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『
ち
く
ま
評
論
選
』
解
説

７

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
悪
な
の
か

萱
野
稔
人

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

■
凡
例

１

●
は
、
本
文
。
①
②
…
は
形
式
段
落
番
号
。
◆
は
、
設
問
。

２

▽
は
、
本
文
の
追
跡
・
分
析
。（
解
答
例
だ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
を
こ
そ
、
読
む
。）

３

▼
は
、
読
解
に
関
す
る
技
法
。

４

☆
は
、
記
述
に
関
す
る
技
法
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

■
前
提

『
現
代
文
キ
ー
ワ
ー
ド
』
で｢

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
や｢

国
民
国
家
」
の
項
目
を
読
む
（
後

か
ら
読
ん
で
も
よ
い
）
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、
「
民
族
＝
国
家
」
と
い
う
思
想
。
（
で
も
こ
の
本

文
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
自
体
は
問
題
の
中
心
に
な
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
そ
れ
以
前
の
問
題
）

■
追
跡

１

◆
問
１
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
国
家
の
問
題
か
ら
切
り
離
さ
れ
え
な
い
。

な

ぜ

か

２

つ
ま
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
是
非
を
問
う
た
め
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
国
家
の

あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
を
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

３

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
が
み
ず
か
ら
固
有
の
政
府
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
国
家
こ
そ
正
統
な
統
治
形
態
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

つ
ま
り
、
「
国
家
は
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
運
営
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。」
と
い
う
の
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
基
本
的
な
原
理
と
な
る
。
そ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
国
家
は

国
民
国
家
（
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
テ
ー
ト
）
へ
と
歴
史
的
に
生
成
し
て
き
た
。
国
民
国
家
と
は
、
歴
史

の
な
か
で
国
家
が
と
り
え
た
一
つ
の
形
態
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
そ
の
国
民
国
家
の
生
成
を

う
な
が
し
、
ま
た
世
界
へ
と
広
め
た
、
思
想
上
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

４

し
た
が
っ
て
問
う
べ
き
は
、
国
家
が
国
民
国
家
と
い
う
形
態
へ
と
変
容
し
て
き
た
内
実
を
ど
う

考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
を
考
え
る
に
は
、
そ
も
そ
も
国
家
と
は
何
か
を
理

解
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

●
問
い
を
拾
う
。
書
き
手
の
問
い
の
本
丸
は
、
Ａ
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
是
非
」
の
よ
う
だ
。
そ
の

問
い
に
取
り
組
む
た
め
の
問
い
が
Ｂ
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
国
家
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に

変
容
し
た
の
か
？
」。
さ
ら
に
、
そ
の
問
い
Ｂ
に
取
り
組
む
た
め
に
、
Ｃ
「
そ
も
そ
も
国
家
と
は
？
」

と
い
う
問
い
に
答
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
Ｃ
→
Ｂ
→
Ａ
。

同
じ
文
化
や
宗
教
、
言
語
を
共
有
す
る
「
民
族
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
そ
れ
は
家
族
の
つ
な
が

り
の
よ
う
な
一
体
感
を
生
む
単
位
で
あ
る
。
そ
の
民
族
単
位
で
、
一
つ
の
国
家
を
形
成
す
る
の
が
い

い
じ
ゃ
ん
、
と
考
え
る
の
が
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」。
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
民
族
と
も
訳
す
し
、
国
民

と
も
訳
す
。
民
族
＝
国
民
な
ら
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
理
想
に
合
致
す
る
の
だ
が
、
現
実
に
は

そ
う
な
ら
ず
、
一
つ
の
国
に
複
数
の
民
族
が
住
ん
で
い
る
の
が
ふ
つ
う
だ
。
多
数
を
占
め
る
民
族
が
、

｢

こ
の
国
の
言
語
は
こ
れ
だ
」「
宗
教
は
こ
れ
だ
」
と
決
め
て
し
ま
う
と
、
少
数
民
族
は
困
っ
て
し
ま

う
。
ま
た
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、
感
情
的
な
一
体
感
を
高
め
る
傾
向
が
あ
り
、
過
剰
に
高
ま

り
す
ぎ
る
と
、｢

よ
そ
者
は
出
て
行
け
」
的
な
否
定
的
な
感
情
に
転
換
す
る
危
険
が
あ
る
。
書
き
手

が
、
Ａ
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
是
非
」
と
い
う
問
い
を
立
て
た
の
は
、
そ
う
い
う
問
題
が
あ
る
か
ら

だ
。民

族
＝
国
民
＝
一
つ
の
国
家
、
と
い
う
の
は
、
歴
史
上
現
れ
た
、
色
々
な
「
国
家
」
の
形
の
一
つ
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に
過
ぎ
な
い
。
近
代
の
国
際
社
会
は
、
こ
の｢

国
民
国
家
」
を
建
前
と
し
て
い
る
。（
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
ご
ら
ん
。
そ
の
と
き
私
た
ち
は
、
何
と
な
く
、
「
○
○
国
」
に
は
「
○
○
人
」
詳

し
く
は
世
界
史
で
学
ん
で
ね
。
「
帝
国
」
と
呼
ば
れ
る
、
広
域
で
多
民
族
を
支
配
す
る
よ
う
な
権
力

が
弱
体
化
す
る
と
、
今
ま
で
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た｢

民
族
の
地
」
が
現
れ
、
独
立
を
要
求
す
る
よ
う

じ

に
な
る
。
そ
の
と
き
に
、「
民
族
＝
国
民
＝
国
家
」
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
思
い
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ネ
ー
シ
ヨ
ン
ス
テ
ー
ト

ズ
ム
）
が
、
そ
の
独
立
運
動
に
力
を
与
え
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
に
国
民
国
家
を
創

ネ
ー
シ
ヨ
ン
ス
テ
ー
ト

り
上
げ
た
か
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
性
質
を
捉
え
よ
う
、
と
い
う
の
が
、
Ｂ

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
国
家
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
？
」
と
い
う
問
い
だ
。

さ
て
、
◆
問
１
。
☆
な
ぜ
、
は
、
ど
の
よ
う
に
、
と
問
い
直
す
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
国
家
の

問
題
と
、
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
。
参
照
部
分
は
こ
こ
。

「
そ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
国
家
は
国
民
国
家
（
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
テ
ー
ト
）
へ
と
歴
史
的
に
生
成

し
て
き
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
そ
の
国
民
国
家
の
生
成
を
う
な
が
し
、
ま
た
世
界
へ
と
広
め
た
、

思
想
上
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」

こ
の
内
容
を
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、（
こ
の
よ
う
に
し
て
）
国
民
国
家
を
生
成
し
た
」
と
い
う

枠
組
み
に
盛
り
込
む
。
で
、「
か
ら
。」
で
締
め
く
く
る
。

◆
問
１
（
解
答
例
１
）
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
国
家
は
民
族
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う

考
え
（
原
理
）
に
よ
っ
て
、
国
民
国
家
と
い
う
形
態
を
生
み
出
し
た
か
ら
。

構
文
を
変
え
る
と
、
よ
り
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
働
き
に
焦
点
が
当
た
る
感
じ
に
な
る
。
ど
ち
ら
で

も
可
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
あ
っ
て
初
め
て
国
家
が
成
立
し
て
い
る
、
っ
て
い
う
感
じ
に
な
る
。

（
解
答
例
２
）
現
在
の
国
民
国
家
と
い
う
形
態
は
、
国
家
は
民
族
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
べ
き
だ
と

い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
原
理
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
。

５

国
家
に
つ
い
て
の
定
義
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
や
は
り
私
た
ち
が
国
家
を
考
え
る
う
え
で
も
っ

と
も
基
本
と
な
る
の
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
定
義
だ
ろ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
国

家
を
定
義
し
て
い
る
。

国
家
と
は
、
あ
る
一
定
の
領
域
の
内
部
で
―
―
こ
の
「
領
域
」
と
い
う
点
が
特
徴
な
の
だ
が
―

―
正
当
な
物
理
的
暴
力
行
使
の
独
占
を
（
実
効
的
に
）
要
求
す
る
人
間
共
同
体
で
あ
る
。

（『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
脇
圭
平
訳
）

６

は
じ
め
て
読
む
人
に
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
に
は
死
刑
制
度
が
存
置
さ
れ
て
い
る
の

で
、
死
刑
を
例
に
と
っ
て
説
明
し
よ
う
。

７

か
つ
て
自
分
の
妻
と
子
を
殺
さ
れ
た
男
性
が
、
記
者
会
見
で
こ
う
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
も

し
犯
人
が
死
刑
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
刑
務
所
か
ら
で
て
き
た
と
き
に
自
分
の
手
で
殺
す
、
と
。

８

こ
の
犯
人
は
犯
行
当
時
未
成
年
だ
っ
た
の
で
、
死
刑
に
な
る
か
ど
う
か
が
世
論
の
注
目
を
集
め

て
い
た
。
男
性
の
記
者
会
見
は
そ
れ
を
受
け
て
の
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
も
し

本
当
に
遺
族
の
男
性
が
犯
人
を
殺
し
た
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

９

【
読
解
問
題
１
】
こ
の
男
性
は
逮
捕
さ
れ
、
処
罰
さ
れ
る
だ
ろ
う
。（
な
ぜ
？
）

問
題
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
に
仮
定
を
付
け
加
え
よ
う
。
も
し
、
何
人
も
人
を
殺
し
て
、

10逮
捕
さ
れ
れ
ば
確
実
に
死
刑
に
な
る
犯
人
を
、
逮
捕
さ
れ
る
ま
え
に
遺
族
が
つ
か
ま
え
て
殺
し
て
し

ま
っ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
、
と
。

当
然
、
そ
の
場
合
も
、
犯
人
を
殺
し
た
遺
族
は
逮
捕
さ
れ
、
処
罰
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

11

な
ぜ
逮
捕
さ
れ
れ
ば
確
実
に
死
刑
に
な
る
人
間
を
遺
族
が
殺
し
た
ら
処
罰
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

12か
。
遺
族
は
国
家
が
す
る
は
ず
だ
っ
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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だ
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
復
讐
と
い
う
名
目
が
あ
る
分
だ
け
、
遺
族
が
犯
人
を
処
刑
し
た
ほ
う
が
道
徳

的
な
正
当
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
定
義
に
お
い
て
、
国
家
は
「
正
当
な
物
理
的
暴
力
行
使
の
独
占
を
（
実
効
的
に
）

13要
求
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
こ
こ
に
あ
る
。

ど
れ
ほ
ど
遺
族
が
犯
人
を
処
刑
す
る
こ
と
に
道
徳
的
な
正
当
性
が
あ
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
国

14家
は
そ
れ
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
国
家
は
、
み
ず
か
ら
だ
け
が
犯
人
を
処
罰
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
「
正
当
な
物
理
的
暴
力
行
使
の
独
占
」
を
、
遺
族
を
取
り
締
ま
る
こ
と
で
「
実
効

的
に
要
求
す
る
」
の
だ
。

犯
人
を
処
罰
す
る
に
は
◆
問
２
「
物
理
的
暴
力
行
使
」
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ
は
死
刑
の
場

ど

の

よ

う

な

こ

と

か

15合
に
だ
け
当
て
は
ま
る
こ
と
で
は
な
い
。
犯
人
を
捕
ま
え
る
と
き
で
す
ら
す
で
に
、
犯
人
を
力
ず
く

で
押
さ
え
る
と
い
う
「
物
理
的
暴
力
行
使
」
が
必
要
だ
。
犯
人
が
逃
げ
よ
う
と
し
た
り
暴
れ
た
り
抵

抗
し
た
り
し
た
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
犯
人
を
留
置
所
や
刑
務
所
に
監
禁
す
る
と
い
う
こ

と
自
体
、
物
理
的
に
閉
じ
込
め
る
と
い
う
意
味
で
、
す
で
に
物
理
的
暴
力
の
行
使
に
な
っ
て
い
る
。

●
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
名
は
知
っ
て
る
よ
ね
。
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本

、
、
、
、

主
義
の
精
神
』
を
書
い
た
、
ド
イ
ツ
の
社
会
学
の
巨
人
。｢

資
本
主
義
」
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た

の
か
、
と
い
う
大
き
な
問
い
に
取
り
組
ん
だ
二
人
の
巨
人
の
ひ
と
り
。
も
う
ひ
と
り
は
、
も
ち
ろ
ん
、

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
。

さ
て
、
◆
問
２
。「
物
理
的
暴
力
行
使
」
の
意
味
の
確
認
。
か
ん
た
ん
に
言
う
な
ら
、「
犯
人
を
力

ず
く
で
と
り
押
さ
え
る
」
こ
と
。
そ
れ
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
が
、
も
う
少
し
詳
し
く
書
け
、
と
い
わ
れ

た
ら
、「
犯
人
を
処
罰
・
処
刑
す
る
」
を
加
え
て
も
い
い
。｢

監
禁
す
る
」
と
か
、
主
語
や
、
形
容
を

加
え
て
も
い
い
。

◆
問
２
（
解
答
例
）
〔
国
家
が
〕〔
警
察
を
使
っ
て
〕〔
法
を
犯
し
た
〕
犯
人
を
力
ず
く
で
と
り
押
さ

え
た
り
、
処
罰
し
た
り
、
処
刑
し
た
り
す
る
こ
と
。

こ
の
点
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
物
理
的
暴
力
」
を
「
物
理
的
強
制
力
」
や
「
物
理
的
実
力
」

16と
言
い
換
え
て
も
ま
っ
た
く
問
題
は
な
い
。
要
は
、「
言
葉
の
暴
力
」
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
「
暴

力
」
で
は
な
く
、
物
理
的
な
力
が
行
使
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
れ
ば
、
ど
の
表
現
で
も
同

じ
で
あ
る
。

そ
う
し
た
「
物
理
的
暴
力
行
使
」
を
国
家
は
み
ず
か
ら
の
統
治
領
域
の
な
か
で
「
独
占
」
し
よ

17う
と
す
る
。
他
の
組
織
や
個
人
は
、
た
と
え
ば
現
行
犯
を
捕
ま
え
た
り
正
当
防
衛
を
し
た
り
な
ど
の

緊
急
的
な
場
合
に
だ
け
、
例
外
的
に
し
か
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
場
合
が
例
外
か
を

認
め
る
の
も
国
家
だ
。
も
し
そ
う
し
た
例
外
の
範
囲
を
超
え
て
物
理
的
暴
力
が
行
使
さ
れ
た
と
判
断

す
れ
ば
、
国
家
は
た
だ
ち
に
そ
れ
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
が
、
国
家
が
「
あ
る
一
定
の
領
域
の
内
部
で
正
当
な
物
理
的
暴
力
行
使
の
独
占
を
（
実
効

18的
に
）
要
求
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。

●
今
度
は
「
独
占
」
の
意
味
の
確
認
。
暴
力
の
行
使
を
、
国
家
以
外
の
組
織
や
個
人
に
は
許
さ
な
い
。

例
外
は
あ
る
が
、
例
外
を
規
定
す
る
の
も
国
家
の
み
。

注
意
点
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
定
義
で
「
正
当
な
物
理
的
暴
力
行
使
の
独
占
」

19と
い
わ
れ
る
と
き
の
、「
正
当
な
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。

●
三
つ
目
は
「
正
当
な
」
の
意
味
。
筆
者
は
、「
正
当
な
／
物
理
的
暴
力
行
使
の
／
独
占
」
と
〈
切
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り
身
〉
に
し
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

政
治
の
領
域
で
「
正
当
性
」
が
問
題
に
な
る
と
き
、
そ
こ
に
は
大
き
く
い
っ
て
二
つ
の
意
味
が

20あ
る
。
一
つ
は
「
道
徳
的
に
正
し
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
【
読
解
問
題
２
】
「
法

的
に
正
し
い
」（
と
は
？
）、
つ
ま
り
「
合
法
的
な
」
と
い
う
意
味
だ
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
定
義
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
の
は
二
つ
め
の
「
法
的
に
正
し
い
」
と
い
う
意
味
の

21ほ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
道
徳
的
に
正
し
い
」
暴
力
を
独
占
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
だ
か

ら
だ
。た

と
え
ば
、
社
会
の
な
か
に
は
警
察
を
嫌
っ
て
い
た
り
憎
ん
で
い
た
り
す
る
人
が
少
な
か
ら
ず

22い
る
よ
う
に
、
国
家
の
行
使
す
る
物
理
的
暴
力
は
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
「
道
徳
的
に
正
し
い
」
と

思
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
戦
争
を
例
に
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
国
家
が
何
ら
か
の

戦
争
を
し
た
と
き
、
す
べ
て
の
国
民
が
そ
れ
を
「
道
徳
的
に
正
し
い
」
と
考
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

あ
る
い
は
先
の
事
例
で
い
う
と
、
遺
族
が
犯
人
を
捕
ま
え
て
処
刑
す
る
こ
と
を
「
道
徳
的
に
正
し
い
」

と
考
え
る
人
も
い
る
よ
う
に
、
国
家
だ
け
が
「
道
徳
的
に
正
し
い
」
暴
力
を
行
使
で
き
る
わ
け
で
も

な
い
。
ど
ん
な
暴
力
行
使
が
「
道
徳
的
に
正
し
い
」
か
と
い
う
判
断
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
。

●
「
道
徳
的
に
正
し
い
」
と
「
法
的
に
正
し
い
」
の
違
い
は
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。｢

独
占
」
が

可
能
に
な
る
た
め
に
は
、｢

す
べ
て
の
人
」
に
と
っ
て
「
正
し
い
」
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
暴
力
行
使
が
「
合
法
か
、
合
法
で
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

23◆
問
３
国
家
が
独
占
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
遺
族
に
よ
る
処
刑
を
「
道
徳
的
に
正

な

ぜ

？

し
い
」
と
多
く
の
人
が
考
え
た
と
し
て
も
、
国
家
は
そ
れ
を
「
違
法
だ
」
と
判
断
し
て
取
り
締
ま
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
社
会
の
大
多
数
の
人
が
何
を
「
道
徳
的
に
正
し
い
」
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
国

24家
が
何
を
「
法
的
に
正
し
い
」
と
判
断
す
る
か
は
影
響
を
受
け
る
。
国
家
は
人
び
と
の
道
徳
意
識
か

ら
離
れ
て
「
法
的
な
正
し
さ
」
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
国
家
が
決
定
で
き
る
の
は
あ
く
ま
で
も
、
「
道
徳
的
な
正
し
さ
」
で
は
な
く
「
法
的

25な
正
し
さ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
理
解
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
暴
力
を
取
り
締
ま
る
こ

と
で
確
立
で
き
る
の
は
「
合
法
か
、
合
法
で
な
い
か
」
と
い
う
区
別
だ
け
で
あ
る
。
暴
力
を
取
り
締

ま
る
こ
と
で
「
法
的
な
正
し
さ
」
を
人
び
と
に
押
し
付
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
内
面
的
な
判
断
で

あ
る
「
道
徳
的
な
正
し
さ
」
を
人
び
と
に
押
し
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

国
家
が
独
占
し
よ
う
と
す
る
の
は
つ
ね
に
「
合
法
的
な
物
理
的
暴
力
行
使
」
で
あ
る
ほ
か
な
い
。

26国
家
は
み
ず
か
ら
だ
け
が
合
法
的
に
暴
力
を
行
使
で
き
る
こ
と
を
、
他
の
組
織
や
個
人
が
勝
手
に
暴

力
を
も
ち
い
た
ら
、
そ
れ
を
「
違
法
な
も
の
」
と
し
て
強
制
的
に
―
―
つ
ま
り
み
ず
か
ら
の
「
合
法

的
な
」
物
理
的
暴
力
行
使
に
よ
っ
て
―
―
取
り
締
ま
る
こ
と
で
、
社
会
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

◆
問
３
。
傍
線
部
を
延
長
し
て
、「
「
合
法
か
、
合
法
で
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
家

が
独
占
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
は
な
ぜ
か
、
と
問
う
。
こ
の
裏
に
は
、「
国
家
は
、
道

徳
的
に
正
し
い
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
内
容
が
張
り
付
い
て
い
る
。
だ

か
ら
、
結
局
、｢

国
家
は
、
合
法
か
ど
う
か
は
独
占
的
に
判
断
で
き
る
が
、
道
徳
的
に
正
し
い
か
ど

う
か
は
独
占
的
に
判
断
で
き
な
い
」
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
い
全
体
に
つ
い
て
答
え
れ
ば
よ
い
こ

と
に
な
る
。
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第 7回「ナショナリズムは悪なのか」萱野稔人

段
落
「
国
家
の
行
使
す
る
物
理
的
暴
力
は
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
「
道
徳
的
に
正
し
い
」
と
思

22
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」、

段
落
「
暴
力
を
取
り
締
ま
る
こ
と
で
「
法
的
な
正
し
さ
」
を
人

25

び
と
に
押
し
付
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
内
面
的
な
判
断
で
あ
る
「
道
徳
的
な
正
し
さ
」
を
人
び
と

に
押
し
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
な
ど
か
ら
、
①
道
徳
は
内
面
的
な
判
断
な
の
で
、
す
べ
て
の
人

に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
②
法
的
な
正
し
さ
は
、
（
国
家
が
行
使
す
る
以
外
の
）
暴
力
を
取

り
締
ま
る
と
い
う
、
目
に
見
え
る
権
力
行
使
に
よ
っ
て
、
何
が
合
法
か
、
す
べ
て
の
人
に
押
し
つ
け

る
（
示
す
）
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
が
取
り
出
せ
る
。

法
は
国
家
が
決
め
た
も
の
だ
か
ら
、
押
し
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
と
は
ち
ょ
っ
と
違

う
。
筆
者
は
そ
う
は
い
っ
て
い
な
い
。
合
法
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
、
国
家
に
よ
る
判
断
は
、
実
際

に
は
、
国
家
が
暴
力
を
使
う
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
お
れ
が
ダ
メ
だ

っ
て
言
っ
た
ら
、
違
法
！

逮
捕
す
る
か
、
起
訴
す
る
か
、
と
い
う
判
断
を
司
法
権
力
が
す
る
で
し

ょ
う
？

合
法
か
ど
う
か
は
自
動
的
に
決
ま
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
権
力
が
発
動
さ
れ
た
瞬
間
に
法
が

あ
ら
わ
に
な
る
。

◆
問
３
（
解
答
例
）
（
道
徳
は
内
面
的
な
判
断
な
の
で
、
す
べ
て
の
人
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
が
、
）
法
的
な
正
し
さ
に
つ
い
て
は
、
国
家
が
自
分
自
身
が
行
使
す
る
以
外
の
暴
力
を
取
り
締

ま
る
（
と
い
う
、
目
に
見
え
る
）
権
力
行
使
に
よ
っ
て
、
何
が
合
法
か
、
す
べ
て
の
人
に
示
す
こ
と

が
で
き
る
か
ら
。

こ
こ
で
一
つ
疑
問
が
わ
い
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
国
家
が
「
合
法
か
、
合
法
で
な

27い
か
」
を
判
断
し
取
り
締
ま
る
の
は
、
な
に
も
暴
力
だ
け
に
か
ぎ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
あ
ら
ゆ

る
行
為
に
つ
い
て
国
家
は
「
合
法
か
、
合
法
で
な
い
か
」
を
決
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

そ
の
通
り
で
あ
る
。

28

国
家
は
暴
力
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
つ
い
て
「
合
法
か
、
そ
う
で
な
い
か
」

29を
決
定
し
、
「
合
法
で
は
な
い
」
と
判
断
し
た
行
為
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
定
め
ら

れ
た
税
を
ち
ゃ
ん
と
納
め
な
い
行
為
を
「
脱
税
」
と
し
て
取
り
締
ま
る
よ
う
に
。

そ
し
て
、
そ
の
取
り
締
ま
り
に
お
い
て
、
も
し
相
手
が
お
と
な
し
く
国
家
の
決
定
に
し
た
が
わ

30な
い
と
き
は
、
暴
力
を
取
り
締
ま
る
場
合
と
同
じ
よ
う
に
最
終
的
に
は
物
理
的
な
強
制
力
が
発
動
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
税
の
徴
収
に
応
じ
な
い
人
間
は
最
終
的
に
逮
捕
さ
れ
、
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
よ
う
に
。

そ
う
し
た
構
造
は
暴
力
の
場
合
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
。

31

つ
ま
り
、
国
家
は
合
法
的
な
暴
力
行
使
を
独
占
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
法
的
な
決

32定
を
独
占
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
的
な
決
定
の
独
占
と
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
合
法

性
の
源
泉
が
国
家
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
国
家
は
法
的
な
決
定
を
独
占
し
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
み
ず
か
ら
の
も
ち
い
る
暴
力
だ
け
は
「
合
法
」
だ
と
決
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

あ
る
。
合
法
的
な
暴
力
の
独
占
は
、
法
的
な
決
定
の
独
占
と
切
り
離
せ
な
い
。

逆
に
い
え
ば
、
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
決
定
と
い
う
の
は
法
的
な
決
定
で
あ
る
。
国
家
が
税
を
ど
れ

33ぐ
ら
い
徴
収
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
し
、
行
政
が
活
動
す
る
の
も
法
の

解
釈
と
運
用
を
つ
う
じ
て
だ
。
国
家
は
、
あ
る
行
為
が
「
合
法
か
、
合
法
で
な
い
か
」
を
判
断
す
る

だ
け
で
な
く
、
み
ず
か
ら
の
決
定
を
法
を
つ
う
じ
て
お
こ
な
う
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
法
的
な
決
定
に
人
び
と
が
し
た
が
う
よ
う
に
す
る
た
め
に
も
ち
い
ら
れ
る
の
が
物
理

34的
暴
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
国
家
権
力
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
原
型
が
こ
こ
に
あ
る
。
国
家
権
力
と
は
、

物
理
的
暴
力
行
使
を
背
景
に
し
て
み
ず
か
ら
の
（
法
的
）
決
定
に
人
び
と
を
し
た
が
わ
せ
る
、
そ
の

力
の
こ
と
で
あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
誰
も
が
お
と
な
し
く
法
的
決
定
に
し
た
が
っ
て
く
れ
る
な
ら
、
国
家
は
物
理
的
暴

35力
を
行
使
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
の
最
終
手
段
と
し
て
、
法
的
決

定
の
背
後
に
は
つ
ね
に
物
理
的
暴
力
が
控
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
【
読
解
問
題
３
】

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
法
的
決
定
の
独
占
」
で
は
な
く
「
正
当
（
合
法
的
）
な
物
理
的
暴
力
行
使
の
独
占
」

と
国
家
を
定
義
し
た
（
な
ぜ
？
）
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
法
的
決
定
が
合
法
的
な
物
理
的
暴
力
行
使
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
同
時
に
、
そ
の

36物
理
的
暴
力
行
使
の
合
法
性
が
法
的
決
定
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
、
と
い
う
循
環
運
動
が
あ
る
。
こ

の
循
環
運
動
こ
そ
、
国
家
と
い
う
も
の
の
存
在
を
な
り
た
た
せ
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

●
国
家
権
力
と
は
、
み
ず
か
ら
の
法
的
決
定
に
人
び
と
を
し
た
が
わ
せ
る
力
。
な
ぜ
、
み
ん
な
従
う

の
？

し
た
が
わ
な
か
っ
た
ら
、
逮
捕
さ
れ
る
か
ら
！

み
ず
か
ら
決
め
た
ル
ー
ル
に
人
び
と
を
し
た
が
わ
せ
よ
う
と
す
る
「
権
力
」
は
、
ほ
か
に
も
い
ろ

い
ろ
あ
る
。
学
校
の
先
生
。
会
社
の
社
長
。
ク
ラ
ブ
の
先
輩
、
保
護
者
（
！
）
…
力
の
及
ぶ
範
囲
内

に
限
れ
ば
、
彼
ら
も
ま
た
、｢

決
定
の
独
占
者
」
と
定
義
可
能
だ
。
し
か
し
、
彼
ら
と
国
家
の
、
決

定
的
な
違
い
は
何
か
？

彼
ら
は
、（
合
法
的
に
は
）
暴
力
を
使
え
な
い
！

国
家
し
か
使
え
な
い｢

暴

力
」
こ
そ
が
国
家
の
本
質
だ
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
定
義
し
た
わ
け
だ
。

と
こ
ろ
で
、
法
的
決
定
の
独
占
と
は
、
そ
こ
に
住
む
す
べ
て
の
人
間
が
し
た
が
う
べ
き
法
的
決

37定
を
唯
一
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
的
決
定
を
独
占
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
最
高
の
意
思
決
定
権
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

れ
が
主
権
と
な
る
。
◆
問
４
主
権
の
成
立
は
合
法
的
な
暴
力
の
独
占
と
切
り
離
せ
な
い
。

な

ぜ

？

世
界
シ
ス
テ
ム
論
を
提
唱
し
た
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
は
、
合
法
的
な
暴
力

38の
独
占
と
主
権
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
日
わ
れ
わ
れ
が
戦
争
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
主
権
と
い
う
概
念
―
―
そ
れ
は
十
六
世
紀
に

な
っ
て
初
め
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
近
代
的
概
念
で
あ
る
―
―
の
関
数
で
あ
る
。
主
権
と
は
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
国
家
が
、
国
家
間
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、
自
ら
主
張
し
、
か
つ
他
国
か
ら
承
認
さ

れ
た
明
確
な
境
界
を
持
ち
、
そ
の
境
界
の
内
部
に
お
い
て
は
、
当
該
国
の
政
府
が
、
合
法
的
な
実
力

の
行
使
権
を
独
占
し
て
い
る
と
い
う
主
張
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
戦
争
と
は
、
二
つ
の
主
権

国
家
間
の
軍
事
的
な
戦
闘
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。（「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
不
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
」
山
下
範
久
訳
）

こ
の
引
用
文
で
重
要
な
点
は
二
つ
あ
る
。

39

一
つ
は
、
主
権
と
い
う
概
念
は
す
ぐ
れ
て
近
代
的
な
概
念
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

40

な
ぜ
そ
れ
が
近
代
的
概
念
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
合
法
的
な
暴
力
の
独
占
そ
の
も
の
が
歴
史
的

41に
は
一
六
世
紀
以
降
に
成
立
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
言
っ
て
い
る
、「
『
国
家
』

の
概
念
が
完
全
な
発
達
を
遂
げ
た
の
は
全
く
近
代
の
こ
と
で
あ
る
」（
『
社
会
学
の
根
本
概
念
』
清
水
幾
太

郎
訳
）
、
と
。
私
た
ち
が
現
在
「
国
家
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
合
法
的
な
暴
力
の
独
占
に
よ
っ
て
な

り
た
っ
て
い
る
以
上
、
国
家
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
近
代
に
完
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
重
要
な
点
は
、
主
権
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
争
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

42の
は
主
権
国
家
だ
け
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
主
権
国
家
体
制
の
も
と
で
は
、
合
法
的
な
暴
力
を
行
使
で

43き
る
の
は
国
家
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
以
外
の
組
織
が
お
こ
な
う
武
力
行
使
は
、

た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
大
掛
か
り
で
組
織
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
違
法
な
「
犯
罪
行
為
」

と
な
る
。
近
代
に
主
権
が
成
立
す
る
以
前
は
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
程
度
の
規
模
以

上
の
集
団
的
武
力
行
使
は
、
そ
れ
が
公
権
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
も
、
す
べ
て
「
戦
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争
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
考
え
ら
れ
て
い
た
。
合
法
的
な
暴
力
の
独
占
を
つ
う
じ
て
主
権
が
成
立

す
る
こ
と
で
、
戦
争
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
ア
ク
タ
ー
も
法
概
念
上
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
と
き
「
内
戦
（civ

il
w
ar

）」
と
い
う
概
念
は
、
◆
問
５
そ
の
主
権
が
崩
壊
し
て
し
ま
う

ど
の

よ
う

な
こ
と

か

ほ
ど
領
域
内
部
の
武
力
対
立
が
激
化
し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
も
ち
い
ら
れ
る
概
念
と
な
る
。

●
◆
問
４
「
主
権
の
成
立
は
合
法
的
な
暴
力
の
独
占
と
切
り
離
せ
な
い
」
の
は
な
ぜ
か
？

な
ん
と
な
く
答
え
に
く
い
問
い
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
「
主
権
と
は
、
当
該
の
国
家
だ
け
が
そ
の
領
域

内
に
合
法
的
な
暴
力
を
行
使
で
き
る
と
い
う
権
利
」
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
主
権
＝
合
法
的
な
暴
力

の
独
占
、
と
い
っ
て
も
い
い
か
ら
だ
。
切
り
離
せ
な
い
の
は
、
そ
う
定
義
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当

然
と
い
う
わ
け
。

た
だ
、｢

成
立
」
と
い
う
語
が
含
ま
れ
て
い
る
点
に
注
意
。
こ
こ
に
は
、｢

過
程
」（
ど
の
よ
う
に
）

が
含
ま
れ
て
い
る
。
以
前
は
な
か
っ
た
主
権
と
い
う
概
念
が
、
あ
る
と
き
成
立
し
た
。
ど
の
よ
う
に
？

そ
う
問
え
ば
、
こ
の
「
な
ぜ
？
」
へ
の
答
え
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
る
。

☆
と
り
あ
え
ず
書
く
、
と
、「
主
権
は
、（
国
家
の
）
合
法
的
な
暴
力
の
独
占
に
よ
っ
て
成
立
し
た

か
ら
。
」。
こ
れ
だ
と
問
い
を
組
み
替
え
た
だ
け
だ
が
、
こ
れ
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、

◆
問
４
（
解
答
例
）
「
近
代
に
な
っ
て
、
国
家
だ
け
が
合
法
的
に
暴
力
を
独
占
で
き
る
と
い
う
考
え

方
が
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
権
と
い
う
概
念
が
成
立
し
た
か
ら
。」

◆
問
５
「
そ
の
主
権
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

「
主
権
＝
当
該
の
国
家
だ
け
が
そ
の
領
域
内
に
合
法
的
な
暴
力
を
行
使
で
き
る
と
い
う
権
利
」
な

の
だ
か
ら
、
そ
の
権
利
が
な
く
な
る
こ
と
を
言
え
ば
い
い
。

◆
問
５
（
解
答
例
）
「
あ
る
領
域
内
で
合
法
的
な
暴
力
を
行
使
で
き
る
権
利
を
、
一
つ
の
権
力
が
独

占
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。」

■
読
解
問
題

１
「
こ
の
男
性
は
逮
捕
さ
れ
、
処
罰
さ
れ
る
だ
ろ
う
。」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。

ど
こ
ま
で
答
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
！

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
答
案
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
設

問
と
し
て
、（
ほ
ん
と
は
）
ま
ず
い
。

「
違
法
だ
か
ら
」。
ま
あ
、
間
違
っ
て
な
い
よ
ね
。
で
も
、
ど
う
し
て
？

「
国
家
だ
け
が
合
法
か
ど
う
か
の
決
定
が
で
き
る
か
ら
。」
う
ん
、
そ
う
だ
。
そ
の
背
景
は
？

「
国
家
だ
け
が
逮
捕
や
刑
罰
な
ど
の
暴
力
を
行
使
で
き
る
か
ら
」。
そ
う
そ
う
。
で
も
、
な
ん
で
？

「
こ
こ
は
、
近
代
国
家
、
法
治
国
家
だ
か
ら
！
」

…
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
？

こ
こ
は
本
文
全
体
を
踏
ま
え
る
問
い
だ
と
考
え
よ
う
。
傍
線
部
前
後
か
ら
考
え
る
と
、「
心
情
的

に
は
わ
か
ら
な
く
も
な
い
が
、
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
う
」
の
は
な
ぜ
？
、
と
い
う
問
題
意
識
が
含
ま
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
、
近
代
以
前
に
は
、
個
人
的
復
讐
が
罪
に
問
わ
れ
な
い
時
代
も
あ
っ
た
江
戸

時
代
の
仇
討
ち
な
ど
が
そ
の
例
だ
。
ま
た
、
乱
世
で
は
、
権
力
の
及
ぶ
範
囲
が
曖
昧
で
、
私
的
制
裁

が
な
ん
と
な
く
容
認
さ
れ
て
い
た
例
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
今
は
許
さ
れ
な
い
の
か
。
後
半
に
出
て
き
た
よ
う
に
、
「
近
代
国
家
」
に
な
っ
た
か

ら
！

近
代
国
家
は
、
暴
力
を
独
占
し
、
法
の
下
の
平
等
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
を
行
使
す
る
。
近
代

国
家
は
、
心
情
と
い
っ
た
あ
い
ま
い
な
も
の
、
権
力
の
及
ぶ
範
囲
の
不
鮮
明
さ
、
を
排
除
す
る
。
国

境
線
を
越
え
れ
ば
、
権
力
は
手
を
伸
ば
さ
な
い
。
他
国
の
主
権
を
侵
す
こ
と
に
な
る
か
ら
。
で
も
、
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領
域
内
の
人
間
に
は
、
同
一
の
原
則
（
法
）
を
適
用
す
る
。
同
一
性
を
保
つ
た
め
に
は
、
権
力
＝
暴

力
を
行
使
す
る
主
体
を
た
だ
一
点
に
集
約
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
こ
の
男
性
」
は
、
む
ろ
ん
、
暴
力

の
行
使
が
可
能
な
主
体
で
は
な
い
。

解
答
は
、
逮
捕
し
な
い
と
ま
ず
い
こ
と
に
な
る
、
「
個
人
に
行
使
を
認
め
た
ら
、
法
の
効
力
が
な

く
な
る
（
原
則
が
こ
わ
れ
る
）」
と
い
う
論
法
で
書
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

【
解
答
例
】
心
情
的
、
道
徳
的
な
基
準
で
個
人
に
暴
力
の
行
使
を
認
め
た
場
合
、
そ
の
可
否
は
ケ
ー

ス
に
よ
っ
て
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
近
代
国
家
は
、
暴
力
の
行
使
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
定
の
原
則
に
基
づ
く
法
を
平
等
に
適
用
し
、
そ
の
効
力
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
他
に
そ
の

行
使
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
。

２
「
法
的
に
正
し
い
。」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

同
じ
よ
う
な
問
い
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
脚
問
の
問
３
と
お
ん
な
じ
だ
よ
ね
。
た

だ
し
今
度
は
、「
ど
の
よ
う
な
こ
と
」
か
。

「
道
徳
」
と
対
比
的
に
書
い
て
あ
る
の
は
、

、

段
落
。

22

23

●
ど
ん
な
暴
力
行
使
が
「
道
徳
的
に
正
し
い
」
か
と
い
う
判
断
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る

●
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
暴
力
行
使
が
「
合
法
か
否
か
」
に
つ
い
て
は
、
国
家
が
独
占
的
に
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
遺
族
に
よ
る
処
刑
を
「
道
徳
的
に
正
し
い
」
と
多
く
の
人
が
考
え
た
と
し
て
も
、

国
家
は
そ
れ
を
「
違
法
だ
」
と
判
断
し
て
取
り
締
ま
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
誰
が
、
誰
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
」
〈
正
し
い
〉
と
判
断
す
る
の
か
、
と
問
い
直
し
て
み
る

と
い
い
。
法
的
に
正
し
い
と
は
「
国
家
が
、
国
民
す
べ
て
に
適
用
で
き
る
原
則
に
基
づ
き
、
（
暴
力

行
使
を
背
景
に
し
て
）
独
占
的
に
合
法
だ
と
判
断
す
る
こ
と
」。

道
徳
的
な
正
し
さ
と
は
違
う
、
と
い
う
こ
と
を
、
対
比
的
に
示
し
て
も
い
い
。

【
解
答
例
】〔
判
断
が
人
に
よ
っ
て
異
な
る
道
徳
的
な
正
し
さ
は
で
は
な
く
、〕
国
民
す
べ
て
に
適
用

で
き
る
原
則
に
基
づ
き
、
国
家
が
独
占
的
に
合
法
だ
と
判
断
す
る
こ
と
。

３
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
法
的
決
定
の
独
占
」
で
は
な
く
「
正
当
（
合
法
的
）
な
物
理
的
暴
力
行
使
の
独

占
」
と
国
家
を
定
義
し
た
」
の
は
な
ぜ
か
。

傍
線
部
の
直
前
に
は
「
国
家
権
力
と
は
、
物
理
的
暴
力
行
使
を
背
景
に
し
て
み
ず
か
ら
の
（
法
的
）

決
定
に
人
び
と
を
し
た
が
わ
せ
る
、
そ
の
力
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
誰
も
が
お
と
な
し
く
法

的
決
定
に
し
た
が
っ
て
く
れ
る
な
ら
、
国
家
は
物
理
的
暴
力
を
行
使
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
の
最
終
手
段
と
し
て
、
法
的
決
定
の
背
後
に
は
つ
ね
に
物
理
的
暴
力
が
控

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
…
」
と
あ
る
。
こ
の
叙
述
を
整
理
し
、
か
み
砕
く
。

【
解
答
例
】
国
家
は
、
法
的
決
定
に
人
々
を
従
わ
せ
る
存
在
で
あ
る
が
、
人
々
が
決
定
に
従
わ
な
い

場
合
が
あ
る
。
人
々
を
従
わ
せ
る
最
終
手
段
が
、
物
理
的
暴
力
の
行
使
で
あ
る
か
ら
。

自
分
自
身
が
正
当
と
位
置
づ
け
た
暴
力
の
行
使
。
こ
れ
が
、
国
家
権
力
の
本
質
、
権
力
の
根
っ
こ

に
あ
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
必
然
的
に
国
家
権
力
は
、
暴
力
の
発
動
が
可
能
で

あ
る
状
態
を
自
ら
に
保
つ
こ
と
を
望
む
。
さ
て
、
こ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ど
う
結
び
つ
く
の
か
、

に
つ
い
て
は
、
出
典
を
読
ん
で
み
よ
う
。


