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我
々
は
な
ぜ
法
律
を
遵
守
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か

米

原

優

は
じ
め
に

「
我
々
は
な
ぜ
自
国
の
法
律
に
従
う
べ
き
な
の
か
」
。
ま
ず
、
こ
の
間
い
に
お
け
る
「
従
う
」
が
「
(
盲
目
的
に
)
服
従
す
る
♀

3
」
を

意
味
す
る
の
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
必
要
は
な
い
(
場
合
に
よ
っ
て
は
、
し
て
は
な
ら
な
い
)
と
い
う
の
が
、
そ
の
答
え
に
な

一
方
、
こ
の
場
合
の
「
従
う
」
が
「
遵
守
す
る
ち
広
三
)
可
」
と
い
う
意
味
な
の
な
ら
ば
、
そ
う
す
べ
き
と
言
え
る
理
由
は
あ
る
。
そ

し
て
、
法
律
の
遵
守
を
す
べ
て
の
人
間
が
持
つ
自
然
的
義
務
と
論
じ
る
ア
レ
ン
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
主
張
に
従
い
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
理
由

るを
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
本
稿
の
目
標
で
あ
る
。

構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
次
節
で
、
プ
キ
ャ
ナ
ン
が
言
う
と
こ
ろ
の
正
義
の
自
然
的
義
務
と
は
何
か
を
説
明
す
る
。
続
く

第
二
節
で
は
、
法
律
の
遵
守
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
法
律
を
遵
守
す
る
と
は
、
自
分
に
適
用
さ
れ
る
法
律
を
あ

る
特
定
の
基
準
を
使
っ
て
評
価
し
た
上
で
、
そ
の
基
準
に
合
致
し
た
法
律
に
の
み
従
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
節
で
は
、
そ

う
し
た
法
律
の
遵
守
が
正
義
の
自
然
的
義
務
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
と
な
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
し
て
法
律
を
遵
守
す

る
人
は
、
一
定
の
基
準
を
充
た
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
仮
に
そ
の
法
律
が
自
身
の
理
想
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
従
う
人
で
あ



る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
最
後
の
第
三
節
で
は
、
自
身
の
理
想
と
は
異
な
る
法
律
に
も
従
う
べ
き
と
言
え
る
理
由
の
提
示
を
試

み
る
。

第
一
節

正
義
の
自
然
的
義
務

プ
キ
ャ
ナ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
す
べ
て
の
人
が
正
し
い
仕
組
み
の
下
に
あ
る
と
い
う
状
態
の
実
現
に
貢
献
す
る
と
い
う
義
務
を
各
人
は
持
っ

て
い
る
」

Q
c各
8
8
N
C
H∞
、
足
。
)
。
ま
た
、
彼
は
そ
の
義
務
を
「
正
義
の
自
然
的
義
務
」
と
呼
ぶ
(
口
忌
・
)
。
以
下
、
こ
の
義
務
は
ど
う

い
う
も
の
か
(
特
に
、
「
正
し
い
仕
組
み
」
と
は
何
か
)
、
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
義
務
を
各
人
が
持
つ
と
言
え
る
理
由
は
何
か
を
明
ら
か
に

す
る
。ま

ず
、
す
べ
て
の
人
が
そ
う
し
た
義
務
を
持
つ
と
言
え
る
理
由
に
関
し
て
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
義
務
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
一
方
で
、
そ
れ
と
同
時
に
、
人
そ
れ
自
体
が
権
利
を
持
つ
と
主
張
す
る
と
い
う
こ

と
の
不
整
合
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
正
義
の
自
然
的
義
務
:
・
を
擁
護
す
る
た
め
の
最
も
よ
い
方
法
で
あ
ろ
う
。

(
5
5・u
見
斗
)

つ
ま
り
、
人
が
権
利
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
が
皆
正
義
の
自
然
的
義
務
を
持
つ
と
い
う
こ
と
も
認
め
ざ
る
を
得

な
い
し
、
そ
れ
を
認
め
な
い
の
は
不
整
合
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ど
う
し
て
そ
う
言
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
論

じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
人
そ
れ
自
体
が
特
定
の
権
利
を
持
つ
と
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人
が
持
つ
特
定
の
特
徴
ゆ
え
に
、
人



は
皆
特
定
の
扱
い
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
者
の
権
利
を
侵

害
し
な
い
こ
と
で
、
そ
う
し
た
人
々
の
権
利
を
尊
重
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

人
々
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
な
い
と
い
う
状
態
を
確
実
に
実
現
す
る
特
定
の
仕
組
み
作
り
へ
の
貢
献
も
、
人
は
行
う
べ
き
で
あ
る
。

(-σ5・

)

こ
う
し
た
主
張
で
前
提
さ
れ
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
の
人
は
特
定
の
権
利
を
持
つ
と
考
え
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
中
の
誰
か
が
他

人
か
ら
権
利
の
侵
害
を
受
け
て
い
る
の
に
、
自
分
は
何
も
し
な
い
と
い
う
の
は
お
か
し
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
場
合
、

そ
の
中
の
誰
か
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
の
は
自
分
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
侵
害
を
放
置
す
る
人
が
そ
う
い
う
人
(
た
ち
)
の
権
利

を
十
分
に
尊
重
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
人
が
特
定
の
権
利
を
持
つ
と
考
え
て
い
る
の
に
、
そ
の

中
の
誰
か
の
権
利
を
こ
の
よ
う
に
し
て
十
分
に
尊
重
し
な
い
の
は
不
整
合
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
人
は
特
定
の
権

利
を
持
つ
と
考
え
る
人
は
、
誰
か
の
そ
う
し
た
権
利
を
自
分
が
侵
害
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
誰
も
が
他
の
人
か
ら
の
権
利
侵
害
を
受
け
な

い
と
い
う
状
態
の
実
現
に
も
貢
献
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
プ
キ
ャ
ナ
ン
の
考
え
で
あ
る
と
言
え

る
。
ま
た
、
正
義
の
自
然
的
義
務
の
説
明
の
中
で
言
及
さ
れ
る
「
正
し
い
仕
組
み
」
と
は
、
こ
う
し
た
状
態
の
実
現
の
た
め
に
必
要
と
な

る
仕
組
み
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
正
義
の
自
然
的
義
務
と
は
す
べ
て
の
人
が
こ
う
し
た
仕
組
み
の
下
で
暮
ら
せ
て
い
る
と
い
う
状
態
の
実
現
に
貢
献
す
る
と
い

う
義
務
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
貢
献
に
お
い
て
、
過
度
の
負
担
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
プ
キ
ャ
ナ
ン
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。



四

と
も
か
く
、
人
間
の
特
定
の
性
質
の
認
識
は
、
人
々
の
最
も
基
本
的
な
権
利
と
、
そ
れ
ら
の
権
利
を
尊
重
す
る
と
い
う
我
々
の
義
務

の
根
拠
に
な
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
う
し
た
認
識
は
ま
た
、
少
な
く
と
も
我
々
が
過
度
の
負
担
な
く
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
に
は
、
人
々
の
基
本
的
権
利
が
尊
重
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
皆
が
生
き
ら
れ
る
と
い
う
状
態
の
確
実
な
実
現
に
貢
献
す
る
と
い
う

存
在
す
る
可
能
性
の
高
い
義
務
も
支
持
す
る
。
(
目
立
込
-
w

ミ
∞
)

確
か
に
、
我
々
(
少
な
く
と
も
、
そ
の
多
く
)
は
人
が
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
特
定
の
権
利
(
つ
ま
り
、
人
権
)
を
持
つ
と
考
え
て
い
る
し
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
正
義
の
自
然
的
義
務
の
存
在
も
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
で
は
、
そ
う
し
た
義
務
で
言
及
さ
れ
る
「
正
し
い
仕

組
み
」
に
な
り
得
る
も
の
は
何
か
。
こ
れ
に
関
し
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
が
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
「
そ
の
存
在
を
正
当
化
す
る
主
た
る
役
割
の
一
つ

が
人
権
の
促
進
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
国
家
」
や
、
「
一
圏
内
の
憲
法
裁
判
所
、
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
よ
う
に
)
人
権
裁
判
所
と
明

示
的
に
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
超
国
家
的
法
廷
、
国
際
刑
事
裁
判
所
、
さ
ら
に
は
国
際
司
法
裁
判
所
」
な
ど
の
一
部
の
国
際
機
関
が
、
そ
れ

に
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
公
立
与

-wgm)。
と
い
う
の
も
、
「
そ
う
し
た
制
度
は
人
権
を
促
進
す
る
た
め
に
積
極
的
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

(
5
5・
)
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
制
度
を
人
権
の
保
障
と
い
う
役
目
を
果
た
す
正
し
い
仕
組

み
に
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
貢
献
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
、
我
々
の
正
義
の
自
然
的
義
務
(
少
な
く
と
も
、
そ
の
一
部
)
と
な
る
。
そ
し

て
、
法
律
を
遵
守
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
制
度
の
一
つ
で
あ
る
国
家
が
正
し
い
仕
組
み
と
な
る
た
め
に
、
我
々
が
や
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
の
一
つ
と
言
え
る
。
節
を
改
め
て
、
そ
う
言
え
る
理
由
を
説
明
す
る
。

第
二
節

法
律
の
遵
守

プ
キ
ャ
ナ
ン
は
「
法
の
支
配
を
大
切
に
す
る
と
い
う
傾
向
」
を
「
法
律
を
遵
守
す
る
と
い
う
徳
」
と
呼
ぶ

(
-
E
F
U
5
5
0
そ
し
て
、
こ



う
し
た
徳
を
持
つ
人
と
は
次
の
よ
う
な
人
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

法
律
を
遵
守
す
る
と
い
う
徳
を
持
つ
人
は
、
法
の
支
配
の
重
要
性
を
心
か
ら
変
わ
る
こ
と
な
く
認
識
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
法
の
支
配

に
合
致
し
、
そ
れ
を
促
進
す
る
制
度
を
尊
重
す
る
傾
向
を
持
つ
人
で
あ
る
し
、
こ
う
し
た
認
識
は
そ
の
人
の
動
機
づ
け
と
い
う
点
で

強
力
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
人
は
、
先
に
挙
げ
た
法
の
支
配
の
様
々
な
要
件
を
充
た
す
公
的
秩
序
に
お
い
て
生
き
る

と
い
う
こ
と
に
力
を
注
い
で
い
る
。
た
と
え
、
そ
う
し
た
要
件
を
正
確
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。
責

任
あ
る
行
為
者
と
し
て
の
資
質
や
、
計
画
が
生
活
の
中
で
果
た
す
重
要
な
役
割
を
認
め
、
そ
れ
ら
を
促
進
す
る
よ
う
な
や
り
方
で
、

さ
ら
に
は
、
平
等
で
あ
り
、
互
い
に
青
ハ
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
と
い
う
条
件
の
下
で
、
人
間
は
共
に
生
き
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
法
律
が
こ
の
か
た
ち
で
の
共
同
の
達
成
に
と
っ
て
肝
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
人
は
心
の
底
か
ら

確
信
し
て
い
る
。
し
か
し
、
法
律
が
こ
の
か
た
ち
で
の
共
同
を
可
能
に
す
る
に
は
、

一
定
の
基
準
を
充
た
し
た
も
の
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
も
、
そ
の
人
は
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
人
の
注
力
が
、
単
な
る
合
法
性
へ
の
そ
れ
で
は
な
く
、
適
法
性
へ
の
そ
れ
で
あ
る
理

由
は
こ
れ
で
あ
る
。
公
立
件
、
H
O
∞'
H
S
)

こ
こ
で
言
う
「
適
法
性
」
と
は
「
法
の
支
配
の
要
件
へ
の
一
致
」
を
意
味
す
る

(
F
E
-
w
g∞
)
。
そ
し
て
、
法
律
を
遵
守
す
る
と
い
う
徳

を
持
つ
人
と
は
、
法
律
が
こ
う
し
た
要
件
に
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
し
、

一
致
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
従
う
人
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
こ
で
言
う
法
の
支
配
の
要
件
と
は
次
の
六
つ
で
あ
る
。

(
i
)
規
則
は
十
分
に
一
般
的
で
あ
り
、
そ
う
し
た
規
則
が
差
別
の
た
め
の
武
器
や
え
こ
ひ
い
き
の
道
具
と
な
る
危
険
を
減
ら
す
も
の

五



ーよa

/¥ 

と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
H
)
規
則
は
十
分
に
持
続
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
人
や
集
団
が
合
理
的
な
計
画
を
立
て
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
予
見
可
能
性
を
容
易

に
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
/
少
な
く
と
も
、
犯
罪
行
為
を
特
定
す
る
規
則
の
場
合
に
お
い
て
は
、
遡
及

の
完
全
な
禁
止
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
に
反
対
す
る
相
当
強
い
根
拠
が
存
在
す
る
。

(
…

m)
規
則
は
公
平
に
解
釈
さ
れ
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
同
じ
よ
う
な
事
例
は
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
・

5
規
則
に
服
す
人
は
す
べ
て
、
自
分
た
ち
の
利
益
の
保
護
や
増
進
の
た
め
に
、
こ
う
し
た
規
則
を
実
質
的
に
活
用
で
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(

v

)

誰
も
自
分
の
事
件
の
裁
判
官
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
す
べ
て
の
人
は
規
則
の
下
で
責
任
を
関
わ
れ
う
る
存
在
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(.5
規
則
は
公
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
下
で
車
貝
任
を
問
わ
れ
得
る
人
す
べ
て
が
、
過
度
の
負
担
な
く
広

範
に
利
用
で
き
、
理
解
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
5
5
5
3

のさ
法ら
律に

重法
大律
な を
不遵
正守
はす
なる
い と
かい
とう
い思
うを
観持
占 つ

が人
らは
法.

律さ
をフ
評 し
価た
す要
る件
人主

3完
ぁ L
る 」

そ 争
プl~

乙と
た 7
- プ 】ミ

ーと
てコ
爪 い

~日フ

京塑
ナゑ
よく ら
三五 だ

砧立
にま
つ，
し、、、

て当

ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

当
の
法
的
義
務
を
課
す
法
律
が
尊
重
に
値
す
る
く
ら
い
法
の
支
配
に
近
づ
い
て
い
る
法
体
系
の
一
部
で
あ
る
考
え
ら
れ
、

人
が
法
律
を
遵
守
す
る
と
い
う
傾
向
を
持
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
自
分
が
法
的
義
務
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
少
な
く
と
も
、

か
っ
、
そ



の
特
定
の
法
律
に
重
大
な
不
正
が
な
い
場
合
に
、
特
定
の
法
的
義
務
の
中
身
と
は
独
立
に
、
そ
れ
に
従
う
根
拠
を
つ
く
り
出
す
だ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
特
定
の
集
団
は
刑
法
の
下
で
責
任
を
関
わ
れ
る
可
能
性
を
免
れ
て
い
る
と
か
、
特
定
の
人
々
は
奴
隷
に
さ
れ
な
い

と
い
う
法
的
権
利
を
持
た
な
い
と
、
あ
る
法
律
が
恋
意
的
に
宣
言
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
仮
に
、
そ
れ
が
正
統
な
立
法
手
続
に
よ
っ
て

起
草
さ
れ
た
と
し
て
も
、
さ
ら
に
、
正
統
な
裁
判
所
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
法
律
を
遵
守
す
る
人
は
誰
も
、
そ
う
し
た

法
律
に
服
従
す
る
理
由
を
少
し
も
持
た
な
い
だ
ろ
う
。

(
E
p
u
口
同
)

こ
の
場
合
の
「
重
大
な
不
正
」
を
持
つ
法
律
と
は
、
奴
隷
に
さ
れ
な
い
権
利
と
い
っ
た
人
権
の
侵
害
を
含
む
法
律
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
法
律
を
遵
守
す
る
と
い
う
徳
を
持
つ
人
と
は
、
こ
う
い
っ
た
意
味
で
の
重
大
な
不
正
は
な
い
か
、
さ
ら
に
、
法
の
支
配
の
要
件

に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
各
法
律
を
評
価
し
、
重
大
な
不
正
は
な
く
、
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
要
件
に
合
致
し
て
い

れ
ば
、
そ
れ
に
従
う
人
で
あ
る
。

そ
し
て
、
プ
キ
ャ
ナ
ン
の
考
え
に
従
え
ば
、
そ
う
し
た
人
に
な
る
と
い
う
の
も
、
す
べ
て
の
人
が
持
つ
正
義
の
自
然
的
義
務
の
一
っ
と

言
え
る
。
と
い
う
の
も
、
ま
ず
、
国
家
の
作
る
法
律
に
重
大
な
不
正
は
な
い
か
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
の
人
権
を
侵
害
す
る
よ
う
な
も
の

に
な
っ
て
い
な
い
か
監
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
に
人
権
の
保
障
と
い
う
役
目
を
確
実
に
果
た
さ
せ
る
上
で
、
我
々
が
や
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
法
の
支
配
の
要
件
を
充
た
し
た
法
律
を
作
っ
て
い
る
か
確
認
す
る
と
い

う
こ
と
も
、
人
権
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
必
要
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
サ
マ

l
ズ
も
言
う
よ
う
に
、
移
動
の
自
由
の
よ
う
な
人
権

の
保
障
も
、
法
の
支
配
の
下
で
よ
り
よ
く
果
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

偉
大
な
ド
イ
ツ
の
法
学
者
ル
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ

1
リ
ン
グ
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
明
確
で
一
定
の
規
則
と
い
う
形
態
を
と
る

七



八

法
律
は
、
そ
れ
自
体
、
国
の
役
人
に
よ
る
個
人
の
自
由
へ
の
侵
害
の
防
波
堤
に
な
る
。
こ
の
例
で
の
移
動
の
自
由
が
明
確
で
一
定
の

規
則
と
い
う
形
態
の
中
に
鋳
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
事
実
が
、
国
の
役
人
た
ち
が
こ
の
自
由
を
侵
害
す
る
の
を
よ
り
因

難
に
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
役
人
た
ち
は
自
分
の
行
動
が
明
確
な
規
則
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
の
を
知
っ
て
い
る
し
、
こ
の
評

価
は
個
人
の
自
由
へ
の
あ
ら
ゆ
る
侵
害
を
暴
く
か
ら
で
あ
る
。
(
∞
己
B
B
2
ω
5
3
u

コcm)

す
な
わ
ち
、
重
大
な
人
権
侵
害
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か
、
さ
ら
に
は
、
法
の
支
配
の
要
件
を
充
た
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
各
法
律

を
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
作
る
国
家
が
人
権
保
障
と
い
う
役
目
を
果
た
す
正
し
い
仕
組
み
と
な
る
た
め
に
、
我
々
が
で
き
る

貢
献
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
、
過
度
の
負
担
な
く
我
々
が
行
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
は
正
義
の
自
然
的
義
務
の
一
っ
と

言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
我
々
が
そ
う
し
た
義
務
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
履
行
と
し
て
、
こ
う
し
た
評
価
を
行
っ
た
際
に
、
法
律

が
そ
の
よ
う
な
基
準
を
充
た
し
て
い
る
と
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
は
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る第
三
節

自
分
の
理
想
と
は
異
な
る
法
律
に
も
従
う
理
由
は
あ
る
の
か

法
を
遵
守
す
る
人
は
、
人
権
侵
害
と
い
う
重
大
な
不
正
は
な
い
か
、
ま
た
、
法
の
支
配
の
要
件
を
充
た
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

法
律
を
評
価
し
、
こ
の
基
準
を
充
た
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
従
う
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
評
価
を
行
う
の
も
、
さ
ら
に
は
、

そ
う
し
た
基
準
を
充
た
し
て
い
れ
ば
、
法
律
に
従
う
の
も
、
正
義
の
自
然
的
義
務
の
一
つ
で
あ
り
、
我
々
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
う
し
た
基
準
を
充
た
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
仮
に
自
分
の
理
想
と
は
か
け
離
れ
た
法
律
で
あ
っ
た
と
し



て
も
、
我
々
は
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
既
存
の
裁
判
員
制
度
は
不
十
分
で
あ
り
、
ア
メ
リ

カ
の
よ
う
な
陪
審
制
を
日
本
で
も
施
行
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
人
も
、
日
本
の
『
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
』
に

は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
こ
こ
で
は
、
こ
の
法
律
に
重
大
な
不
正
は
な
く
、
法
の
支
配
の
要
件
も
充
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
す

る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
通
り
だ
ろ
う
)
。

ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
考
え
る
上
で
、
参
考
に
な
る
の
は
、
人
権
観
が
「
偏
狭
」
と
評
さ
れ
る
場
合
に
関
す
る
プ
キ
ャ
ナ

ン
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
、
彼
は
ま
ず
「
人
権
の
中
に
市
民
権
や
政
治
的
権
利
の
み
が
含
ま
れ
、
重
要
な
経
済
的
権
利
や
、
基
本

的
教
育
や
ヘ
ル
ス
ケ
ア
へ
の
権
利
が
除
外
さ
れ
て
い
る
」
場
合
、
そ
う
し
た
人
権
観
は
偏
狭
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
「
後
者
の
諸
権
利
無
し
で
は
、
人
々
は
実
質
的
に
市
民
権
や
政
治
的
権
利
を
行
使
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
」
か
ら
で
あ
る

(
回
己
与

88NCHOW
∞
斗
)
。
さ
ら
に
、
「
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
で
の
法
体
系
に
の
み
精
通
し
、
た
い
て
い
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
見
ら
れ
る

法
体
系
に
つ
い
て
は
無
知
な
人
」
で
「
適
正
手
続
を
き
ち
ん
と
保
障
す
る
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
件
に
お
い
て
陪
審
制
に
よ
る
審
査
が
必
要

に
な
る
と
誤
っ
て
考
え
て
し
ま
う
」
よ
う
な
人
も
、
偏
狭
な
人
権
観
を
持
っ
て
い
る
(
目
立
pw
∞
∞
)
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
人
は
こ
う

し
た
完
全
な
陪
審
制
が
施
行
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
人
権
の
一
つ
で
あ
る
適
正
手
続
へ
の
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
「
あ
る
権
利
が
、
人
間
の
利
害
関
係
に
よ
い
影
響
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
悪
い
影
響
を
も
た
ら

す
場
合
も
あ
る
と
い
う
事
実
を
適
切
に
認
識
」
し
て
い
な
い
場
合
も
、
そ
の
人
権
観
は
偏
狭
な
も
の
に
な
り
得
る
(
目
立
与
・
)
。
た
と
え
ば
、

個
人
の
所
有
権
を
人
権
と
し
て
保
障
す
れ
ば
、
「
お
お
よ
そ
農
耕
的
な
社
会
で
土
地
の
所
有
権
を
実
質
的
に
欠
い
て
い
る
人
や
、
市
場
で
実

質
的
に
取
り
引
き
を
す
る
た
め
に
必
要
な
教
育
を
受
け
ら
れ
ず
に
い
る
人
」
は
、
大
き
な
不
利
益
を
被
る
可
能
性
が
あ
る

(
F
E・
)
。
そ

れ
ゆ
え
、
所
有
権
を
人
権
と
し
て
保
障
す
る
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
不
利
益
が
発
生
し
な
い
よ
う
な
施
策
が
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
そ
れ
が
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
偏
狭
な
人
権
観
に
基
づ
く
政
策
が
採
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

九



。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
権
観
が
偏
狭
な
も
の
に
な
る
の
を
防
ぐ
に
は
ど
う
す
べ
き
か
。
こ
れ
に
関
し
、
プ
キ
ャ
ナ
ン
は
次
の
よ
う
な
類

の
知
識
が
必
要
に
な
る
と
論
じ
て
い
る
。

人
権
規
範
の
内
容
が
事
実
に
関
わ
る
信
頼
で
き
る
情
報
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
状
態
を
確
実
に
実
現
す
る
た
め
に
、
場
合
に
よ
っ

て
は
、
新
た
な
知
識
の
創
造
が
必
要
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
複
数
の
適
正
手
続
保
障
手
法
同
士
の
ど
ち
ら
が

よ
り
有
効
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
知
識
で
あ
っ
た
り
、
政
治
参
加
が
意
味
あ
る
も
の
と
な
る
た
め
に
、
ど
う
い
っ
た
社
会
的
経
済

的
権
利
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
知
識
で
あ
る
。
(
目
立
与
・
切
也
C
)

そ
う
し
た
知
識
を
得
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
お
そ
ら
く
、
裁
判
員
制
度
と
い
っ
た
新
設
の
適
正
手
続
保
障
手
法
を
導
入
す

る
法
律
や
、
新
た
な
社
会
的
経
済
的
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
法
律
を
作
っ
て
施
行
し
て
み
る
こ
と
で
、
そ
の
実
際
の
効
果
を
確
か
め
る

の
が
最
も
信
頼
で
き
る
や
り
方
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
様
々
な
法
施
行
の
試
み
を
我
々
が
許
容
し
て
、
そ
の
効
果
を
実
証
す
る

機
会
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
国
家
が
よ
り
よ
い
人
権
保
障
を
行
う
た
め
に
は
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
許

容
に
よ
る
機
会
の
提
供
も
、
国
家
が
正
し
い
仕
組
み
と
な
る
た
め
に
私
た
ち
が
で
き
る
貢
献
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
正
義
の
自

然
的
義
務
の
一
っ
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
機
会
は
、
法
律
を
遵
守
す
る
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
、
法
律
が
一
定
の
基
準
を
充
た

し
て
い
れ
ば
、
仮
に
そ
れ
が
自
分
の
理
想
と
は
異
な
っ
て
い
て
も
従
う
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
提
供
さ
れ
る
も
の
と
言
え
る
。

結
論以

上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
見
解
に
従
え
ば
、
法
律
を
遵
守
す
る
徳
を
持
つ
人
と
は
、
人
権
侵
害
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か
、



さ
ら
に
は
、
法
の
支
配
の
要
件
を
充
た
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
法
律
を
評
価
し
、
こ
う
し
た
基
準
を
充
た
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、

仮
に
そ
の
法
律
が
自
分
の
理
想
と
は
か
け
離
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
従
う
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
に
な
る
と
い
う

」
と
は
、
我
々
す
べ
て
が
持
つ
正
義
の
自
然
的
義
務
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
彼
の
考
え
に
関
し
、
最
後
に
強
調
す
べ
き
は
、
法
律
の
遵
守
は
あ
く
ま
で
義
務
の
一
つ
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
人
々
が
こ
う
し
た
義
務
を
遂
行
す
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
評
価
対
象
と
な
る
法
律
が
同
様
に
適
用
さ
れ
る
同

国
家
内
で
の
人
権
保
障
に
留
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
義
の
自
然
的
義
務
は
、
同
国
家
内
の
人
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
人
も

含
む
、
す
べ
て
の
人
が
正
し
い
仕
組
み
の
下
で
生
き
る
と
い
う
状
態
の
実
現
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
に
貢
献

す
る
た
め
、
我
々
は
法
律
の
遵
守
以
上
の
何
か
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
家
と
同
様
、
人
権
の
保
障
を
役
目
と
す
る
国
際
機

関
が
適
切
に
機
能
し
て
い
る
か
評
価
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
改
善
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
も
必
要
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
誰
に
そ
れ
を

求
め
る
こ
と
に
な
る
か
と
言
え
ば
、
そ
う
し
た
国
際
機
関
の
改
善
に
実
際
に
携
わ
れ
る
国
家
の
首
脳
や
大
臣
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
命
を
受

け
て
働
く
公
職
者
に
対
し
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
言
論
の
自
由
が
著
し
く
制
約
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
重
大
な
人
権
侵
害
が
発
生
し
て
い
る
国
家
で
、
人
々
が
首
脳
ら
に
そ
う

し
た
こ
と
を
要
求
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
正
義
の
自
然
的
義
務
を
十
全
に
果
た
す
に
は
、
人
々
が
自
分
の
い
る
国

家
で
の
人
権
保
障
を
、
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
要
求
が
可
能
な
程
度
に
は
達
成
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
点
で
、
我
々
が

法
律
を
遵
守
す
る
人
と
な
り
、
自
分
の
い
る
国
で
の
人
権
保
障
に
ま
ず
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
上
の
正
義
の
自
然
的
義
務
を

果
た
す
た
め
の
前
提
条
件
に
も
な
る
。
ゆ
え
に
、
法
律
の
遵
守
は
、
そ
の
法
律
の
適
用
対
象
と
な
る
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
人

の
人
権
保
障
の
た
め
に
も
、
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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