
る
こ
と 

が
で
き
、
本
件
記
帳
所
の
設
置
の
態
様
、
支
出
金
額
か
ら
み
て
、
こ
れ
が
県
知
事
の
裁
量
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。 

ま
た
、
天
皇
は
国
民
統
合
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
憲
法
上
の
国
家
機
関
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
要
職
に
あ
る
者
に
対
し
病
気
見
舞
い 

を
行
う
こ
と
が
社
会
通
念
上
他
の
一
般
国
民
を
不
当
に
差
別
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
明
か
で
、
憲
法
の
保
障
す
る
法
の
下
の
平 

等
に
反
す
る
と
は
到
底
解
し
え
な
い
。
さ
ら
に
右
の
よ
う
な
行
為
が
主
権
在
民
の
原
理
を
否
定
し
、
あ
る
い
は
地
方
自
治
の
本
旨
に
も
と 

る
も
の
と
も
い
え
な
い
。」
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こ
の
福
岡
地
裁
判
決
に
対
し
て
、
鹿
児
島
地
裁
判
決
の
憲
法
論
に
か
か
わ
る
部
分
の
特
徴
は
、
ま
ず
第
一
に
、
象
徴
と
し
て
の
立
場
に
あ
る 

天
皇
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、r

い
わ
ゆ
る
天
皇
の
象
徴
行
為
を
事
実
と
し
て
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
「公
的
立
場
に
あ
る
天
皇
」 

を
ひ
き
だ
し
て
き
て
い
る
点
に
あ
る
。

「
と
こ
ろ
で
、
天
皇
は
、
憲
法
上
、
日
本
国
及
び
日
本
国
民
の
統
合
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
国
事
行
為
を
行
う
ほ
か 

憲
法 

や
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
 

国
会
の
開
会
式
へ
の
臨
席
や
各
種
行
事
へ
の
出
席
等
の
、
 

い
わ
ゆ
る
天
皇
の
象 

徴
行
為
を
事
実
と
し
て
行
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
、
公
的
立
場
に
あ
る
天
皇
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
、
象
徴
と
し
て
の
立
場
に 

あ
る
天
皇
に
対
し
て
は,

多
く
の
国
民
が
そ
の
快
復
を
願
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

そ
う
す
る
と
、
普
通
地
方
公
共
団
体
た
る
町
が
、
住
民
の
右
の
よ
う
な
感
情
を
推
察
し
て
、
 

住
民
の
た
め
に
相
当
な
範
囲
、
方
法
で
の 

匣
宜
を
は
か
る
こ
と
は
、
町
の
公
共
事
務
に
含
ま
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」 

っ
ま
り
、
な
に
ゆ
え
天
皇
がr

象
徴
」
と
し
て
、
記
帳
等
の
見
舞
い
な
ど
を
受
け
る
立
場
に
务
の
か
の
理
由
づ
け
が
こ
と
な
っ
て
い
る
。 

鹽
児
島
地
裁
判
決
は
、
い
わ
ゆ
る
国
事
行
為
を
行
っ
て
い
る
他
に
、
「象
徴
行
為
を
事
実
と
し
て
行
っ
て
」

い
て
、
「
そ
こ
に
公
的
立
場
に
あ
る 

天
皇
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
、
と
い
う
理
由
づ
け
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
原
告
の
準
備
書
面
、
そ
れ
に
反
論
す
る
被
告
の
準
備
書
面
で
、
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
国
事
行
為
以
外
の
天
皇
の
「象
徴 

と
し
て
の
行
為
」
が
は
た
し
て
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
、
と
の
憲
法
問
題
が
前
面
に
出
さ
れ
て
、
原
告
が
そ
れ
を
認
め
ず
、
被
告
が
清
宮
四
郎 

教

授
のr

象
徴
と
し
て
の
行
為
」
の
合
憲
性
に
つ
い
て
の
学
務
引
用
す
る
な
ど
の
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
判
決
が 

だ
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
判
決
は
、
そ
の
意
味
で
は
、
清
宮
説
に
た
っ
て
、
「
人
間
象
徴
」
と

い

う

「動
態
」
か
ら
象
徴
と
し
て
の
天
皇
を
説
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明
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
鹿
児
島
地
裁
判
決
の
憲
法
論
上
の
第
二
の
特
徴
は
、
福
岡
地
裁
判
決
が
こ
れ
以
上
の
憲
法
論
を
展
開
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
「
し 

か
し
、
念
の
た
め
、
本
件
記
帳
所
設
置
が
憲
法
の
諸
原
則
に
反
す
る
と
の
原
告
の
主
張
に
つ
き
判
断
を
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
」
と
し
て
、
 

(

一)

主
権
在
民
及
び
法
の
下
の
平
等
、(

二)

政
教
分
離
の
原
則
、(

三)

思
想
の
自
由
、(

四)

地
方
自
治
の
本
旨
、
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
 

原
告
の
主
張
に
対
し
て
、
く
わ
し
く
論
駁
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

r ㈠
 

ま
ず
、
主
権
在
民
及
び
法
の
下
の
平
等
の
原
理
に
違
反
す
る
と
の
主
張
に
つ
い
て
は,

本
件
記
帳
所
の
設
置
が
、
そ
れ
自
体
で
天
皇
に 

何
ら
か
の
政
治
的
権
能
を
付
与
し
た
り
、
国
民
か
ら
主
権
者
と
し
て
の
権
能
を
少
し
で
も
奪
っ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
れ 

ら
を
実
現
せ
よ
と
の
主
張
を
含
む
も
の
と
も
認
め
難
い
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主
権
在
民
の
原
理
が
い
さ
さ
か
も
損
わ
れ
る
も
の
で
な
い 

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
憲
法
に
よ
り
象
徴
と
し
て
の
地
位
を
付
与
さ
れ
て
い
る
天
皇
の
病
気
平
癒
を
願
う
住
民
に
対
し
て
記
帳
の 

場
を
提
供
し
、
こ
れ
を
取
り
ま
と
め
る
と
い
う
事
務
の
執
行
自
体
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
祈
願
の
対
象
と
さ
れ
た
天
皇
と
一
般
国
民
と
の 

間
で
憲
法
一
四
条
一
項
が
禁
じ
る
不
合
理
な
差
別
が
あ
る
と
は
到
底
い
う
こ
と
が
で
き
ず
、
原
告
の
右
主
張
は
失
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
 

原
告
の
指
摘
す
る
住
民
相
互
間
の
差
別
的
取
扱
い
の
点
に
つ
い
て
も
町
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
公
共
事
務
の
内
容
が
極
め
て
多
岐
に
わ 

た
っ
て
い
て
、
そ
の
う
ち
の
む
し
ろ
大
多
数
の
も
の
は
、
性
質
か
ら
し
て
も
当
該
地
方
公
共
団
体
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
住
民
を
機
械
的 

平
等
に
取
扱
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
件
記
帳
所
の
設
置
が
一
部
住
民
の
み
の
便
宜
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
 

そ
の
こ
と
を
も
っ
て
憲
法
一
四
条
項
が
禁
じ
る
不
合
理
な
差
別
に
あ
た
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
こ
れ
が
不
合
理
な
差
別
で
あ
る
と
い 

う
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
特
定
個
人
の
利
益
を
は
か
っ
た
り
、
対
象
者
に
不
当
な
利
益
を
得
さ
せ
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
を
必
要
と
す
る
と
い 

う
べ
き
と
こ
ろ
、
本
件
に
あ
っ
て
は
、
原
告
本
人
尋
問
の
結
果
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
本
件
記
帳
所
は
、
住
民
の
任
意
の
利
用 

に
委
ね
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
町
が
、
特
定
個
人
の
み
の
便
宜
を
は
か
っ
た
と
か
、
本
件
記
帳
所
で
記
帳
を
し
た
住
民
と
そ
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う
で
な
い
住
民
と
を
区
別
し
、
そ
の
一
方
に
不
当
な
利
益
あ
る
い
は
不
利
益
を
与
え
る
差
別
的
取
扱
を
し
た
と
か
の
形
跡
は
窺
わ
れ
な
い 

の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
記
帳
所
の
設
置
が
右
両
者
の
法
の
下
の
平
等
を
害
し
た
と
す
る
主
張
も
ま
た
採
用
し
え
な
い
。
 

㈡

次
に
、
政
教
分
離
の
原
則
に
反
し
て
い
る
と
の
主
張
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
行
為
が
右
原
則
に
違
反
し
て
い 

る
と
い
う
た
め
に
は
、
そ
の
目
的
が
宗
教
的
な
意
義
を
も
ち
、
そ
の
効
果
が
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
ま
た
は
圧
迫
、
干
渉
等 

に
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
本
件
記
帳
所
が
、
「
天
皇
陛
下
御
平
癒
祈
願
署
名
簿
」
と
筆
記 

具
と
も
町
役
場
内
の
机
上
に
備
え
つ
け
た
に
す
ぎ
ず
、
例
え
ば
神
棚
や
注
連
縄
を
飾
る
と
い
う
よ
う
な
特
定
宗
派
の
形
式
を
と
っ
て
い
た 

り
、
あ
る
い
は
宗
教
者
に
よ
る
そ
の
宗
派
に
則
っ
た
儀
式
の
挙
行
を
伴
っ
た
り
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
本
件
記
帳
所 

は
、
政
教
分
離
の
原
則
に
反
し
な
い
い
わ
ゆ
る
習
俗
的
行
為
に
あ
た
る
か
否
か
を
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
自
体
が
お
よ
そ
宗
教
的 

活
動
と
し
て
の
外
形
的
側
面
す
ら
呈
し
て
い
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
右
主
張
は
失
当
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
お
、
原 

告
は
、
被
告
が
、
署
名
簿
に
「
祈
願
」
の
語
句
を
使
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
本
件
記
帳
所
の
設
置
は
宗
教
行
為
で
あ
る
と
い
う
が
、
「祈
願
」 

の
語
句
は
、
そ
れ
が
特
定
宗
教
宗
派
で
使
わ
れ
る
宗
教
用
語
で
な
い
以
上
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
特
定
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
と
な 

る
も
の
で
は
な
い
し
、
右
を
も
つ
て
、

一
般
に
宗
教
を
信
じ
る
こ
と
を
助
長
し
、
宗
教
を
信
じ
な
い
自
由
を
圧
迫
し
た
と
も
い
い
難
い
と 

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
原
告
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
、
各
地
の
神
社
で
昭
和
天
皇
の
病
気
平
癒
を
祈
願
す
る
祈
禱
所
が
設
け
ら
れ 

た
の
に
続
い
て
本
件
記
帳
所
が
設
置
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
右
経
緯
の
存
在
の
み
を
も
っ
て
本
件
記
帳
所
設
置
が
憲 

法
に
違
反
し
た
も
の
と
な
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
前
記
の
よ
う
に
、
本
件
記
帳
所
自
体
が
何
ら
の
宗
教
色
も
帯
び
て
い
な
い
以
上
、
 

右
の
事
情
は
、
政
教
分
離
の
原
則
に
反
し
な
い
と
の
当
裁
判
所
の
前
記
判
断
の
妨
げ
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

• 

㈢
 

原
告
は
、
さ
ら
に
、
本
件
記
帳
所
の
設
置
は
、
昭
和
天
皇
に
批
判
的
な
見
解
を
有
す
る
原
告
ら
住
民
の
思
想
及
び
良
心
の
自
由
を
侵
害 

す
る
も
の
と
し
て.
違
憲
で
あ
る
旨
主
張
す
る
と
こ
ろ
、
た
し
か
に
、
天
皇
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
は
、
旧
憲
法
体
制
か
ら
現
憲
法
体
制
へ
の 

転
換
を
通
し
て
、
今
な
お
政
治
的
あ
る
い
は
思
想
的
に
意
見
の
対
立
が
あ
る
こ
と
は
公
知
の
事
実
で
あ
っ
て
政
治
的
、
思
想
的
に
中
立
で
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あ
る
べ
き
普
通
地
方
公
共
団
体
と
し
て
は
慎
重
に
対
応
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
し
、
本
件
記
帳
所
や
こ
れ
と
同
様
の
施
設
の
設
置
が
、
昭
和 

天
皇
に
批
判
的
な
見
解
を
有
す
る
住
民
に
何
ら
か
の
不
快
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
も
十
分
考
慮
に
値
す
る
が
、
少
な
く 

と
も
本
件
に
関
す
る
限
り
、
前
記
の
よ
う
な
本
件
記
帳
所
の
体
裁
、
利
用
提
供
の
方
法
、
ま
た
、
本
件
記
帳
所
が
法
の
下
の
平
等
に
反
す 

る
不
合
理
な
差
別
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
前
記
の
と
お
り
本
件
記
帳
所
の
利
用
に
つ
い
て
町
か
ら
有
形
無
形
の
働
き
か 

け
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
証
拠
の
な
い
こ
と
等
の
各
事
情
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
本
件
記
帳
所
を
設
置
し
た
こ
と
が
、
天
皇
の
地
位 

に
関
す
る
憲
法
の
規
定
と
矛
盾
す
る
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
し
て
、
こ
れ
が
、
天
皇
を
神
格
化
し
よ
う
と
す
る
特 

定
の
政
治
的
思
想
を
支
持
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
思
想
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
も
認
め
難
い
か
ら
、
本
件
記
帳
所
の
設
置
を
も
っ
て
住 

民
の
思
想
及
び
良
心
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈣
 

ま
た
、
本
件
記
帳
所
の
設
置
は
、
個
々
の
住
民
が
身
近
に
利
用
で
き
る
形
で
便
宜
を
供
与
す
る
と
い
う
点
で
は
、
基
礎
的
な
普
通
地
方 

公
共
団
体
で
あ
る
町
の
事
務
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
む
し
ろ
沿
う
も
の
で
あ
る 

し
、
他
に
、
地
方
公
共
団
体
の
運
営
が
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
く
べ
き
原
則
に
反
し
て
い
る
事
由
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。」 

こ
の
よ
う
に
、
「念
の
た
め
」
と
い
う
こ
と
で
、
他
の
判
決
に
く
ら
べ
る
と
や
や
詳
細
な
憲
法
論
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

判
決
の
憲
法
論
に
つ
い
て
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
を
し
て
み
よ
う
。
と
く
に
問
題
と
な
る
論
点
は
、
天
皇
の
も
っ
て
い
る
象
徴
と
い
う
地
位
を
ど 

の
よ
う
に
評
価
し
、
そ
の
象
徴
た
る
天
皇
に
た
い
し
て
、
地
方
公
共
団
体
が
ど
の
よ
う
な
行
為
を
行
い
う
る
の
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
 

ま
ず
第
一
に
、
象
徴
の
地
位
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
憲
法
学
で
主
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
、
天
皇
の
行
為
に
つ
い
て
何
が
ゆ
る
さ
れ 

る
の
か
、
何
が
禁
じ
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
論
点
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
回
の
場
合
は
、
天
皇
の
行
っ
た
行
為
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で 

は
な
く
、
天
皇
が
い
わ
ば
客
体
と
し
て
地
方
公
共
団
体
の
行
為
の
目
的
対
象
と
な
つ
て(
今
回
の
場
合
はr

病
気
平
癒
祈
願
」
と
い
う
対
象) 

い
る
。
そ
こ
か
ら
、
象
徴
と
い
う
国
家
に
お
け
る
天
皇
の
地
位
を
ど
う
評
価
す
る
の
か
、
と
い
う
論
点
が
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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•

学
説
上
、
お
お
ま
か
に
い
っ
て
、
二
つ
の
主
張
が
対
立
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
天
皇
が
象
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
す
べ
て
を
説
明
づ
け
て
し
ま
う
見
解
で
あ
る
。
や
は
り
記
帳
所
の
設
置
に
つ
い
て
、
天 

皇
を
被
告
に
相
手
ど
っ
た
千
葉
県
の
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
訟(
県
知
事
を
被
告
と
す
る
住
民
訴
訟
も
同
時
に
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
裁
判
所 

は
天
皇
の
民
事
責
任
に
つ
い
て
独
自
に
判
断
を
出
し
た
。)

の
最
高
裁
第
二
小
法
廷
は
一
九
八
九
年
一 

ー
月
二
〇
日
、
以
下
の
よ
う
な
判
決
を 

だ
し
た
。

r
天
皇
は
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
天
皇
に
は
民
事
裁
判
権
は
及
ば
な
い
も
の
と
解
す
る
の 

が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
状
に
お
い
て
天
皇
を
被
告
と
す
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、
そ
の
訴
状
を
却
下
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
件 

訴
え
を
不
適
法
と
し
て
却
下
し
た
第
一
審
判
決
を
維
持
し
た
原
判
決
は
、
こ
れ
を
違
法5

て
破
棄
す
る
ま
で
も
な
い
。
記
録
に
よ
れ
ば
、
 

本
件
訴
訟
手
続
に
所
論
の
違
法
は
な
く
、
ま
た
、
所
論
違
憲
の
主
張
は
そ
の
実
質
に
お
い
て
法
令
違
背
を
主
張
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
論 

旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

こ
の
判
決
の
、
天
皇
の
民
事
裁
判
権
の
全
面
的
な
否
定
に
つ
い
て
は
、
別
の
評
釈
に
あ
る
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
学
界
の
通
説
的
見
解
か
ら 

み
て
疑
問
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
判
決
理
由
の
最
初
の
部
分
が
問
題
と
な
る
。
憲
法
第
一
条
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
も
っ
て
き
て.

r

天 

皇
は
象
徴
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
説
明
だ
け
で
、
他
に
な
ん
ら
の
説
明
も
な
い
。
天
皇
の
象
徴
と
し
て
の
地
位
が
、
い
か
な
る
法
的
効
果
を
も 

つ
の
か
が
ま
さ
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
こ
れ
で
は
こ
の
記
帳
所
事
件
の
背
景
に
あ
る
社
会
的
紛
争
に
一
定
の
法
的
判
断
を
し
め
す
こ
と 

に
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
続
い
て
、
こ
の
最
高
裁
判
決
ほ
ど
「
一
刀
両
断
」
的
で
は
な
い
が
、
や
は
り
象
徴
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
人
物
に
対
し
て
、
あ
る
程 

度

の

「
規
範
的
意
味
」
を
み
と
め
る
主
張
も
存
在
す
る
。
佐
藤
幸
治
『憲
法
』

〔新
版
〕
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
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r
r

象
徴
』
と
さ
れ
る
も
の
は
、
国
旗
な
ど
と
違
っ
て
人
格
で
あ
る
た
め
、
そ
の
地
位
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
象
徴
的
役
割
に
ふ
さ
わ
し 

い
行
動
を
と
る
こ
と
の
要
請
を
随
伴
す
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
も
つ
も
の
と
し
て
法
的
に
取
り
扱 

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
的
意
味
が
存
す
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う(
4
 

こ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
天
皇
に
は
憲
法
上
列
記
さ
れ
た
国
事
行
為
以
外
に
もr

象
徴
と
し
て
の
行
為
」
が
認
め
ら
れ
る
し
、
さ
ら
に
天
皇
に 

対
す
る
国
民
の
側
か
ら
の
取
り
扱
い
が
問
題
と
な
っ
た
今
回
の
よ
う
な
事
件
の
ば
あ
い
に
も
、
象
徴
に
ふ
さ
わ
し
い
法
的
な
取
り
扱
い
が
ゆ
る 

さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
象
徴
と
し
て
の
天
皇
の
地
位
か
ら
み
と
め
ら
れ
る
特
別
な
取
り
扱
い
を
し
ぼ
ろ
う
と
す
る
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。 

r

憲
法
第
一
条
の
象
徴
規
定
は
、
個
人
に
敬
意
を
払
う
べ
く
行
為
を
強
要
し
た
り
良
心
を
義
務
付
け
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
『例 

外
を
許
さ
ぬ
雰
囲
気
』
そ
れ
を
も
た
ら
す
一
斉
の
集
団
的
畏
敬
行
為
の
除
去
こ
そ
、
国
民
の
自
由
を
守
る
べ
き
立
法•

行
政
機
関
の
責
務 

で
あ
ろ
う
」(
笹
倉
秀
夫
「<
象
徴V

と
は
何
か5

)

こ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
「記
帳
所
」
の
自
治
体
に
よ
る
設
置
は
ま
さ
に
こ
の
「立
法•

行
政
機
関
の
責
務
」
か
ら
み
て
大
き
く
か
け
は
な
れ 

て
お
り
、
違
法
と
い
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
象
徴
と
い
う
地
位
そ
の
も
の
に
し
ぼ
り
を
か
け
よ
う
と
す
る
主
張
も
つ
よ
く
い
わ
れ
て
ハ
る
。

r

天
皇
が
日
本
国
を
象
徴
す
る
と
い
う
の
は
、
天
皇
に
本
来
そ
の
よ
う
な
性
質
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
天
皇
を
み
る
者
—
天
皇
—
日
本
国 

と
い
う
三
者
の
あ
る
一
定
の
状
態
に
お
い
て
成
立
す
る
関
係
を
し
め
し
て
い
る
。
憲
法
一
条
だ
け
で
な
く
、
第
一
章
に
で
て
く
る
天
皇
は 

す
べ
て
公
的
な
天
皇
で
あ
る
か
ら
、象
徴
関
係
に
入
る
の
は
公
的
状
態
に
あ
る
天
皇
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」(

長
谷
川
正
安
『憲 

法
解
釈
の
研
究
麟)

天
皇
の
病
気
は
ま
さ
に
私
事
で
あ
っ
て
、
公
的
状
態
に
な
い
。
病
気
の
状
態
に
あ
る
天
皇
に
つ
い
て
は
、
国
民
—
天
皇
—
日
本
国
の
三
者
の 

間
に
象
徴
関
係
は
な
く
、
象
徴
と
し
て
の
地
位
を
理
由
に
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
天
皇
が
病
気
で
国
事
行
為
をB
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こ
な
い
え
な
い
場
合
、
象
徴
と
し
て
の
地
位
は
摂
政
あ
る
い
は
国
事
行
為
の
代
行
を
つ
と
め
て
い
る
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ 

と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
主
張
を
検
討
し
て
み
る
と
、①

日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
天
皇
を
象
徴
と
し
て
の
地
位
に
み
と
め
る 

代
償
と
し
て
、
天
皇
の
行
為
、
天
皇
に
た
い
す
る
取
り
扱
い(
典
型
的
な
も
の
と
し
て
、
不
敬
罪
や
「
国
体
」
を
変
革
す
る
も
の
を
き
び
し
く 

罰
し
た
治
安
維
持
法
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う)

を
い
か
に
限
定
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
い
か
に
否
定
す
る
の
か
が
、
憲
法
上
の
要
請
で
あ
っ
た 

•
は
ず
で
あ
る
。②

日
本
国
憲
法
が
天
皇
を
象
徴
と
し
て
「残
し
た
」
こ
と
に
よ
り
、
天
皇
と
い
う
人
格
に
た
い
し
て
、
国
家
に
お
け
る
象
徴
の 

地
位
か
ら
く
る
「
特
別
視
」
が
事
実
上
ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
憲
法
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
天
皇
に
た
い
す
る
特
別
の
扱
い
は
憲
法
六 

条
、
七
条
の
国
事
行
為
に
関
連
す
る
か
ぎ
り
で
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
る
。③

し
た
が
っ
て
、
象
徴
と
い
う
概
念
を
無
限
定
に
拡 

大
し
て
し
ま
う
傾
向
は
排
除
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。r

象
徴
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
今
回
の
事
件
の
よ
う 

な
記
帳
所
設
置
や
、
そ
の
後
のr

即
位
の
礼
」
「大
嘗
祭
」
な
ど
、
天
皇
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
や
私
的
事
柄
に
つ
い
て
、
公
費
支
出 

な
ど
の
国
の
関
与•

自
治
体
の
関
与
が
正
当
化
さ
れ
る
、
と
し
た
ら
、
大
い
に
問
題
で
あ
ろ
う
。
象
徴
の
概
念
を
で
き
る
か
ぎ
り
限
定
し
て
用 

い
、
と
く
に
天
皇
の
私
的
な
行
為
な
ど
に
は
適
用
さ
せ
な
い
な
ど
の
解
釈
態
度
が
の
ぞ
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
。
 

第
二
に
、
こ
の
判
決
で
の
「念
の
た
め
」
の
憲
法
論
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
判
決
中
で
、
他
の
憲
法
上
の
論
点
で
は
、
原
告
の
主
張
に
や 

や
耳
を
か
た
む
け
た
箇
所
が
あ
っ
た
。

r

た
し
か
に
、
天
皇
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
は
、
旧
憲
法
体
制
か
ら
現
憲
法
体
制
へ
の
転
換
を
通
し
て
今
な
お
政
治
的
あ
る
い
は
思
想
的
に 

意
見
の
対
立
が
あ
る
こ
と
は
公
知
の
事
実
で
あ
っ
て
政
治
的
、
思
想
的
に
中
立
で
あ
る
べ
き
普
通
公
共
団
体
と
し
て
は
慎
重
に
対
応
す
べ 

き
事
柄
で
あ
る
し
、
本
件
記
帳
所
や
こ
れ
と
同
様
の
施
設
の
設
置
が
、
昭
和
天
皇
に
批
判
的
な
見
解
を
有
す
る
住
民
に
何
ら
か
の
不
快
感 

を
与
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
ー
。
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こ
の
よ
う
に
鹿
児
島
地
裁
判
決
は
、
思
想
的
に
中
立
で
あ
る
べ
き
地
方
自
治
体
が
慎
重
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
本
件
記
帳
所
の
設
置 

が
住
民
の
一
部
に
不
快
感
を
あ
た
え
る
こ
と
を
認
め
た
。

し
か
し
、
判
決
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、①

記
帳
を
お
こ
な
っ
た
住
民
と
記
帳
し
な
か
っ
た
住
民
と
の
間
に
区
別
が
な
さ
れ
て
、
記
帳 

し
な
か
っ
た
住
民
に
不
利
益
が
あ
た
え
ら
れ
る
な
ど
の
、
法
の
下
の
平
等
に
原
則
に
反
す
る
よ
う
な
不
合
理
な
差
別
が
な
さ
れ
た
と
は
い
え
な 

い
、②

記
帳
が
住
民
に
た
い
し
て
強
制
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
な
ど
の
諸
点
を
あ
げ
て
、
「
天
皇
を
神
格
化
し
よ
う
と
す
る
特
定
の 

政
治
的
思
想
の
自
由
を
支
持
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
思
想
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
も
認
め
難
い
」
と
し
て
、
思
想
の
自
由
の
侵
害
を
主
張
す 

る
原
告
の
主
張
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。 

ヘ  

原

告

は

「受
忍
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
格
上
の
利
益
」
と
し
て
、
い
わ
ば
思
想
的
人
格
権
と
で
も
い
う
べ
き
法
益
を
主
張
し
た
。
自
衛
官 

合
祀
訴
訟
で
は
、
原
告
の
中
谷
さ
ん
は
宗
教
的
人
格
権
を
侵
害
さ
れ
た
こ
と
を
訴
え
の
一
つ
と
し
て
主
張
し
、
山
口
地
裁
、
広
島
高
裁
と
原
告

(3)

を
勝
訴
さ
せ
た
判
決
の
な
か
で
、
宗
教
的
人
格
権
が
み
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
記
帳
所
訴
訟
の
ば
あ
い
、
原
告
の
戦
争
体
験
か
ら
く
る
天
皇
に
た 

い
す
る
忌
避
の
意
識
が
背
景
と
な
っ
て
お
り
、
わ
が
国
の
天
皇
に
か
ん
す
る
政
治
的
な
意
見
の
対
立
が
、
と
く
に
戦
争
体
験
を
も
つ
世
代
に
と
つ 

て
は
、
た
ん
な
る
政
治
的
な
意
見
の
ち
が
い
に
と
ど
ま
ら
な
い
問
題
の
ふ
か
さ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の 

意
味
で
、
天
皇
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
個
人
に
と
っ
て
の
人
格
・
生
き
様
に
か
か
わ
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な 

い
。
判
決
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
背
景
も
十
分
に
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
地
裁
判
決
が
、
そ
の
意
味
を
い 

く
ぶ
ん
で
も
認
め
た
点
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
結
論
に
は
な
ん
ら
そ
の
考
慮
は
及
ん
で
い
な
い
。
 

当
時
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
打
身
近
な
場
所
で
陛
下
の
お
見
舞
い
が
で
き
る
』
と
自
治
体
で
の
記
帳
所
が
急
増
し
た
よ
う
だ
が
、
中
に
は 

自
治
体
が
防
災
無
線
を
使
っ
て
記
帳
所
設
置
を
知
ら
せ
た
り
、
地
方
議
員
が
働
き
か
け
た
り
し
た
と
こ
ろ
も
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
千
葉
県 

の
蕨
市
で
は
、
住
民
に
た
い
し
て
、

一
日
二
回
、
防
災
無
線
を
使
っ
て
記
帳
所
設
置
を
知
ら
せ
、
千
葉
県
四
街
道
市
で
は
市
長
名
に
よ
る
記
帳
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所
開
設
の
お
知
ら
せ
が
行
政
連
絡
員
を
通
じ
て
、
回
覧
板
の
よ
う
に
各
戸
に
回
さ
れ
た(

ー
九
八
八
年
一
〇
月
八
日
朝
日
新
聞)

。
地
方
自
治 

体
が
こ
の
よ
う
に
き
そ
っ
て
記
帳
所
を
設
置
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
報
道
機
関
を
つ
う
じ
て
住
民
に
知
ら
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
住
民
の
中
に
は
、
 

自
分
か
ら
す
す
ん
で
と
い
う
よ
り
、
回
り
が
や
る
か
ら
私
も
記
帳
し
な
く
て
は
、
と
い
う
感
情
が
う
ま
れ
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
 

龍
郷
町
で
は
、
そ
の
よ
う
な
防
災
無
線•

回
覧
板
を
使
用
し
た
記
帳
所
へ
の
誘
導
、
記
帳
の
強
制
が
な
さ
れ
た
事
実
は
、
原
告
か
ら
も
証
言 

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
原
告
本
人
が
強
制
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
社
会
的
に
み
れ
ば
、
多
く
の
住
民
に
と
っ
て
事
実
上
の
強
制
に
ち 

か
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
っ
た
。

四
、
福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
の
控
訴
審
判
決

I

控
訴
理
由

鹿
児
島
地
裁
判
決
に
不
服
の
原
告
は
、

ー
九
九
〇
年
三
月
二
九
日
に
、
福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
に
控
訴
し
た
。
そ
し
て
六
月
二
五
日
、
九
月
三 

日
の
二
回
に
わ
た
っ
て
準
備
書
面
を
提
出
し
て
、
控
訴
理
由
を
の
べ
て
い
る
。

原
告
側
の
原
判
決
に
た
い
す
る
批
判
は
、
以
下
の
よ
う
な
点
に
あ
っ
た
。

(

一) 

原
判
決
は
、
天
皇
の
国
事
行
為
の
他
に
、
天
皇
の
公
の
行
為H

「象
徴
と
し
て
の
行
為
を
認
め
る
立
場
を
明
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
の 

理
由
が
な
ん
ら
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
」

(

二) 

原
判
決
は
、
「象
徴
と
し
て
の
行
為
を
行
う
公
的
立
場
に
あ
る
天
皇
」
が
病
気
に
な
っ
た
と
き
は
、
「多
く
の
国
民
が
そ
の
快
復
を
願
う 

こ
と
は
容
易
に
推
察
す
る
こ
と
」
が
で
き
る
と
結
論
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
論
理
の
飛
躍
が
あ
り
、
な
ん
ら
納
得
さ
せ
る
理
由
が
付
さ
れ
て 

い
な
い
。

(

三) 

「念
の
た
め
」
と
称
し
て
、
鹿
児
島
地
裁
判
決
が
ふ
れ
た
憲
法
論
に
つ
い
て
、
「
こ
の
判
断
は
総
じ
て
、
天
皇
の
『象
徴
と
じ
て
の
行
為
』
 

が
現
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
論
議
で
あ
り
、
そ
の
前
提
に
つ
い
て
、
理
由
付
け
が
な
い
」
。
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憲
法
論
に
つ
い
て
個
々
に
み
て
み
る
と
、
そ
の
反
論
は
、
解
釈
論
と
し
て
よ
り
政
治
論
か
ら
の
批
判
に
重
点
を
お
く
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
 

ま
ず
、
主
権
在
民
原
則
違
反
に
つ
い
て
。r

政
府
は
、
天
皇
を
特
別
扱
い
し
、
元
首
と
見
做
し
、
『お
こ
と
ば
』
や
、
公
的
色
彩
を
も
た
せ
た 

国
内
巡
行
な
ど
、
現
憲
法
下
の
天
皇
制
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
く
も
な
い
種
々
の
行
為
を
天
皇
に
行
わ
せ
て
お
り
、
天
皇
の
病
気•

死
亡
と
い 

う
究
め
て
個
人
的
な
問
題
を
政
治
的
に
利
用
し
て
、

マ
ス
コ
ミ
を
大
動
員
す
る
か
た
ち
で
、
国
民
主
権
を
踏
み
に
じ
る
行
為
に
拍
車
を
か
け
て 

い
る
。」
こ
の
よ
う
な
現
実
を
み
れ
ば
、
「本
件
記
帳
所
の
設
置
は
、
ま
さ
に
主
権
在
民
を
否
定
せ
ん
と
す
る
逆
コ
ー
ス
の
一
端
を
担
う
も
の
」 

と
さ
れ
、
「
原
判
決
の
よ
う
な
結
論
は
、
著
し
く
現
状
認
識
を
欠
き
、
憲
法
解
釈
と
し
て
も
当
を
得
て
い
な
い
」
と
す
る
。
 

天
皇
と
一
般
国
民
の
間
の
不
当
な
差
別
に
つ
い
て
。
「記
帳
所
設
置
と
い
う
、
天
皇
が
行
政
体
か
ら
、

一
定
の
行
為
を
受
け
る
場
合
も
、
主 

権
在
民
の
原
則
か
ら
一
般
国
民
と
の
関
係
で
特
別
扱
い
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。」 

一
部
住
民
の
み
の
便
宜
を
図
っ
た
と
さ
れ
る
法
の
下
の
平
等
原
則
違
反
に
つ
い
て
。
こ
の
図
ら
れ
た
便
宜
は
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ 

り
、r

町

の

『便
宜
を
図
る
』
行
為
は
、
ま
さ
に
、
記
帳
し
よ
う
と
し
た
住
民
と
、
そ
う
で
な
い
住
民
を
区
別
し
、
そ
の
一
方
に
不
当
な
利
便 

を
与
え
る
差
別
的
取
り
扱
い
を
し
た
形
跡
は
明
白
で
あ
っ
て
、
法
の
下
の
平
等
を
害
し
て
い
る
。」 

政
教
分
離
原
則
に
つ
い
て
。
記
帳
所
に
つ
い
て
は
「神
棚
や
注
連
縄
を
飾
る
と
い
う
特
定
宗
派
の
形
式
が
と
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
天 

皇
の
病
気•

死
去
と
い
っ
た
事
態
を
中
心
に
、
天
皇
を
一
般
国
民
と
異
な
る
特
別
の
存
在
と
し
て
祭
り
上
げ
、
神
格
化
を
助
長
す
る
行
為
が
、
 

政
府
を
中
心
に
行
わ
れ
、

マ
ス
コ
ミ
も
こ
れ
に
動
員
さ
れ
る
流
れ
の
中
で
見
る
と
き
は
、
ま
さ
に
本
件
記
帳
所
の
如
き
も
、
特
別
宗
教U

神
道 

と
の
関
係
で
把
握
し
う
る
も
の
で
あ
る
。」

思
想
の
自
由
・
良
心
の
自
由
の
侵
害
に
つ
い
て
。r

原
判
決
は
、
記
帳
所
の
設
置
と
い
う
こ
と
自
体
を
、
歴
史
的•

社
会
的•

具
体
的
関
連 

の
中
で
と
り
あ
げ
て
お
ら
ず
、
抽
象
的
に
こ
れ
を
な
が
め
る
だ
け
で
あ
る
。
」
住
民
に
何
ら
か
の
不
快
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と 

指
摘
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、•
結
論
的
に
、
思
想
・
良
心
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
、
と
す
る
の
は
「結
論
に
対
す
る
牽 

強
付
会
が
あ
り
、
論
理
の
飛
躍
」
だ
。
そ
し
て
最
後
に
「
政
治
的•

思
想
的
に
中
立
た
る
べ
き
普
通
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
町
は
、
政
治
的•
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思
想
的
・
法
解
釈
的
に
厳
し
い
対
立
の
あ
る
、
天
皇
の
地
位
を
め
ぐ
る
問
題
を
基
礎
と
す
る
記
帳
所
設
置
な
ど
に
、
そ
の
一
方
に
加
担
す
る
形 

で
関
与
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。」
と
控
訴
理
由
は
の
べ
て
い
る
。

被
控
訴
人
は
、
地
裁
判
決
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
主
張
を
み
と
め
て
い
た
た
め
、
反
論
ら
し
い
反
論
を
の
べ
な
か
っ
た
。

U

判 

決

控
訴
審
判
決
の
言
渡
し
は
、
ー
九
九
〇
年
一
二
月
二
六
日
に
福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
で
な
さ
れ
た
。
裁
判
長
裁
判
官
は
野
田
殷
念(

し
げ
と
し) 

〔
ー
九
五
八
年
任
官
〕
、
陪
席
裁
判
官
は
、
中
路
義
彦
〔
ー
九
七
三
年
任
官
〕
•

郷

俊

介

〔
ー
九
七
四
年
任
官
〕

の
両
判
事
で
あ
っ
た
。
 

主
文
は
、
「本
件
控
訴
を
棄
却
す
る
。
控
訴
費
用
は
控
訴
人
の
負
担
と
す
る
。
」

結
果
的
に
は
、
控

訴

人(

原
告)

の
全
面
的
な
敗
北
で
あ
っ
た
。
判
決
理
由
は
、
長
い
も
の
で
は
な
く
、
地
裁
判
決
の
一
部
を
訂
正
す
る
内 

容
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
が
そ
の
理
由
部
分
で
あ
る
。

r  

理 

由

ー
 

当
裁
判
所
も
、
控
訴
人
の
本
件
請
求
は
理
由
が
な
い
も
の
と
判
断
す
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
ほ
か
は
原
判
決
理 

由
説
示
と
同
一
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
引
用
す
る
。

原
判
決
一
〇
枚
目
表
五
行
目
「
国
事
行
為
を
行
う
」
の
次
か
ら
同
ー 

ー
行
目
末
尾
ま
で
を
「
国
家
機
関
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
天
皇
が 

健
康
を
害
し
国
事
行
為
そ
の
他
憲
法
及
び
法
令
上
の
行
為
を
行
う
に
つ
き
支
障
が
あ
る
と
き
は
、
国
政
の
円
滑
な
進
行
そ
の
他
に
も
悪
影 

響
を
及
ぼ
す(

国
事
行
為
の
臨
時
代
行
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
国
事
行
為
の
全
部
又
は
一
部
の
委
任
等
の
手
続
を
要
す
る
こ
と
自
体
、
 

そ
の
一
っ
と
・
い
う
こ
と
が
で
き
る
。)

の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
か
ら
ぬ
数
の
町
住
民
が
国
家
の
構
成
員
た
る
国
民
の
地
位
に
お
い
て
、
こ
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の
よ
う
な
影
響
が
解
消
す
る
こ
と
を
期
待
し
、
天
皇
の
健
康
快
復
と
国
務
へ
の
復
帰
を
願
望
し
か
っ
そ
の
意
を
行
動
に
表
現
し
よ
う
と
す
る 

こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
同
ニ
ニ
行
目
「感
情
」
を

「意
思
」
と
、
同
ー 

ー
枚
目
ニ
ー
一
行
目
「象 

徴
」
を

「象
徴
及
び
国
家
機
関
」
と
、
同
一
四
枚
目
表
ハ
行
目
「
む
し
ろ
沿
う
も
の
」
を

「
反
す
る
と
は
い
え
な
い
も
の
」
と
そ
れ
ぞ
れ 

改
め
る
。

二 

よ
っ
て
原
判
決
は
相
当
で
、
本
件
控
訴
は
理
由
が
な
い
の
で
棄
却
す
る
こ
と
と
し
、
控
訴
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
民
事
訴
訟
九
五
条
、
 

八
九
条
を
適
用
し
て
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。
」

鹿
児
島
地
裁
判
決
と
く
ら
べ
て
、
象
徴
論
に
か
ん
し
て
、
変
更
が
あ
っ
た
。
前
に
も
の
べ
て
き
た
が
、
地
裁
判
決
の
象
徴
論
は
、
国
事
行
為 

や
事
実
上
お
こ
な
わ
れ
て
い
るr

象
徴
と
し
て
の
行
為
」
か
ら
、
「公
的
立
場
に
あ
る
天
皇
」
の
観
念
を
み
ち
び
き
だ
し
、
そ
の
天
皇
に
た
い 

し

て

「多
く
の
国
民
が
そ
の
回
復
を
願
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
」
と
、
記
帳
所
設
置
を
正
当
化
し
た
。 

地
裁
判
決
の
そ
の
正
当
化
の
理
由
づ
け
と
や
や
こ
と
な
っ
て
、
福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
判
決
は
、
天
皇
は
、
憲
法
上
、
日
本
国
及
び
日
本
国
民 

の
統
合
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
国
事
行
為
を
行
うr

国
家
機
関
」
で
あ
る
と
、
ま
ず
位
置
づ
け
る
。
そ
の
よ
う
な
国
家
機
関
で
あ 

る
天
皇
が
病
気
な
ど
に
な
っ
た
場
合
、
国
政
に
重
要
な
支
障
が
で
て
く
る
か
ら
、
国
民
が
、
こ
の
よ
う
な
影
響
が
解
消
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
 

天
皇
の
健
康
回
復
と
国
政
へ
の
復
帰
を
願
っ
て
行
動
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
、
と
す
る
の
が
、
高
裁
の
あ
た
ら
し
い
理
由
づ
け
で
あ 

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
国
民=

=

住
民
の
感
情
を
ふ
ま
え
て
、
地
方
公
共
団
体
が
記
帳
所
な
ど
を
設
置
す
る
の
は
、
憲
法
の
地
方
自
治
の
原 

則
にr

反
す
る
と
は
い
え
な
い
」(

こ
の
文
言
は
、
地
裁
判
決
が
「
地
方
自
治
の
本
旨
に
む
し
ろ
沿
う
も
の
」
と
判
示
し
た
の
を
変
更
し
て
い
る
。) 

と
し
た
の
だ
つ
た
。

こ
の
点
で
は
、
前
に
ふ
れ
た
、
福
岡
地
裁
の
お
な
じ
記
帳
所
訴
訟
の
判
決
と
同
じ
論
理
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
鹿
児
島
地
裁
判
決
が
、
 

r

象
數
と
し
て
の
行
為
」
の
事
実
上
の
遂
行
を
「
公
的
立
場
に
あ
る
天
皇
」
の
正
当
化
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
た
の
に
対
し
、
高
裁
は
、
憲
法
上
、
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天
皇
が
国
家
機
関
で
あ
る
と
み
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
唯
一
の
説
明
理
由
と
し
て
、
判
断
し
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
な
お
検
討
す
べ
き
問
題
を
も
っ
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
、
天
皇
の
病
気
が
は
た
し
てr

国
家
の
円
滑
な
進
行
そ
の
他
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
病 

気
に
な
っ
て
、
象
徴
と
し
て
の
つ
と
め
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
判
決
が
い
う
よ
う
に
、
「
国
事
行
為
の
臨
時
代
行
に
関
す
る
法
律
」 

に
基
づ
き
、
所
定
の
手
続
き
が
と
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
天
皇
と
し
て
の
国
家
機
関
の
活
動
を
代
行
す
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
る
。
実
際
に 

も
、

ー
九
八
七
年
の
昭
和
天
皇
の
手
術
の
さ
い
、
代
行
が
み
と
め
ら
れ
て
、
な

ん
ら

「
国
政
の
円
滑
な
進
行
そ
の
他
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
」
し 

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
法
律
上
、r

天
皇
が
、
精
神
若
し
く
は
身
体
の
重
患
ま
た
は
重
大
な
事
故
に
よ
り
、
国
事
に
関
る
行
為
を
み
ず 

か
ら
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
」(
皇
室
典
範
一
六
条)

摂
政
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
「
国
政
の
円
滑
な
進
行
そ
の
他
に
も
悪 

影
響
を
及
ぼ
」
さ
な
い
し
く
み
が
そ
も
そ
も
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
の
一
部
が
「
こ
の
よ
う
な
影
響
が
解
消
す
る 

こ
と
を
期
待
し
、
天
皇
の
健
康
快
復
と
国
務
へ
の
復
帰
を
願
望
し
か
っ
そ
の
意
を
行
動
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
」
そ
の
個
人
の
表
現
の 

自
由
に
ま
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
憲
法
を
尊
重
し
、
法
令
に
し
た
が
っ
て
活
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
地
方
公
共
団
体
の
活
動
に
と
っ
て
、
 

天
皇
の
病
気
がr

国
政
の
円
滑
な
進
行
そ
の
他
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
考
え
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
前
提
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
疑 

わ
し
い
。

第
二
に
、
多
数
存
在
す
る
国
家
機
関
の
な
か
で
な
ぜ
天
皇
に
つ
い
て
だ
け
、
「健
康
快
復
、
国
務
へ
の
復
帰
」
を
望
ん
で
、
記
帳
所
な
ど
を 

つ
く
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
か
。
天
皇
は
た
し
か
に
儀
礼
的•

形
式
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
国
事
行
為
を
お
こ
な
う
か
ら
、
国
家
機
関
と
し 

て
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
と
し
て
も
、
病
気
な
ど
に
よ
る
国
務
の
停
滞
を
理
由
と
す
る
な
ら
ば
、
内
閣
総
理
大
臣
・
両
院
の
議
長• 

最
高
裁
長
官
を
は
じ
め
と
す
る
国
会•

内

閣•

最
高
裁
判
所
な
ど
の
国
家
機
関
の
長
の
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
長
に
病 

気
な
ど
事
故
に
あ
っ
た
場
合
に
は
、
儀
礼
的•

形
式
的
行
為
を
お
こ
な
う
に
す
ぎ
な
い
天
皇
の
病
気
に
く
ら
べ
て
、
国
政
上
多
大
な
影
響
を
も 

た
ら
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
か
つ
て
実
際
に
あ
っ
た
そ
う
い
う
場
合
に
、
た
と
え
ば
現
職
の
内
閣
総
理
大
臣
だ
っ
た
大
平
正
芳
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氏
の
病
気
そ
し
て
死
去(

一
九
八
〇
年)

に
あ
た
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
が
記
帳
所
な
ど
を
設
置
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
病
気
平
癒
を
祈
願 

す
る
署
名
を
集
め
、
内
閣
官
房
に
送
付
し
た
よ
う
な
記
録
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
天
皇
だ
け
を
と
く
に
取
り
上
げ
て
、
病
気
の
平
癒
を
祈
願 

す
る
背
景
に
は
、
天
皇
に
た
い
す
る
特
別
視
、
天
皇
の
も
っ
て
い
る
権
威
に
た
い
す
る
特
別
な
扱
い
が
あ
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う 

か
。
お
そ
ら
く
天
皇
の
権
威
に
た
い
す
る
特
別
扱
い
は
、
明
治
以
来
の
歴
史
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
も
つ 

て
い
た
神
権
主
義•

天
皇
主
権
主
義
を
否
定
し
た
は
ず
の
日
本
国
憲
法
の
下
で
の
「象
徴
」
規
定
が
は
た
し
て
、
天
皇
に
た
い
す
る
そ
の
よ
う 

な
特
別
視
ま
で
も
許
容
し
て
い
る
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。

第
三
に
、
高
裁
判
決
は
「象
徴
お
よ
び
国
家
機
関
と
し
て
」
・
の
「
天
皇
が
健
康
を
害
し
国
事
行
為
そ
の
他
憲
法
及
び
法
令
上
の
行
為
を
行
う 

に
つ
き
支
障
が
あ
る
場
合
に
は
」
と
し
て
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
天
皇
が
は
た
し
てr

国
事
行
為
そ
の
他
憲
法
及
び
法
令
上
の
行
為
」(
傍 

点
は
筆
者
に
よ
る)

を
当
然
に
お
こ
な
い
う
る
か
ど
う
か
は
、
憲
法
解
釈
上
か
ら
い
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
自
明
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
憲
法
に 

列
記
さ
れ
た
国
事
行
為
以
外
のr
そ
の
他
憲
法
及
び
法
令
上
の
行
為
」
を

「象
徴
と
し
て
の
行
為
」
と
し
て
憲
法
上
正
当
化
す
る
学
説
が
通
説 

的
見
鞋
と
し
て
存
在
す
る
が
、
国
事
行
為
に
限
定
さ
れ
る
と
考
え
る
学
説
も
な
お
有
力
で
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
す
る
と
「象
徴
と
し
て
の
行 

為
」
を
み
と
め
る
学
説
は
、
「憲
法
を
は
み
出
し
て
、
日
々
累
積
さ
れ
て
い
る
大
量
の
公
的
行
為
の
実
例
を
結
論
に
お
い
て
承
認
し
て
い
る
」 

と
評
さ
れ
て
い
魅
高
裁
判
決
が
そ
の
よ
う
な
学
説
の
対
立
状
況
の
な
か
で
、
充
分
な
説
明
な
く
し
て
、r

国
事
行
為
そ
の
他
憲
法
及
び
法
令 

上
の
行
為
」
を
み
と
め
て
い
る
こ
と
は
、
地
裁
判
決
と
同
様
の
問
題
を
か
か
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

控
訴
人
は
、

ー
九
九
一
年
一
月
八
日
、
こ
の
高
裁
判
決
を
不
服
と
し
て
、
最
高
裁
に
上
告
し
た
。

注

(
1
)

憲
法
学
者
に
よ
る
主
な
著
作
と
し
て
、
渡
辺
治
『戦
後
政
治
史
の
中
の
天
皇
制
』(
青
木
書
店• 

ー
九
九
〇
年)

の
と
く
に
第
一
部
、
横
田
耕
一
『天 

皇
と
憲
法
制
』(
岩
波
新
書•

ー
九
九
〇
年)

、
岩
波
新
書
編
集
部
編
『昭
和
の
終
焉
』(
岩
波
新
書• 

ー
九
九
〇
年)

に
所
収
さ
れ
た
奥
平
康
弘
「
日
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本
国
憲
祛
とr

内
な
る
天
皇
制
』
'-.
な
ど
が
あ
り
、
天
皇
報
道
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
総
合
特
集
シ
リ
ー
ズr

検
証
・
天
皇 

報
道
』(

日
本
評
論
社
・
ー
九
八
九
年)

な
ど
。
社
会
の
動
き
を
伝
え
た
も
の
と
し
て
、
朝
日
新
聞
社
会
部r

ル
ポ
自
粛 

東
京
の
一
五
〇
日
』(
朝
日 

新
聞
社• 

ー
九
八
九
年)

な
ど
が
あ
る
。

(2) 

朝
日
新
聞
社
編
『昭
和
天
皇
報
道
全
記
録
』(
朝
日
新
聞
社• 

ー
九
八
九
年)

に
よ
る
と
「
ニ
二
日
の
記
帳
開
始
以
来
、
全
国
一
ニ
カ
所
の
宮
内
庁 

施
設
で
六
十
四
万
七
千
六
十
九
人
、
四
十
五
都
道
府
県
の
自
治
体
な
ど
が
設
け
た
千
九
百
二
十
五
カ
所
の
記
帳
所
で
百
七
十
万
一
千
人
を
数
え
、
合
計 

で
約
二
百
三
十
四
万
八
千
人
に
達
し
た
」
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

(3) 

渡
辺
・
前
掲
書•

二
四
頁
。

(4) 

民
集
四
三
巻
一
〇
号
ー
ー
六
〇
頁
。

(5) 

こ
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
解
釈
論
上
の
コ
メ
ン
ト
が
、
森
英

樹(
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
二
六
号
ー
二
六
頁)

、
内
野
正
幸(
法
律
時
報
六
三
巻
三
号
四 

ハ
〜
四
九
頁)

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
判
例
集
に
は
現
在
の
と
こ
ろ
未
収
録
。

(6) 

裁
判
官
の
任
官
時
期
・
経
歴
な
ど
に
つ
い
て
は
日
本
民
主
法
律
家
協
会
司
法
制
度
委
員
会
編r

全
裁
判
官
経
歴
総
覧
』(
公
人
社• 

ー
九
八
七
年) 

を
参
照
し
た
。

(7) 

清
宮
四
郎
『憲

法
I

〔第
三
版
〕
』(
有
斐
閣• 

ー
九
七
九
年)

一
五
三
〜
一
五
六
頁

(8) 

民
集
四
三
巻
一
〇
号
ー
ー
六
一
頁
。

(9) 

r

法
学
教
室
ー
二
六
号
別
冊
付
録 

判
例
セ
レ
ク
ト
九
〇
』(
有
斐
閣• 

ー
九
九
一
年)

六
頁
の
高
野
幹
久
の
コ
メ
ン
ト
を
参
照
。

(
)
 

佐
藤
幸
治
『憲

法

〔新
版
〕』(
青
林
書
院• 

ー
九
九
〇
年)

ニ
ー
九
頁
。

(n) 

笹
倉
秀
夫r

ハ
象
徴V

と
は
何
か
」r

世
界
』

ー
九
八
九
年
四
月
号
・
ニ
ー
ニ
頁
。

(
12) 

長
谷
川
正
安
『憲
法
解
釈
の
研
究
』(
勁
草
書
房
・
 

ー
九
七
四
年)

一
六
六
頁
。

(
13) 

第
一
審H

山
口
地
裁
ー
九
七
九
年
四
月
ニ
二
日
判
決(
判
時
九
ニ
ー
号
四
四
頁)

、
控
訴
審M

広
島
高
裁
一
九
八
二
年
六
月
一
日
判
決(
判
時
一
〇 

四
号
三
頁)

。

(
14) 

朝
日
新
聞
社
編r

昭
和
天
皇
報
道
全
記
録
』(
朝
日
新
聞
社• 

一
九
八
九
年)

三
二
三
〜
三
二
四
頁
。
渡
辺•

刖
掲
書
・
40
頁
。
 

(
)
 

小
林
武
「
天
皇
条
項
の
解
釈
論
の
意
味
」
全
国
憲
法
研
究
会
『憲
法
問
題
』

一
号
・
ー
ー
三
頁
。
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