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日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義

　
　
－
平
和
に
生
き
る
権
利
の
意
味
す
る
も
の
ー

浦

田

賢

治

は
　
じ
　
め
　
　
に

　
日
本
社
会
の
発
展
に
と
っ
て
憲
法
の
平
和
主
義
は
ど
う
い
う
役
割
を
果
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
課
題
を
、
権
力
政
治
の

立
場
か
ら
で
な
く
、
日
本
の
民
衆
の
立
場
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

　
東
ド
イ
ッ
の
あ
る
法
哲
学
者
が
、
最
近
私
に
送
っ
て
く
れ
た
彼
の
論
文
！
…
「
科
学
技
術
の
進
歩
の
下
で
の
人
権
」
1
の
中
に
、
つ

ぎ
の
事
実
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
長
期
的
に
み
れ
ば
、
高
度
の
軍
備
は
民
間
産
業
に
お
け
る
投
資
と
労
働
生
産
性
を
低
下
さ
せ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
六
〇
年
代
に
つ
い

て
み
る
と
、
日
本
の
軍
備
支
出
率
の
極
端
な
少
な
さ
ー
ア
メ
リ
カ
の
九
分
の
一
1
が
、
社
会
総
生
産
へ
の
投
資
ー
ア
メ
リ
カ
の
二

倍
強
ー
お
よ
び
労
働
生
産
力
の
成
長
の
高
さ
ー
ア
メ
リ
カ
の
六
・
七
倍
強
ー
と
、
強
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
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の
で
あ
る
。

　
こ
の
数
字
は
、
統
計
的
に
は
よ
り
正
確
な
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
目
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
が
日
本
経
済
の

高
度
成
長
と
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
平
和
主
義
は
単
に
高
度
経
済
成
長
と
関
係
が

あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
の
民
衆
の
生
ぎ
方
の
問
題
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
。

　
私
は
、
こ
の
報
告
で
は
、
互
に
関
連
し
た
二
つ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
第
一
は
、
民
衆
に
と
っ
て
憲
法
の
平
和
主
義
と
は
な
に
か
、

ま
た
、
平
和
条
項
の
解
釈
お
よ
び
運
用
に
さ
い
し
て
、
民
衆
は
い
か
に
か
か
わ
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
平
和
に

生
ぎ
る
権
利
と
は
な
に
か
、
そ
し
て
、
こ
の
権
利
は
民
衆
に
と
っ
て
い
か
な
る
役
割
を
果
し
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

平
和
条
項
の
意
味
と
運
用

　
1
　
日
本
国
憲
法
（
一
九
四
六
年
）
の
平
和
主
義
は
、
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
主
権
が
確
立
さ
れ
る
た
め
の
基
礎
的
な
前
提
条
件
で
あ

る
。
平
和
条
項
は
平
和
主
義
の
内
容
を
直
接
的
に
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
文
と
第
九
条
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
の
法
規
範
的
内
容

は
、
世
界
諸
国
の
憲
法
の
歩
み
ー
国
連
に
よ
る
集
団
安
全
保
障
お
よ
び
戦
争
の
違
法
化
1
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で

な
く
、
そ
の
流
れ
を
質
的
に
一
歩
超
え
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
平
和
条
項
の
特
色
が
あ
る
。
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民

の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
安
全
と
生
存
を
保
持
す
る
こ
と
、
い
っ
さ
い
の
戦
争
を
放
棄
す
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
戦
力
を
保

持
し
な
い
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
軍
国
主
義
勢
力
を
一
掃
し
、
国
際
協
調
主
義
と
軍
事
的
中
立
主
義
を
と
る
。
一
切
の
戦
争

準
備
行
為
を
禁
止
し
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
承
認
す
る
。
こ
れ
ら
は
平
和
条
項
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
。
平
和
主
義
は
、
現



代
の
立
憲
主
義
ー
民
主
主
義
の
統
治
形
態
お
よ
び
基
本
的
人
権
尊
重
i
と
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
憲
法
上
は
結
合
し
て
い

る
。
こ
の
結
合
物
を
立
憲
平
和
主
義
の
日
本
的
形
態
と
、
私
は
呼
ん
で
お
き
た
い
。
理
論
的
か
つ
規
範
的
に
い
え
ば
、
立
憲
平
和
主
義

は
、
単
に
憲
法
制
度
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
家
生
活
と
社
会
過
程
の
基
準
的
規
範
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
立
憲
平
和
主
義

は
、
現
実
的
か
つ
具
体
的
な
憲
法
秩
序
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
2
　
で
は
、
憲
法
規
範
と
し
て
の
立
憲
平
和
主
義
は
、
統
治
権
力
に
よ
っ
て
、
い
か
に
し
て
、
ど
こ
ま
で
、
空
洞
化
さ
れ
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
空
洞
化
の
動
き
に
対
し
て
、
民
衆
は
、
立
憲
平
和
主
義
の
諸
条
項
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
力
を
ど
の
程

度
制
約
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
憲
法
の
正
文
を
改
め
る
こ
と
を
阻
ま
れ
て
い
る
の
で
、
立
法
府
（
国
会
）
と
行
政
府
（
政
府
）
は
、
平
和
条
項
を
拡
大
解
釈
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
占
領
終
結
の
あ
と
も
、
日
米
軍
事
同
盟
体
制
を
つ
く
り
、
そ
の
枠
ぐ
み
の
中
で
日
本
の
再
軍
備
を
進
め
て
き
た
。
こ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
平
和
条
項
の
重
要
な
部
分
が
空
洞
化
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
「
戦
争
準
備
、
戦
力
保
持
お
よ
び
戦
争
（
武
力
行

使
）
を
禁
止
す
る
」
と
い
う
条
項
は
、
自
衛
隊
を
中
心
と
し
た
軍
備
と
武
器
生
産
を
お
こ
な
う
産
業
活
動
の
復
活
強
化
に
よ
っ
て
、
空
洞

化
が
な
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
「
軍
事
的
中
立
主
義
」
を
空
洞
化
し
た
の
は
、
日
米
安
保
条
約
を
頂
点
と
す
る
軍
事
同
盟
で
あ
る
。
第
三
に
、

「
平
和
的
生
存
権
」
（
平
和
に
生
き
る
権
利
）
は
、
こ
れ
を
単
に
政
治
的
宣
言
に
す
ぎ
な
い
と
解
釈
し
、
し
た
が
っ
て
国
権
の
行
使
を
現

実
具
体
的
に
拘
束
す
る
法
規
範
で
な
い
と
取
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
現
が
阻
ま
れ
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
、
政
府
は
こ
れ
ま
で
つ
ぎ
の
よ
う
な
法
解
釈
上
の
技
術
を
用
い
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
に
至
ら
な
い
自

衛
行
動
は
許
さ
れ
る
。
戦
力
に
達
し
な
い
自
衛
力
保
持
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
自
衛
権
の
行
使
は
国
の
交
戦
権
の
否
認
に
反
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し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
最
高
裁
判
所
も
、
砂
川
事
件
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
た
（
一
九
五
九
年
）
。

　
米
軍
の
日
本
駐
留
は
、
そ
の
違
憲
無
効
が
一
見
明
白
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
し
、
駐
留
米
軍
は
わ
が
国
自
体
の
戦
力
で
は
な

く
、
そ
の
目
的
は
日
本
の
防
衛
力
の
不
足
を
補
う
こ
と
で
あ
る
、
と
。

　
日
本
の
平
和
運
動
と
民
主
勢
力
は
、
支
配
階
級
お
よ
び
統
治
集
団
に
よ
る
憲
法
空
洞
化
の
試
み
に
抵
抗
し
、
そ
し
て
、
憲
法
の
平
和
的

民
主
的
条
項
を
政
府
が
完
全
に
実
施
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
運
動
を
続
け
て
き
た
。
政
府
の
統
治
政
策
と
野
党
お
よ
び
民
衆
の
運
動
は
長

年
、
緊
張
関
係
を
は
ら
ん
で
き
た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
側
面
だ
け
を
あ
げ
る
と
、
政
府
は
、
外
国
へ
の
武
器
輸
出
を
禁
止
し
、
国
民
徴
兵
制

お
よ
び
自
衛
隊
の
海
外
派
兵
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
憲
法
解
釈
を
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
非
核
三
原
則
－
核
兵
器
を

持
た
ず
、
作
ら
ず
、
持
ち
こ
ま
せ
ず
ー
を
堅
持
す
る
こ
と
を
、
政
府
の
防
衛
原
則
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
に
お
け
る
国
際
情
勢
の
変
化
お
よ
び
日
本
の
経
済
大
国
化
と
い
う
背
景
の
中
で
、
日
本
は
軍
事
同
盟
に
お
け
る

役
割
分
担
を
従
来
に
く
ら
べ
て
き
わ
め
て
積
極
的
な
も
の
に
変
化
さ
せ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
決
断
を
せ
ま
ら
れ
る
よ
う
な
新
た
な
段
階
に

入
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
防
衛
原
則
そ
の
も
の
を
見
直
す
よ
う
に
求
め
る
内
外
の
声
と
力
が
、
急
速
に
強
ま
っ
た
。
こ
れ
に
応
え
よ
う
と
す

る
動
き
の
ひ
と
つ
が
、
た
と
え
ば
、
一
昨
年
（
一
九
七
八
年
）
の
「
有
事
立
法
」
（
緊
急
事
態
立
法
）
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
一
九
八
○
年
代
に
は
い
っ
た
今
日
、
日
米
安
保
条
約
の
拡
大
解
釈
が
さ
ら
に
進
み
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
自
衛
隊
が
他
国
領
域
で
武
力
戦

闘
行
為
を
行
な
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
衛
隊
の
行
動
は
、
国
の
本
来
の
自
衛
権
の
枠
を
超
え
る
。
そ
う
考
え
る

と
、
こ
の
枠
を
打
開
す
る
法
技
術
は
一
応
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
は
、
自
衛
隊
の
海
外
派
兵
を
集
団
的
自
衛
権
－
国
連
憲
章
五
一



条
、
対
日
平
和
条
約
1
に
よ
っ
て
積
極
的
に
合
理
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
ひ
と
つ
は
、
他
国
か
ら
の
侵
略
に
反
抗
す
る
戦
争
は
国

際
法
上
の
「
国
の
交
戦
権
」
行
使
と
し
て
容
認
さ
れ
る
と
し
て
、
従
来
の
見
解
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
現
に
い
ま
、
こ
の
よ
う
な
動
ぎ

が
表
面
化
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
動
き
に
抵
抗
す
る
民
衆
の
武
器
と
な
る
の
が
、
つ
ぎ
に
の
べ
る
平
和
に
生
き
る
権
利
と
い
う
新
し
い
人
権
観
念
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
平
和
に
生
き
る
権
利
の
意
味
と
役
割

　
1
　
「
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確

認
す
る
」
（
憲
法
前
文
）
。

　
平
和
と
人
権
を
全
面
的
に
侵
害
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
倒
し
、
平
和
の
と
り
で
の
う
え
に
人
権
尊
重
の
新
世
界
を
築
こ
う
と
し
た
民
主
主

義
の
運
動
と
思
想
は
、
平
和
に
生
き
る
権
利
と
い
う
観
念
を
日
本
国
憲
法
の
中
に
表
現
し
た
。
科
学
技
術
の
発
展
、
と
く
に
原
子
力
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
発
見
に
よ
っ
て
、
世
界
史
は
ま
っ
た
く
新
し
い
問
題
に
直
面
し
た
。
も
は
や
理
性
的
指
導
者
な
ら
ば
、
核
兵
器
を
使
用
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
他
方
、
平
和
を
守
る
民
衆
の
意
識
と
運
動
が
戦
後
急
速
に
成
立
し
て
い
っ
た
。

　
平
和
に
生
き
る
権
利
の
法
思
想
的
根
拠
を
、
自
然
法
に
求
め
る
に
せ
よ
、
民
衆
の
人
権
意
識
の
成
熟
に
求
め
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
抵

抗
権
、
生
存
権
お
よ
び
平
和
獲
得
権
の
結
合
に
求
め
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
権
利
は
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
に
わ

　
こ
の
権
利
の
実
定
憲
法
上
の
根
拠
、
そ
の
内
容
、
そ
し
て
裁
判
規
範
性
が
、
本
格
的
に
問
題
に
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
「
恵
庭
事
件
」
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な
が
ぬ
ま

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
衛
隊
の
憲
法
適
合
性
が
は
じ
め
て
裁
判
所
で
争
わ
れ
た
。
そ
の
ご
、
「
長
沼
ナ
イ
キ
基
地
訴
訟
」
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
つ
ぽ
ろ

て
、
は
じ
め
て
、
こ
の
権
利
が
裁
判
所
（
札
幌
地
方
裁
判
所
）
に
よ
っ
て
、
正
式
に
認
知
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
北
海
道
の
札
幌
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
お
い
や
ま

近
い
長
沼
町
の
地
域
住
民
た
ち
は
、
平
和
に
生
き
る
権
利
の
主
体
で
あ
る
。
現
に
、
自
衛
隊
の
ナ
イ
キ
基
地
を
つ
く
る
目
的
で
、
馬
追
山

の
水
源
滴
養
保
安
林
の
伐
採
を
認
め
る
農
林
大
臣
の
処
分
は
、
地
域
住
民
の
平
和
に
生
き
る
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁

判
所
が
違
憲
法
令
審
査
権
を
積
極
的
に
行
使
す
べ
き
理
由
が
あ
る
、
と
判
示
し
た
（
一
九
七
三
年
）
。

　
こ
の
判
決
は
控
訴
裁
判
所
に
よ
っ
て
く
つ
が
え
さ
れ
、
事
件
は
最
高
裁
判
所
に
係
属
中
で
あ
る
。
学
説
の
中
に
は
、
森
林
法
に
も
と
づ

く
保
安
林
制
度
が
住
民
の
平
和
に
生
き
る
権
利
を
具
体
的
に
保
障
し
て
い
る
と
い
う
札
幌
地
方
裁
判
所
の
見
解
に
賛
成
し
な
い
も
の
も
あ

る
。
こ
の
権
利
は
抽
象
的
な
も
の
で
、
裁
判
規
範
と
し
て
は
使
え
な
い
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
保
安
林
の
跡
地
に
ミ
サ
イ
ル
基
地
を

設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
住
民
が
敵
国
に
よ
る
反
撃
の
被
害
を
こ
う
む
る
現
実
的
危
険
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か

ぎ
り
、
地
域
住
民
が
こ
の
危
険
性
を
防
ぐ
た
め
の
要
求
を
提
出
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
立
法
府
と
行
政
府
が
地
域
住
民
の

要
求
に
応
え
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
要
求
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
ほ
か
な
い
以
上
、
平
和
に
生
き
る
権
利
を
裁
判
規
範
と
し
て
と
ら
え
る

必
要
は
、
十
分
存
在
す
る
。

　
2
　
平
和
に
生
き
る
権
利
の
現
代
的
意
義
は
、
そ
の
裁
判
規
範
性
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
。
平
和
の
と
り
で
の
う
え
に
人
権
が
尊
重

さ
れ
る
新
い
世
界
を
築
き
あ
げ
る
と
い
う
平
和
憲
法
の
全
構
想
を
承
認
す
る
か
ぎ
り
、
平
和
に
生
き
る
権
利
は
、
そ
の
構
想
の
中
心
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
旧
い
社
会
の
体
質
そ
の
も
の
を
変
え
、
新
し
い
社
会
の
基
礎
づ
く
り
を
す
る
の
に
役
立
つ
現
代

的
理
念
で
あ
る
。
ま
た
、
旧
い
国
家
統
治
に
み
ら
れ
る
戦
争
志
向
性
を
否
定
し
、
新
た
に
、
国
家
の
全
統
治
活
動
の
組
織
と
作
用
を
平
和



へ
と
基
本
的
に
方
向
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
「
平
和
の
た
め
の
革
命
」
を
方
向
づ
け
る
法
的
観
念
で
あ
る
。

　
こ
の
観
念
に
つ
い
て
日
本
の
学
者
、
研
究
者
た
ち
は
、
単
に
法
学
の
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
経
済
、
政
治
、
社
会
、
文
化
、
国
際
関

係
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
側
面
か
ら
、
組
織
的
研
究
を
進
め
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
平
和
に
対
す
る
権
利
と
い
う
観
念
が
、
最
近
、
国
際
連
合
の
諸
文
書
の
中
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
憲
法
の
国
際
化
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
歓
迎
す
べ
ぎ
事
柄
で
あ
る
。
一
九
七
八
年
の
国
連
軍
縮
特
別
総
会
の
宣
言
ー
「
平
和

的
生
存
の
た
め
の
社
会
的
準
備
に
関
す
る
宣
言
」
（
一
九
七
八
年
十
二
月
）
i
は
、
は
じ
め
て
国
連
文
書
が
こ
の
権
利
を
承
認
し
た
も
の

と
し
て
、
重
要
な
国
際
文
書
と
な
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
、
国
際
人
権
規
約
（
一
九
六
六
年
採
択
）
B
規
約
二
〇
条
一
項
は
、
「
戦
争
の
た

め
の
い
か
な
る
宣
伝
も
、
法
律
で
禁
止
す
る
」
と
定
め
て
い
た
。
日
ソ
両
国
と
も
、
留
保
を
せ
ず
に
批
准
し
た
こ
の
条
項
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
条
件
に
応
じ
て
今
後
、
国
内
法
化
さ
れ
る
こ
と
を
、
国
際
人
権
規
約
は
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
今
年
六
月
、
パ
リ
で

開
か
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
の
軍
縮
教
育
に
関
す
る
世
界
会
議
は
、
そ
の
最
終
文
書
に
お
い
て
、
平
和
に
対
す
る
権
利
を
承
認
し
た
。

む
　
す
　
び

　
人
類
史
上
、
初
め
て
原
子
爆
弾
の
被
災
国
と
な
っ
た
日
本
で
は
、
い
ま
、
平
和
に
生
き
る
権
利
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
運
動
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。

　
そ
の
な
か
か
ら
、
い
わ
ば
立
法
運
動
の
試
み
を
紹
介
す
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
は
、
原
子
爆
弾
の
被
爆
者
援
護
法
の
制
定

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
社
会
保
障
立
法
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
原
子
爆
弾
使
用
が
も
た
ら
し
た
戦
争
の
被
害
に
対
す
る

　
　
　
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
（
浦
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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法
五
六
巻
二
号
（
一
九
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○
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

国
家
補
償
の
原
則
の
確
立
を
求
め
て
い
る
。
第
二
は
、
「
核
兵
器
の
製
造
、
保
持
、
持
込
み
等
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
案
」
で
あ
る
。
こ

の
法
律
は
、
日
本
国
に
お
い
て
、
核
兵
器
を
持
た
ず
、
つ
く
ら
ず
、
持
込
ま
せ
ず
と
い
う
「
非
核
三
原
則
」
を
堅
持
す
る
た
め
の
法
律
で

あ
る
。
第
三
は
、
「
核
兵
器
使
用
禁
止
国
際
条
約
案
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
い
か
な
る
状
況
下
に
お
い
て
も
」
核
兵
器
を
最
初
に
使
わ
な

い
と
い
う
原
則
の
確
立
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
立
法
要
求
は
、
三
位
一
体
の
関
係
に
あ
る
。

　
平
和
に
生
き
る
権
利
を
単
に
理
念
と
し
て
承
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
実
際
に
実
現
さ
せ
よ
う
と
構
想
す
る
な
ら
、
人
間
、
社
会
、

国
家
そ
し
て
世
界
の
全
領
域
で
、
真
に
「
平
和
の
た
め
の
革
命
」
が
必
要
と
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
革
命
で
あ
る
か
ら
、
変
革
は
全
面

的
で
あ
り
、
か
つ
根
本
的
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
方
向
づ
け
る
哲
学
そ
の
も
の
が
変
革
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
平
和
主
義
と
い
う
イ
デ
オ
・
ギ
ー
そ
の
も
の
が
正
し
い
と
主
張
す
る
の
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
平
和
は
人
権
尊
重
と
民
主
主
義
の
前

提
条
件
で
あ
る
と
い
う
現
実
性
こ
そ
、
平
和
の
主
張
の
正
当
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
平
和
主
義
と
平
和
に
生
き

る
権
利
の
問
題
は
、
現
代
日
本
の
法
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
法
の
科
学
の
双
方
に
と
っ
て
、
そ
の
根
本
的
な
見
直
し
を
せ
ま
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

　
〔
あ
と
が
き
〕

　
こ
れ
は
、
モ
ス
ク
ワ
の
ソ
連
社
会
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
国
家
・
法
研
究
所
に
お
い
て
、
第
一
回
日
ソ
法
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ

た
さ
い
、
初
日
冒
頭
に
私
が
お
こ
な
っ
た
報
告
の
草
稿
で
あ
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
一
九
八
○
年
十
一
月
二
五
日
か
ら
十
二
月
一

日
に
か
け
て
五
日
間
、
モ
ス
ク
ワ
（
右
研
究
所
）
と
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
（
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
大
学
哲
学
・
法
研
究
所
）
で
、
実
施
さ
れ
た
。


