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一　

は
じ
め
に

　

平
成
一
八
年
三
月
二
九
日
、
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
国
籍
確
認
訴
訟
に
お
い
て
、
国
籍
法
三
条
の
規
定
す
る
国
籍
取
得
の
要
件
が
憲
法
一
四

条
に
違
反
す
る
と
い
う
判
決
を
下
し
た
。
違
憲
判
決
と
い
う
こ
と
で
新
聞
各
紙
は
こ
の
内
容
を
大
き
く
報
道
し
た
。

　

判
決
集
未
登
載
の
判
決
文
を
幸
い
に
し
て
入
手
し
�

は
、
一
読
し
て
そ
の
論
理
の
明
快
さ
に
感
動
を
覚
え
、
こ
の
画
期
的
判
決
を
多
く
の

人
に
紹
介
す
る
義
務
的
衝
動
に
駆
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
本
稿
に
お
い
て
は
、
先
ず
こ
の
判
決
の
内
容
を
紹
介
し
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
本

判
決
の
中
心
的
論
点
で
あ
る
国
籍
法
に
お
け
る
非
嫡
出
子
の
差
別
問
題
に
関
し
て
、
私
な
り
の
一
応
の
整
理
を
し
て
み
た
い
。

　

現
行
国
籍
法
二
条
、
三
条
の
適
用
に
際
し
、
国
籍
取
得
の
段
階
で
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。

　

ま
ず
、
日
本
人
母
と
外
国
人
父
か
ら
生
ま
れ
た
子
は
、
父
母
の
婚
姻
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
つ
ね
に
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
。
す
な
わ

ち
、
母
子
関
係
は
、
原
則
と
し
て
認
知
を
ま
た
ず
、
分
娩
の
事
実
に
よ
り
当
然
に
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本

人
父
と
外
国
人
母
か
ら
生
ま
れ
た
子
の
場
合
、
嫡
出
子
は
当
然
に
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
が
、
非
嫡
出
子
の
場
合
、
原
則
と
し
て
胎
児
認
知
が

な
い
限
り
、
日
本
国
籍
を
取
得
し
な
い
。
こ
こ
に
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
の
間
の
不
平
等
が
あ
る
。
ま
た
、
非
嫡
出
子
の
場
合
で
も
そ
の
後
の
父

母
の
婚
姻
の
有
無
に
よ
り
不
平
等
が
生
じ
る
。
準
正
子
と
非
準
正
子
の
間
の
壁
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
籍
取
得
段
階
に
お
け
る
壁
に
関
し
て

は
、
既
に
多
く
の
学
説
や
判
例
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
判
決
も
正
に
そ
の
よ
う
な
問
題
が
中
心
論
点
に
な
っ
て
お
り
、
差
別
を
生
み
だ
す
国
籍
法
三
条
の
違
憲
性
が
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。

　

こ
れ
ま
で
の
論
争
に
お
い
て
は
、
認
知
の
遡
及
効
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
と
反
対
の
立
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場
に
立
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
差
別
問
題
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
ま
で
論
及
す
る
必
要

が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

二　

平
成
一
八
年
三
月
二
九
日
東
京
地
裁
判
決
の
紹
介

　
　

事
実
の
概
要

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
籍
の
母
と
日
本
国
籍
の
父
と
の
間
に
出
生
し
た
第
一
事
件
か
ら
第
九
事
件
ま
で
の
各
原
告
（
以
下
、
九
名
を
合
わ
せ
て
「
原

告
ら
」
と
い
う
）
が
、
出
生
後
に
父
か
ら
認
知
を
う
け
た
こ
と
を
理
由
に
法
務
大
臣
に
対
し
て
国
籍
取
得
届
を
提
出
し
た
が
、
原
告
ら
が
国
籍

法
三
条
一
項
に
規
定
し
て
い
る
国
籍
取
得
の
要
件
を
備
え
て
い
な
い
と
し
て
、
日
本
国
籍
の
取
得
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
原
告
ら
は

父
母
が
婚
姻
及
び
嫡
出
子
た
る
こ
と
を
国
籍
取
得
の
要
件
と
し
て
い
る
国
籍
法
三
条
一
項
の
規
定
は
法
の
下
の
平
等
を
規
定
し
て
い
る
憲
法
一

四
条
に
違
反
す
る
な
ど
と
主
張
し
て
、
被
告
（
国
）
に
対
し
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
原
告
ら
は
首
都
圏
に
居
住
す
る
六
歳
か
ら
一
二
歳
の
子
供
で
あ
り
、
父
母
は
い
ず
れ
も
婚
姻
し
て
い
な
い
。

　
　

判　

旨

　

国
籍
法
三
条
一
項
制
定
の
理
由

　
「
国
籍
法
三
条
一
項
の
基
本
的
思
想
は
、
国
籍
法
が
拠
っ
て
立
つ
父
母
両
系
血
統
主
義
を
前
提
と
し
て
、
出
生
時
に
日
本
国
民
で
あ
る
父
と

法
律
上
の
親
子
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
同
法
二
条
一
号
に
よ
っ
て
は
日
本
国
籍
を
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
日

本
国
民
の
実
子
に
つ
い
て
も
父
母
両
系
血
統
主
義
を
よ
り
拡
充
徹
底
す
る
た
め
、
届
出
制
に
よ
っ
て
日
本
国
籍
を
認
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
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る
が
、
た
だ
同
じ
日
本
国
民
の
実
子
で
あ
っ
て
も
、
日
本
国
民
で
あ
る
父
親
か
ら
認
知
を
受
け
た
に
す
ぎ
な
い
子
の
場
合
は
、
父
親
と
生
活
の

一
体
化
を
欠
く
こ
と
が
通
常
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
と
の
結
び
付
き
な
い
し
帰
属
関
係
が
強
い
と
は
い
え
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、

国
籍
付
与
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

　

国
籍
法
三
条
一
項
制
定
の
合
理
性

　
「
改
正
前
国
籍
法
は
、
旧
国
籍
法
に
お
け
る
身
分
行
為
に
よ
る
国
籍
取
得
の
制
度
を
廃
止
し
て
い
る
が
、
子
の
出
生
後
の
身
分
行
為
に
よ
っ

て
は
直
接
国
籍
変
動
を
生
じ
な
い
と
し
た
改
正
前
国
籍
法
の
仕
組
み
は
、
絶
対
的
な
法
理
あ
る
い
は
憲
法
上
当
然
必
要
な
取
扱
い
で
あ
る
と
は

解
さ
れ
な
い
か
ら
、
国
籍
法
が
そ
の
仕
組
み
を
一
部
改
め
て
、
子
の
出
生
後
の
身
分
行
為
の
う
ち
一
定
の
行
為
に
限
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直

接
な
い
し
間
接
的
に
国
籍
変
動
を
生
じ
る
旨
定
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
…
…
…
生
後
認
知
の
場
合
も
、
父
母
両
系
血
統
主
義
を
拡
充
す
る
た
め
、
届
出
制
に
よ
る
国
籍
取
得
の
道
を
開
く
こ
と
に
は
高
い

合
理
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
国
籍
法
三
条
一
項
は
、
生
後
認
知
さ
れ
た
子
の
う
ち
、
我
が
国
と
の
結
び
付
き
な
い
し
帰
属
関
係
が
強
い
も
の
に
限
っ
て
、
日
本

国
籍
を
付
与
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
我
が
国
と
の
結
び
付
き
な
い
し
帰
属
関
係
が
強
い
も
の
と
認
め
る
指
標
と
し
て
、
日

本
国
民
で
あ
る
親
と
認
知
を
受
け
た
子
を
含
む
家
族
関
係
な
い
し
生
活
の
一
体
化
が
成
立
し
て
い
る
点
を
と
ら
え
る
こ
と
と
し
、
父
母
が
法
律

上
の
婚
姻
関
係
に
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
家
族
関
係
な
い
し
生
活
の
一
体
化
が
成
立
し
て
い
る
も
の
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
場
合

に
限
っ
て
日
本
国
籍
を
付
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

　
「
今
日
、
国
際
化
が
進
み
、
価
値
観
が
多
様
化
し
て
家
族
の
生
活
の
態
様
も
一
様
で
は
な
く
、
そ
れ
に
応
じ
て
子
供
と
の
関
係
も
様
々
な
変

＜
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容
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
法
律
上
の
婚
姻
と
い
う
外
形
を
採
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
、
父
子
関
係
の

緊
密
さ
や
生
活
の
一
体
化
、
ま
し
て
、
そ
れ
に
よ
る
我
が
国
と
の
結
び
付
き
や
帰
属
関
係
の
強
さ
を
一
律
に
判
断
す
る
こ
と
は
、
現
実
に
符
合

し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

　
「
認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
の
制
度
に
お
い
て
は
、
現
在
で
は
、
我
が
国
と
の
強
い
結
び
付
き
な
い
し
帰
属
関
係
を
要
求
す
る
こ
と
の
合
理
性

は
高
い
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
我
が
国
と
の
強
い
結
び
付
き
な
い
し
帰
属
関
係
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
指
標
と

し
て
は
日
本
国
民
で
あ
る
親
と
の
生
活
の
一
体
化
を
求
め
、
こ
れ
を
父
母
の
法
律
上
の
婚
姻
関
係
が
あ
る
こ
と
を
一
律
に
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
法
定
化
し
こ
れ
を
も
っ
て
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
の
区
別
を
設
け
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
非
嫡
出
子
の
受
け
る
不

利
益
の
深
刻
さ
と
取
扱
い
の
区
別
の
大
き
さ
に
照
ら
す
と
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
ほ
ど
の
合
理
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

　
「
日
本
国
内
に
お
け
る
民
法
上
の
取
扱
い
の
差
異
と
は
異
な
り
、
非
嫡
出
子
が
、
両
親
が
婚
姻
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
日
本
国
籍
を
取
得
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
両
親
が
婚
姻
し
て
い
る
嫡
出
子
に
比
し
て
明
ら
か
に
不
利
益
な
取
扱
い
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
的
人
権

の
保
障
を
受
け
る
上
で
も
、
ま
た
、
日
本
国
内
に
お
い
て
現
実
に
生
活
を
送
る
上
で
も
、
重
大
な
障
害
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
日
本

国
籍
を
認
め
ら
れ
た
上
で
、
民
法
上
の
取
扱
い
の
差
異
が
生
じ
る
こ
と
と
、
そ
も
そ
も
日
本
国
籍
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
全
く
問
題
を
異

に
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
に
お
い
て
法
律
婚
の
尊
重
の
観
点
か
ら
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
後
者
に
お
い
て
は
優
れ
て
子
供

自
身
の
問
題
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
両
親
に
つ
い
て
の
法
律
婚
の
尊
重
と
い
う
観
点
か
ら
合
理
的
説
明
を
行
い
得
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」
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「
国
籍
の
取
得
は
、
基
本
的
人
権
の
保
障
を
受
け
る
上
で
重
大
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
子
に
と
っ
て
出
生
の
時
に
、
父

母
が
婚
姻
し
て
い
る
か
否
か
は
、
全
く
偶
然
の
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
個
人
の
意
思
や
努
力
に
よ
っ
て
い
か
ん
と
も
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

認
知
に
つ
い
て
は
、
非
嫡
出
子
の
側
か
ら
強
制
的
に
認
知
の
訴
え
（
民
七
八
七
条
）
に
よ
っ
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
父
母
の
婚

姻
を
非
嫡
出
子
の
側
か
ら
求
め
る
手
段
は
現
行
法
上
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
両
親
が
そ
の
後
婚
姻
し
た
か
ど
う
か
と
い
っ
て
、

非
嫡
出
子
が
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
決
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
国
民
と
の
法
律
上
の
親
子
関
係
の
認
め
ら
れ
る
子
供
の
国

籍
取
得
の
有
無
と
い
う
重
大
な
事
項
に
つ
い
て
、
大
き
な
区
別
を
設
け
る
こ
と
に
は
、
極
め
て
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。」

　

そ
し
て
、「
国
籍
法
三
条
一
項
の
規
定
は
、
準
正
要
件
を
定
め
る
部
分
、
す
な
わ
ち
条
文
の
文
言
で
い
え
ば
、『
婚
姻
及
び
そ
の
』
並
び
に

『
嫡
出
』
の
部
分
に
限
っ
て
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
し
、
違
憲
無
効
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

三　

若
干
の
考
察

　

法
律
上
の
婚
姻
か
ら
生
ま
れ
た
子
に
対
し
て
、
法
律
上
の
婚
姻
に
よ
ら
ず
し
て
生
ま
れ
た
非
嫡
出
子
は
、
い
ろ
い
ろ
の
法
分
野
に
お
い
て
差

別
的
取
扱
い
を
う
け
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
特
に
民
法
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
憲
法
一
四
条
の
問
題
に
な
る
訴
訟
も
多
く
み
ら
れ
る
。

　

国
籍
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
こ
の
両
者
の
差
は
大
き
な
問
題
を
供
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
子
が
日
本
人
父
と
外
国
人
母
と
の
間
で
生
ま

れ
た
場
合
、
嫡
出
子
は
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
の
に
、
非
嫡
出
子
は
原
則
と
し
て
日
本
国
籍
を
取
得
で
き
な
い
と
い
う
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ

る
。

　

国
籍
法
二
条
一
号
は
、「
出
生
の
時
に
父
又
は
母
が
日
本
国
民
で
あ
る
と
き
」
子
は
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
い
う
「
父
又
は
母
」
と
は
法
律
上
の
父
母
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
籍
法
に
お
け
る
親
子
関
係
は
、
原
則
と
し
て
民
法
に
よ
っ

＜
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て
き
め
ら
れ
る
。

　

先
ず
父
母
が
婚
姻
を
し
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
嫡
出
子
の
場
合
、
妻
か
ら
生
ま
れ
た
子
は
夫
の
子
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
日
本
人
父
と
外

国
人
母
か
ら
生
ま
れ
た
子
は
当
然
に
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
。
と
こ
ろ
が
婚
姻
し
て
い
な
い
日
本
人
父
と
外
国
人
の
母
か
ら
生
ま
れ
た
非
嫡
出

子
の
場
合
、
日
本
人
父
は
認
知
を
す
る
ま
で
法
律
上
は
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
ま
た
た
と
え
日
本
人
父
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
て

も
、
国
籍
法
二
条
一
号
は
「
出
生
の
時
」
を
基
準
と
し
て
い
る
か
ら
、
子
が
生
ま
れ
る
前
の
認
知
、
す
な
わ
ち
胎
児
認
知
で
あ
れ
ば
日
本
国
籍

を
取
得
す
る
が
、
生
後
認
知
で
は
国
籍
を
取
得
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
国
籍
法
二
条
に
お
け
る
差
別
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
認
知
以
外
に
父
母
が
婚
姻
す
れ
ば
子
が
嫡
出
子
と
な
る
準
正
に
つ
い
て
も
別
の
差
別
が
生
じ
る
。

　

昭
和
五
九
年
の
国
籍
法
改
正
に
よ
り
準
正
が
成
立
し
た
子
が
ま
だ
未
成
年
で
あ
る
場
合
に
は
「
届
出
に
よ
る
国
籍
取
得
」
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

国
籍
法
三
条
は
準
正
子
と
非
準
正
子
の
間
に
新
た
な
る
差
別
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
な
っ
�

盧　

関
連
裁
判
例

　
　

Ａ　

国
籍
法
三
条
に
関
す
る
も
の

　

今
回
の
東
京
地
裁
の
判
決
は
、
国
籍
法
三
条
に
規
定
し
て
い
る
国
籍
取
得
の
要
件
が
憲
法
違
反
で
あ
る
と
判
断
し
た
画
期
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
同
じ
東
京
地
裁
に
お
い
て
約
一
年
前
に
同
様
な
事
例
に
対
し
て
憲
法
違
反
の
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
国
籍
法
三
条
に
関
す
る
は

じ
め
て
の
違
憲
判
決
で
あ
る
の
で
、
何
よ
り
も
先
ず
こ
の
判
決
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
た
。

国
籍
法
に
お
け
る
非
嫡
出
子
差
別
（
山
本
） 
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東
京
地
裁
平
成
一
七
年
四
月
一
三
日
�

　
　

事
実
の
概
要

　

原
告
は
、
日
本
人
男
性
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
女
性
と
の
間
で
平
成
九
年
に
生
ま
れ
た
未
成
年
の
男
児
で
あ
る
。
母
親
は
在
留
期
間
を
超
え
て
日
本

に
在
留
し
て
い
る
。

　

原
告
は
、
出
生
後
に
、
こ
の
日
本
人
男
性
か
ら
認
知
を
受
け
、
同
人
の
非
嫡
出
子
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
原
告
の
法
定
代
理
人
（
親
権
者
で

あ
る
母
親
）
が
、
原
告
が
父
親
か
ら
認
知
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
に
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
と
し
て
法
務
大
臣
に
対
し
て
国
籍
取
得
届
を
提
出

し
た
と
こ
ろ
、
国
籍
取
得
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
の
通
知
を
受
け
た
。
そ
こ
で
原
告
が
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
求
め

た
の
が
本
件
訴
訟
で
あ
る
。

　
　

判　

旨

　

裁
判
所
は
、
準
正
子
と
準
正
子
で
な
い
非
嫡
出
子
を
区
別
す
る
合
理
性
に
つ
い
て
、
先
ず
、
仮
装
認
知
の
お
そ
れ
は
、
法
律
上
の
親
子
関
係

だ
け
で
国
籍
付
与
を
認
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
我
が
国
と
の
一
定
の
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
場
合
に
は
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
、

ま
た
我
が
国
の
民
法
上
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
と
で
異
な
る
取
扱
い
を
し
た
規
定
は
あ
る
が
、
子
の
扶
養
義
務
な
ど
両
者
を
区
別
し
な
い
規
定
も

あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
お
い
て
両
者
を
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に
お
い
て
区
別
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
あ

る
か
否
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
国
籍
法
三
条
一
項
に
よ
る
国
籍
取
得
の
要
件
と
非
嫡
出
子
の
帰
化
要
件
は
異
な
る
上
に
、
国

籍
法
三
条
一
項
の
場
合
は
要
件
を
満
た
せ
ば
当
然
に
国
籍
取
得
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
帰
化
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
要
件
が
満
た

　
（
３
）

判
決

＜

研
究
ノ
ー
ト＞

修
道
法
学　

二
九
巻　

一
号 

八
六
（　
　
　

）

八
六



さ
れ
た
と
し
て
も
法
務
大
臣
の
裁
量
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
点
に
お
い
て
決
定
的
な
違
い
が
あ
り
、
国
籍
法
三
条
一
項
の
代
替
手
段
と
し
て
位
置

づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
ぞ
れ
区
別
の
合
理
性
を
基
礎
づ
け
る
理
由
に
な
り
得
な
い
と
し
て
排
斥
し
て
い
る
。

　

ま
た
本
判
決
で
は
、
国
籍
法
二
条
一
号
は
、
出
生
時
に
日
本
国
民
と
の
間
に
法
律
上
の
親
子
関
係
が
生
じ
て
い
る
子
に
つ
い
て
は
、
そ
の
身

分
関
係
自
体
に
よ
っ
て
我
が
国
と
の
間
に
日
本
国
民
と
し
て
の
資
格
を
与
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
結
び
つ
き
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て
国
籍
取

得
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
国
籍
法
三
条
に
よ
る
国
籍
の
伝
来
的
取
得
の
対
象
と
な
る
子
は
、
出
生
時
に
は
日
本
国
籍
が
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
者
が
外
国
籍
を
取
得
し
、
外
国
と
の
間
に
一
定
の
結
び
つ
き
を
生
じ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
出
生
時
に
日
本
国
民
の
子
で
あ
っ
た
者
と
は
事
情
を
異
に
し
、
出
生
後
に
日
本
国
民
と
法
律
上
の
親
子
関
係
を
生
じ
た
だ
け
で
当

然
に
日
本
国
籍
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
生
後
認
知
の
み
で
国
籍
取
得
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
原

告
の
主
張
を
排
斥
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
日
本
国
民
と
の
間
に
法
律
上
の
親
子
関
係
が
生
じ
た
こ
と
に
加
え
、
我
が
国
と
の
間
に
一
定
の
結
び
つ
き
が
存
す
る
こ
と
を
要
求

し
た
の
が
国
籍
法
三
条
一
項
の
趣
旨
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
に
は
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
我
が
国
と
の
結
び
つ
き
を
認
め
る

指
標
と
し
て
、
日
本
国
民
で
あ
る
親
と
認
知
を
受
け
た
子
を
含
む
家
族
関
係
が
成
立
し
、
共
同
生
活
が
成
立
し
て
い
る
点
を
と
ら
え
る
こ
と
自

体
に
も
一
応
の
合
理
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
本
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
家
族
関
係
及
び
共
同
生
活
の
成
立
は
、
父
母
が
法
律
上
の
婚
姻
関
係
に
あ
る
場
合
の
み
な

ら
ず
、
父
母
の
間
に
い
わ
ゆ
る
内
縁
と
し
て
の
事
実
上
の
婚
姻
関
係
が
成
立
し
て
い
る
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
と
こ
ろ
、
認
知
を
受
け
た
非
嫡

出
子
が
我
が
国
と
の
間
で
国
籍
取
得
を
認
め
る
に
足
り
る
結
び
つ
き
を
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
た
場
合
に
、
そ
の
父
母
が
法

律
上
の
婚
姻
関
係
を
成
立
さ
せ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
そ
の
取
扱
い
を
異
に
す
る
だ
け
の
合
理
的
な
理
由
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
日
本

国
籍
法
に
お
け
る
非
嫡
出
子
差
別
（
山
本
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国
民
を
親
と
す
る
家
族
の
一
員
と
な
っ
て
い
る
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
、
父
母
の
間
に
法
律
上
の
婚
姻
関
係
が
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に

国
籍
取
得
を
否
定
す
る
こ
と
は
国
籍
法
三
条
一
項
本
来
の
趣
旨
か
ら
逸
脱
し
、
準
正
子
と
非
嫡
出
子
と
の
間
の
合
理
的
な
理
由
の
な
い
区
別
を

も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
国
籍
法
三
条
一
項
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
す
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

こ
の
東
京
地
裁
の
判
決
は
、
相
当
な
根
拠
に
も
と
づ
く
違
憲
判
決
で
、
若
干
の
問
題
は
残
す
も
の
の
高
く
評
価
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
控
訴
さ
れ
、
そ
の
控
訴
審
に
お
い
て
控
訴
棄
却
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
次
に
そ
の
控
訴
審
判
決
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

東
京
高
裁
平
成
一
八
年
二
月
二
八
日
�

　
　

判　

旨

　
「
現
行
の
法
は
、
…
…
…
日
本
国
籍
取
得
の
要
件
と
し
て
、
出
生
時
に
父
又
は
母
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
か
つ
、
法
第
二
条

第
一
号
は
、
単
な
る
人
間
の
生
物
学
的
出
自
を
示
す
血
統
が
証
明
さ
れ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
こ
と
な
く
、
子
の
出
生
時
に
日
本
人
の
父
又
は
母

と
法
律
上
の
親
子
関
係
が
あ
る
こ
と
を
要
す
る
旨
を
規
定
す
る
も
の
と
解
さ
れ
、
同
号
の
適
用
上
、
認
知
の
遡
及
効
が
否
定
さ
れ
る
結
果
、
父

が
日
本
人
で
あ
る
子
で
あ
っ
て
も
、
出
生
時
に
お
い
て
父
と
子
と
の
間
に
法
律
上
の
親
子
関
係
が
な
い
場
合
は
、
た
と
え
、
生
後
認
知
を
受
け

た
者
で
あ
っ
て
も
、
同
号
に
よ
る
日
本
国
籍
取
得
が
認
め
ら
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
者
が
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
に
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
帰
化

の
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
特
に
、
法
第
三
条
第
一
項
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
生
時
に
日
本
人
で
あ
る
父
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４
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と
の
法
律
上
の
親
子
関
係
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
嫡
出
で
な
い
子
に
お
い
て
も
、
父
母
の
婚
姻
と
父
に
よ
る
認
知
と
い
う
要
件
を
満
た
せ
ば
、

届
出
に
よ
る
日
本
国
籍
取
得
の
途
を
開
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
項
は
、
血
統
主
義
を
採
用
し
た
法
に
お
い
て
、
出
生
時
に
日
本
人
で
あ
る
父

と
の
法
律
上
の
親
子
関
係
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
嫡
出
で
な
い
子
に
つ
き
、
準
正
を
理
由
と
す
る
日
本
国
籍
の
取
得
を
認
め
る
補
完
的
手
段
で

あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。」

　

被
控
訴
人
（
原
告
）
に
つ
い
て
は
民
法
第
七
八
三
条
所
定
の
胎
児
認
知
が
さ
れ
た
事
実
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
被
控
訴
人
と
そ
の
父
と
の

間
に
は
、
被
控
訴
人
の
出
生
時
に
お
い
て
、
法
律
上
の
親
子
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
被
控
訴
人
が
法
第
二
条
第
一
号
に

基
づ
い
て
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

　
「
被
控
訴
人
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
真
意
を
斟
酌
す
れ
ば
、
法
第
三
条
第
一
項
が
、
日
本
人
で
あ
る
父
の
生
後
認
知
を
受
け
た
子
に
お
い
て
、

父
母
の
婚
姻
に
よ
っ
て
準
正
が
成
立
し
た
場
合
に
、
日
本
国
籍
の
取
得
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
つ
、
被
控
訴
人
の
父
母
は
婚
姻
関
係
は

な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
と
同
視
し
得
る
内
縁
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
人
で
あ
る
生
後
認
知
を
受
け
た
被
控
訴
人
に
つ
い
て
も
、
同

項
を
類
推
適
用
し
、
あ
る
い
は
、
同
項
の
拡
張
解
釈
に
よ
っ
て
、
被
控
訴
人
に
も
日
本
国
籍
の
取
得
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
と
み
る

余
地
も
な
い
で
は
な
い
。」

　

し
か
し
、「
国
籍
法
に
つ
い
て
は
、
規
定
す
る
内
容
の
性
質
上
、
も
と
も
と
、
法
律
上
の
文
言
を
厳
密
に
解
釈
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
立
法
者
の
意
思
に
反
す
る
よ
う
な
拡
張
な
い
し
類
推
解
釈
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

　

一
見
し
て
こ
の
判
決
は
一
般
理
論
の
み
に
か
た
む
き
、
説
明
不
足
の
感
を
免
か
れ
な
い
。「
法
律
上
の
文
言
を
厳
密
に
解
釈
す
る
こ
と
が
要

請
さ
れ
る
」
の
は
、
国
籍
法
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

国
籍
法
に
お
け
る
非
嫡
出
子
差
別
（
山
本
） 

八
九
（　
　
　

）

八
九



　
　

Ｂ　

国
籍
法
二
条
に
関
す
る
も
の

　

父
か
ら
生
後
認
知
さ
れ
た
子
の
国
籍
取
得
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
国
籍
法
三
条
で
は
な
く
、
国
籍
法
二
条
一
号
の
合
憲
性
の
問
題
と
し
て
扱

わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
典
型
的
な
裁
判
と
考
え
ら
れ
る
の
が
最
近
の
大
阪
地
裁
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
は
地
裁
か
ら
高
裁
そ
し

て
最
高
裁
ま
で
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
東
京
地
裁
判
決
を
検
討
す
る
上
で
き
わ
め
て
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
関
連
判
決
と
し

て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。

　
　

大
阪
地
裁
平
成
八
年
六
月
二
八
日
�

　
　

事
実
の
概
要

　

法
律
上
の
婚
姻
関
係
の
な
い
日
本
人
男
性
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
と
の
間
に
生
ま
れ
た
原
告
が
、
出
生
後
に
父
か
ら
認
知
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
出
生
の
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
と
主
張
し
て
、
被
告
（
国
）
に
対
し
て
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
、
及
び

日
本
国
籍
を
有
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
慰
謝
料
の
支
払
を
求
め
た
。

　

原
告
は
、
次
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
法
例
一
八
条
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
民
法
七
八
四
条
に
よ
れ
ば
、
認
知
の
効
力
は
出
生
時
に
遡
及
す
る
の
で
、
出
生
時
に
父
が
日
本
国

民
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
国
籍
法
二
条
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
、
又
、
国
籍
法
上
、
認
知
の
遡
及
効
を
認
め
な
い
と
い
う
解
釈
は
、
嫡
出
子

と
非
嫡
出
子
、
生
後
認
知
と
胎
児
認
知
の
間
に
不
合
理
な
差
別
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
憲
法
一
四
条
に
違
反
す
る
。

　
（
５
）

判
決

＜

研
究
ノ
ー
ト＞

修
道
法
学　

二
九
巻　

一
号 

九
○
（　
　
　

）

九
○



　
　

判　

旨

　
「
旧
法
に
は
、
認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
右
規
定
は
昭
和
二
五
年
の
新
法
制
定
に
よ
り
全
面
的
に
削
除
さ
れ
た

う
え
、
昭
和
五
九
年
改
正
に
よ
る
現
行
法
で
は
、
準
正
に
よ
る
国
籍
の
取
得
に
つ
い
て
の
規
定
（
三
条
）
が
新
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
右
の
準

正
は
、
父
母
の
婚
姻
と
父
に
よ
る
認
知
と
を
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
の
主
張
す
る
よ
う
な
解
釈
論
を
採
る
と
、
右
の
三
条
の
規

定
は
無
意
味
な
規
定
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
う
な
国
籍
法
改
正
の
経
緯
及
び
現
行
法
三
条
の
趣
旨
か
ら

す
る
と
、
現
行
法
は
、
認
知
そ
の
も
の
を
日
本
国
籍
取
得
事
由
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
国
籍
法
上
は
、
認
知
の
効
果
を
遡
及
さ

せ
な
い
と
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。」

　
「
現
行
法
は
、
血
統
と
い
う
単
な
る
自
然
的
・
生
理
的
要
素
を
絶
対
視
す
る
こ
と
な
く
、
親
子
関
係
を
通
じ
て
我
が
国
と
の
密
接
な
社
会
的

結
合
が
生
ず
る
場
合
に
国
籍
を
付
与
す
る
と
の
基
本
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
嫡
出
子
に
つ
い
て
は
、

父
又
は
母
の
い
ず
れ
が
日
本
人
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
親
子
の
実
質
的
結
合
関
係
が
生
ず
る
か
ら
、
日
本
国
籍
を
付
与
す
る
に
つ
い
て
問
題
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
は
、
親
子
の
実
質
的
結
合
関
係
は
一
律
で
は
な
く
、
民
法
上
非
嫡
出
子
は
、
母
の
氏
を
称
し

（
民
法
七
九
〇
条
二
項
）、
母
の
親
権
に
服
す
る
（
民
法
八
一
九
条
四
項
）
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
父
子
関
係
は
、

母
子
関
係
に
比
較
し
て
実
質
的
な
結
合
関
係
が
希
薄
で
あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
現
行
法
は
、
右
の
親
子
関
係
の
差
異
に
着
目
し
、
親
子
関
係

が
希
薄
な
場
合
の
国
籍
取
得
に
つ
い
て
、
段
階
的
に
一
定
の
制
約
を
設
け
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

　

そ
し
て
、
憲
法
一
四
条
と
の
関
連
に
お
い
て
、
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
右
の
現
行
法
の
基
本
的
立
場
は
、
現
今
の
国
籍
立
法
政
策
上
合
理
性
を
欠
く
も
の
と
は
い
え
ず
、
こ
の
こ
と
に
準
正
に
よ
る
国
籍
取
得
や

簡
易
帰
化
等
の
補
完
的
な
制
度
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
も
合
わ
せ
考
察
す
る
と
、
現
行
法
が
、
一
部
の
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
原
告
が
指
摘
す
る

国
籍
法
に
お
け
る
非
嫡
出
子
差
別
（
山
本
） 
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よ
う
な
取
扱
い
の
区
別
を
も
う
け
た
こ
と
に
は
、
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
立
法
府
に
与
え
ら
れ
た
合
理
的
な
裁

量
判
断
の
限
界
を
超
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
区
別
は
、
憲
法
一
四
条
の
平
等
原
則
に
照
ら
し
て
不
合
理
な

差
別
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」

　

こ
の
よ
う
に
し
て
原
告
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
た
の
で
、
原
告
は
大
阪
高
裁
に
控
訴
し
た
。

　

控
訴
理
由
は
、
第
一
審
へ
の
請
求
理
由
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
控
訴
審
に
お
い
て
も
、
控
訴
人
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
�

（
大
阪
高
裁
平
成
一
〇
年
九
月
二
五
日
判
決
の
判
旨
は
、
第
一
審
判
旨
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
、
割
愛
す
る
。）

　

そ
し
て
、
訴
訟
は
、
最
高
裁
で
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　

最
高
裁
平
成
一
四
年
一
一
月
二
二
日
第
二
小
法
定
�

　
　

上
告
理
由

　

原
判
決
で
、
国
籍
法
二
条
一
号
の
適
用
に
お
い
て
認
知
の
遡
及
効
を
否
定
し
た
の
は
、
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
と
の
間
で
、
ま
た
、
胎
児
認
知

さ
れ
た
非
嫡
出
子
と
出
生
後
に
認
知
さ
れ
た
非
嫡
出
子
と
の
間
で
、
日
本
国
籍
の
取
扱
に
つ
い
て
不
当
な
差
別
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
一

四
条
に
違
反
す
る
。

　

最
高
裁
は
し
か
し
原
告
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

　

判
旨
は
大
体
に
お
い
て
、
第
一
審
判
決
、
控
訴
審
判
決
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
結
論
の
部
分
の
み
を
引
用
す
る
に
と
ど
め

（
６
）
た
。

　
（
７
）

判
決

＜
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る
。

　
「（
国
籍
）
法
二
条
一
号
は
、
日
本
国
籍
の
生
来
的
な
取
得
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
父
母
両
系
血
統
主
義
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
単
な
る

人
間
の
生
物
学
的
出
自
を
示
す
血
統
を
絶
対
視
す
る
も
の
で
は
な
く
、
子
の
出
生
時
に
日
本
人
の
父
又
は
母
と
法
律
上
の
親
子
関
係
が
あ
る
こ

と
を
も
っ
て
我
が
国
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
し
て
国
籍
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
来
的
な
国
籍
の
取
得
は
で
き
る

限
り
子
の
出
生
時
に
確
定
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
こ
ろ
、
出
生
後
に
認
知
さ
れ
る
か
否
か
は
出
生
の
時
点
で
は
未
確
定
で
あ
る

か
ら
、
法
二
条
一
号
が
、
子
が
日
本
人
の
父
か
ら
出
生
後
に
認
知
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
出
生
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
法
律
上
の
父
子
関
係
が
存
在

す
る
も
の
と
は
認
め
ず
、
出
生
後
の
認
知
だ
け
で
は
日
本
国
籍
の
生
来
的
な
取
得
を
認
め
な
い
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
合
理
的
根
拠
が

あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
国
籍
法
二
条
一
号
は
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

こ
の
判
決
の
結
論
は
裁
判
官
全
員
一
致
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
三
人
の
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
あ
る

こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
亀
山
継
夫
裁
判
官
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
私
は
、
法
二
条
一
号
が
日
本
人
の
父
か
ら
胎
児
認
知
さ
れ
た
非
嫡
出
子
に
国
籍
の
生
来
的
取
得
を
認
め
て
い
る
こ
と
と
の
対
比
に
お
い
て
、

法
三
条
が
認
知
に
加
え
て
『
父
母
の
婚
姻
』
を
国
籍
の
伝
来
的
取
得
の
要
件
と
し
た
こ
と
の
合
理
性
に
は
疑
問
を
も
っ
て
お
り
」
と
述
べ
る
。

　

次
い
で
、
梶
谷
玄
裁
判
官
と
滝
井
繁
男
裁
判
官
も
く
わ
し
く
意
見
を
述
べ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
「
国
籍
は
国
家
の
構
成
員
の
資
格
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
国
籍
を
取
得
さ
せ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
要
件
を
定
め
る
こ
と
は
国
家
の
固

有
の
権
限
に
属
し
、
立
法
の
広
い
裁
量
が
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
て
も
、
法
三
条
が
準
正
を
非
嫡
出
子
の
国
籍
取
得
の
要
件
と
し
た
部
分
は
、
日

国
籍
法
に
お
け
る
非
嫡
出
子
差
別
（
山
本
） 
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本
人
を
父
と
す
る
非
嫡
出
子
に
限
っ
て
、
そ
の
両
親
が
出
生
後
婚
姻
を
し
な
い
限
り
、
帰
化
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
非
嫡
出
子
の
一
部
に
対
す
る
差
別
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
差
別
は
そ
の
立
法
目
的
に
照
ら
し
、
十

分
な
合
理
性
を
持
つ
も
の
と
い
う
の
は
困
難
で
あ
り
、
憲
法
一
四
条
一
項
に
反
す
る
疑
い
が
極
め
て
濃
い
と
考
え
る
。」

　

裁
判
官
五
人
の
内
の
三
人
が
こ
の
よ
う
な
補
足
意
見
を
出
す
こ
と
は
異
例
な
こ
と
で
あ
り
、
又
、
そ
の
内
容
は
明
快
で
あ
り
き
わ
め
て
重
い

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
梶
谷
・
滝
井
補
足
意
見
に
つ
い
て
、
国
友
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
こ
の
梶
谷
・
滝
井
補
足
意
見
は
ま
た
、
法
改
正
を
立
法
府
に
勧
告
す
る
勧
告
意
見
た
る
実
質
を
も
つ
も
の
と
受
け
取
れ
る
。
早
急
な
法
改

正
が
望
ま
れ
�

盪　

今
回
の
判
決
の
意
義

　

今
回
の
判
決
の
内
容
を
検
討
す
る
場
合
、
前
出
関
連
判
決
例
と
し
て
挙
げ
た
昨
年
の
東
京
地
裁
違
憲
判
決
が
き
わ
め
て
参
考
に
な
る
。

　

そ
こ
で
は
被
告
（
国
）
側
は
、
合
理
的
根
拠
と
し
て
、
準
正
子
と
非
嫡
出
子
と
の
間
で
は
生
活
実
態
が
異
り
、
準
正
子
の
方
が
わ
が
国
と
の

結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
判
決
は
、
日
本
国
民
と
の
共
同
生
活
は
、
法
律
上
の
婚
姻
関
係
が
成
立
し
た
場
合
に
限
ら
ず
、
内
縁
関
係
の
場
合
に
も
認
め
ら
れ

る
と
し
、
国
籍
法
三
条
が
日
本
国
籍
の
取
得
を
父
母
が
法
律
上
の
婚
姻
関
係
が
成
立
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
い
る
こ
と
は
合
理
的
な
区
別
の

根
拠
と
な
り
え
な
い
と
し
憲
法
違
反
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
判
決
の
立
場
は
、
子
と
日
本
人
親
と
の
実
質
的
な
共
同
生
活
を
通
じ
て
の
わ
が
国
と
の
結
び
つ
き
を
国
籍
取
得
の
判
断
基
準
と

（
８
）
る
。」

＜
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す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
的
見
解
が
み
ら
れ
る
。

　

佐
野
教
授
は
、
本
判
決
を
評
釈
す
る
に
当
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
個
人
の
基
本
的
な
身
分
関
係
の
基
礎
で
あ
る
国
籍
取
得
の
可
否
に
つ
い
て
、
わ
が
国
と
の
結
び
付
き
を
個
別
具
体
的
に
要
求
す
る
こ
と
は
、

国
籍
取
得
の
手
続
を
か
え
っ
て
複
雑
に
し
、
簡
易
な
国
籍
取
得
の
制
度
と
し
て
導
入
さ
れ
た
『
届
出
に
よ
る
国
籍
取
得
』
と
い
う
制
度
の
趣
旨

に
合
致
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
�

　

近
藤
教
授
の
次
の
よ
う
な
指
摘
も
同
様
な
意
味
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
本
件
判
決
は
、
国
籍
法
の
立
法
事
実
を
調
べ
、
認
知
し
た
者
と
そ
の
子
と
の
『
生
活
の
一
体
化
』
の
有
無
が
、
国
籍
取
得
の
可
否
の
ポ
イ

ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
導
き
な
が
ら
、『
家
族
と
し
て
の
共
同
生
活
の
成
立
』
と
い
う
不
文
の
国
籍
取
得
要
件
を
指
摘
す
る
。
た
し
か
に
、
本
件

で
は
父
が
扶
養
し
て
お
り
、
週
末
に
母
と
Ｘ
の
家
に
泊
ま
る
な
ど
家
族
と
し
て
の
交
流
を
密
に
し
、
幼
稚
園
の
行
事
に
参
加
す
る
な
ど
父
親
と

し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
認
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
家
族
と
し
て
の
共
同
生
活
の
成
立
を
認
定
す
る
行
政
実
務
の
基
準
づ
く
り
は

容
易
で
は
な
�

　

こ
の
よ
う
に
、
昨
年
の
東
京
地
裁
判
決
で
は
、
子
が
日
本
人
父
と
共
同
生
活
し
て
い
る
と
い
う
実
態
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
実
態

が
あ
る
の
に
婚
姻
関
係
が
な
い
と
し
て
国
籍
取
得
を
認
め
な
い
の
は
差
別
で
あ
り
憲
法
違
反
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
に
大
き
な
特
長
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
比
べ
て
今
回
の
判
決
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
は
、
家
族
が
一
体
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
は
全
く
関
係
な
く
、
国
籍
法
三
条
の
規
定
自
体
が
不
合
理
で
あ
る
と
し
て
違
憲
に

し
た
も
の
で
あ
り
、
昨
年
の
判
決
よ
り
更
に
一
歩
踏
み
こ
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
９
）
る
。」

（　

）
１０い
。」
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こ
れ
は
い
み
じ
く
も
佐
野
教
授
の
前
判
決
で
の
評
釈
に
お
い
て
、
遠
慮
勝
ち
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
次
の
よ
う
な
示
唆
と
一
致
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
出
生
後
の
認
知
さ
れ
た
非
嫡
出
子
の
み
が
そ
の
血
統
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
国
籍
を
取
得
で
き
な
い
と
い
う
結
果
の
重
大
さ
を
考
え
る
と
、

本
判
決
の
よ
う
に
国
籍
法
三
条
一
項
の
『
非
嫡
出
子
』
の
要
件
を
無
効
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
竿
頭
一
歩
進
め
て
、『
父
母
の

婚
姻
』
の
要
件
を
要
求
し
て
い
る
部
分
を
含
め
て
憲
法
一
四
条
一
項
に
反
す
る
と
解
し
、
生
後
認
知
さ
れ
た
子
に
つ
い
て
も
届
出
に
よ
る
国
籍

取
得
の
道
を
開
く
こ
と
も
、
憲
法
に
適
合
し
た
解
釈
と
し
て
許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
�

　

婚
姻
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、「
父
母
の
婚
姻
」
と
い
う
形
式
的
基
準
を
も
っ
て
子
の
国
籍
取
得
の
要
件
と
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
憲
法
違
反
と
断
定
し
た
今
回
の
判
決
は
き
わ
め
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
本
判
決
に
つ
い
て
私
に
は
一
つ
の
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
諸
条
約
と
の
関
連
」
の
部
分
に
お
け
る
判
決
の
評
価
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
原
告
ら
は
国
籍
法
の
規
定
が
憲
法
に
違
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
に
関
し
て
規
定
し
て
い
る
諸
条
約
に
も
違
反
し
て
い
る
と

主
張
し
て
い
る
。
本
判
決
に
お
い
て
も
条
約
と
し
て
、
女
子
差
別
撤
廃
条
約
、
Ｂ
規
約
、
児
童
の
権
利
条
約
等
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
そ
の
中
の
児
童
の
権
利
条
約
に
つ
い
て
の
み
簡
単
に
言
及
し
て
み
る
。

　

判
決
で
は
、
児
童
の
権
利
条
約
七
条
一
項
、
二
項
に
お
い
て
児
童
の
国
籍
に
関
す
る
権
利
が
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
し
か

し
、「
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
無
国
籍
児
童
の
一
掃
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
無
国
籍
児
で
は
な
い
非
嫡
出
子
に
対
し
て
締
約
国
の
国
籍
を

付
与
す
る
こ
と
を
締
約
国
に
義
務
付
け
た
も
の
と
ま
で
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
述
べ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
原
告
ら
の
請
求
を
し
り

ぞ
け
て
い
る
。

（　

）
１１か
。」
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し
か
し
、
ま
ず
文
言
解
釈
と
し
て
こ
れ
は
き
わ
め
て
狭
い
解
釈
で
あ
る
。
二
項
の
「
特
に
児
童
が
無
国
籍
と
な
る
場
合
を
含
め
て
」
と
い
う

文
言
は
、
単
に
無
国
籍
の
場
合
の
み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
の
否
定
は
無
国
籍
を
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
�

と
い
う
見
解
も
充
分
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

　

更
に
、「
児
童
の
権
利
条
約
二
条
の
規
定
は
、
Ｂ
規
約
二
条
同
様
、
一
般
規
定
で
あ
る
か
ら
、
七
条
一
項
の
国
籍
取
得
の
権
利
に
つ
い
て
も

婚
外
子
差
別
は
禁
止
さ
れ
る
と
解
さ
れ
よ
�

と
の
見
解
も
み
ら
れ
る
。

　

条
約
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
き
わ
め
て
多
�

条
約
は
何
よ
り
も
「
子
の
利
益
」
を
中
心
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
銘
記

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

蘯　

認
知
の
遡
及
効
の
問
題

　

前
出
の
大
阪
の
裁
判
は
、
正
に
認
知
の
遡
及
効
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
て
お
り
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
否
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

認
知
の
遡
及
効
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
佐
野
教
授
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
仮

に
国
籍
法
三
条
が
憲
法
違
反
と
判
断
さ
れ
て
も
、
認
知
に
よ
る
遡
及
的
な
国
籍
取
得
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
国
籍
取
得
の
届
出
を
し
て
い
な

い
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
日
本
国
籍
を
認
め
る
法
文
上
の
根
拠
が
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
�

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
認
知
の
遡
及
効
の
問
題
に
つ
い
て
こ
こ
で
一
応
整
理
を
し
て
お
こ
う
。

　

認
知
に
遡
及
効
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
従
来
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
遡
及
効
を
認
め
な
い
と
い

う
の
が
学
説
の
多
数
で
あ
る
と
い
え
よ
�

（　

）
１２る
。」

（　

）
１３う
。」

（　

）
１４い
。

（　

）
１５る
」
と

（　

）
１６う
。

国
籍
法
に
お
け
る
非
嫡
出
子
差
別
（
山
本
） 

九
七
（　
　
　

）

九
七



　

そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
国
籍
の
安
定
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
籍
の
浮
動
性
の
防
止
で
あ
る
。
子
が
出
生
し
て
何
十
年

も
後
に
認
知
が
な
さ
れ
、
そ
の
認
知
に
遡
及
効
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
非
嫡
出
子
の
国
籍
は
き
わ
め
て
不
安
定
な
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は

国
家
に
と
っ
て
も
本
人
に
と
っ
て
も
好
ま
し
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
生
来
的
国
籍
を
で
き
る
だ
け
出
生
時
に
確
定
し
よ
う
と
す
る
の
が
国
籍

法
の
基
本
的
要
請
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
沿
革
的
な
理
由
も
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
国
籍
法
（
明
治
三
一
年
制
定
）
は
、
子
の
出
生
後
の
認
知
に
よ
る
国
籍
の
伝
来
的

取
得
を
認
め
る
規
定
（
五
条
三
号
・
六
条
）
を
設
け
、
認
知
の
遡
及
効
に
よ
り
成
立
す
る
親
子
関
係
に
も
と
づ
く
国
籍
の
生
来
的
取
得
を
認
め

な
か
っ
た
。
現
行
国
籍
法
（
昭
和
二
五
年
制
定
）
は
、
こ
の
旧
国
籍
法
の
規
定
を
削
除
し
た
が
、
あ
ら
た
に
認
知
の
遡
及
効
を
認
め
る
規
定
を

お
い
た
わ
け
で
も
な
い
、
こ
と
も
根
拠
と
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
昭
和
五
九
年
の
国
籍
法
の
改
正
が
あ
ら
た
な
根
拠
を
あ
た
え
る
。
す
な
わ
ち
、
改
正
法
で
は
準
正
に
よ
る
国
籍
取
得
の
規
定
（
三

条
）
が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
認
知
以
外
に
父
母
の
婚
姻
が
あ
り
、
さ
ら
に
届
出
が
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
仮

に
認
知
だ
け
で
当
然
に
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
国
籍
を
取
得
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
籍
法
三
条
は
意
義
を
失
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

判
例
も
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
す
べ
て
認
知
の
遡
及
効
を
否
定
し
た
も
の
ば
か
り
で
、
認
知
の
遡
及
効
を
肯
定
し
た
も
の
は
み
ら
れ
な
�

　

ま
た
、
行
政
実
務
の
取
扱
い
も
遡
及
効
否
定
説
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
�

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
時
、
こ
の
よ
う
な
認
知
の
遡
及
効
否
定
説
を
批
判
す
る
見
解
が
強
く
主
張
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
注
目
す

べ
き
こ
と
で
あ
�

そ
の
中
で
最
も
精
力
的
に
批
判
説
を
展
開
し
て
い
る
の
は
奥
田
教
授
で
あ
る
。

　

国
籍
の
安
定
性
に
関
し
て
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
た
し
か
に
、
何
十
年
も
外
国
人
と
し
て
生
活
し
て
き
た
人
が
、
あ
る
日
突
然
、
日
本
人
父
親
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
日

（　

）
１７い
。

（　

）
１８る
。

（　

）
１９る
。
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本
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
何
ら
か
の
不
都
合
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
の
人
が
日
本
人
と
し
て
投
票
す
べ

き
で
あ
っ
た
選
挙
は
無
効
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
人
の
結
婚
を
日
本
法
に
も
と
づ
い
て
、
も
う
一
度
審
査
し
直
し
た
結
果
、
結

婚
が
無
効
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
母
親
の
国
籍
だ
け
を
取
得
し
て
い
る
者
と
し
て
、
そ
の
国
の
公
務
員
に
な
っ
て
い
た
が
、
日
本

国
籍
も
取
得
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
た
め
に
、
罷
免
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
不
都
合
は
、
主
に
成
年

に
達
し
た
後
に
生
じ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
旧
国
籍
法
に
お
け
る
認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
は
、
未
成
年
の
間
に
限
定
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
後
述
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
立
法
で
も
、
認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
は
、
お
お
む
ね
未
成
年
の
間
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
を
未
成
年
の
間
に
限
定
す
る
こ
と
に
は
、
合
理
的
理
由
が
あ
�

　

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　
「
民
法
の
規
定
を
も
う
一
度
よ
く
見
る
と
、
認
知
は
、
た
し
か
に
出
生
の
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
効
力
を
生
じ
る
が
、
第
三
者
が
す
で
に
取
得

し
た
権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
民
法
七
八
四
条
但
書
）。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
国
籍
法
に
お
い
て
、
認
知
に
よ

る
国
籍
取
得
を
認
め
て
も
、
民
法
の
こ
の
規
定
の
適
用
に
よ
っ
て
、
第
三
者
の
権
利
は
害
さ
れ
な
い
か
ら
、
遡
及
効
に
よ
る
不
都
合
は
生
じ
な

�
　

私
は
か
っ
て
、
あ
る
判
例
の
評
釈
を
行
な
う
の
に
際
し
て
、
認
知
の
遡
及
効
の
是
非
を
述
べ
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
に
は
い
ず
れ
の

立
場
に
た
つ
か
の
断
定
的
結
論
を
保
留
し
�

し
か
し
本
稿
に
お
い
て
明
確
に
認
知
の
遡
及
効
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
こ
と
を
表
明
し
た
い
。

そ
の
理
由
は
何
か
。
そ
れ
は
認
知
の
遡
及
効
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
今
回
の
中
心
的
論
点
で
あ
る
国
籍
取
得
の
際
の
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
の

間
、
準
正
子
と
非
準
正
子
の
間
な
ど
に
存
在
す
る
差
別
に
関
す
る
問
題
が
解
消
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
回
の
違
憲
判
決
も
実
効
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（　

）
２０る
。」

（　

）
２１い
。」

（　

）
２２た
。

国
籍
法
に
お
け
る
非
嫡
出
子
差
別
（
山
本
） 

九
九
（　
　
　

）

九
九



　

認
知
の
遡
及
効
を
認
め
る
こ
と
は
解
釈
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
立
法
的
解
決
を
す
る
方
が
よ
り
す
っ
き
り
し
た
も

の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
�

そ
の
際
、
次
の
よ
う
な
奥
田
教
授
の
試
案
は
充
分
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

教
授
は
、
認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
等
の
法
制
を
丹
念
に
検
討
し
た

あ
と
、
立
法
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
試
案
を
提
示
し
て
い
る
。

　
「
出
生
後
に
父
又
は
母
に
よ
り
認
知
さ
れ
た
子
で
二
十
歳
未
満
の
も
の
は
、
認
知
を
し
た
父
又
は
母
が
子
の
出
生
時
に
日
本
国
民
で
あ
っ
た

と
き
は
、
日
本
国
民
と
す
る
」（
一
項
）。「
認
知
は
、
出
生
の
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。
但
し
、
第
三
者
が
既
に
取
得
し
た

権
利
を
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
二
項
）。

　

こ
の
試
案
は
、
現
行
国
籍
法
三
条
に
代
え
て
提
案
さ
れ
る
も
の
で
あ
�

四　

お
わ
り
に

　

国
籍
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
壁
が
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
化
の
進
展
と
世
界
の
良
識
の
力
に
よ
り
、
そ
の
壁
は
徐
々
に
で
は
あ
る
が
取
除
か

れ
つ
つ
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
壁
の
中
で
最
大
の
も
の
は
、
国
籍
取
得
の
際
の
男
性
と
女
性
と
の
間
の
壁
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
我
が
国
が
誇
っ
て
い
た
父

系
優
先
血
統
主
義
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
憲
法
一
四
条
と
の
関
係
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
壁
は
昭
和
五
九
年
父
母
両
系

血
統
主
義
の
採
用
と
い
う
立
法
的
解
決
に
よ
っ
て
、
す
っ
き
り
と
取
除
か
れ
�

こ
れ
は
ま
こ
と
に
偉
大
な
る
第
一
歩
と
い
え
る
。

　

次
の
壁
は
無
国
籍
防
止
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
平
成
五
年
の
い
わ
ゆ
る
「
ア
ン
デ
レ
・
ケ
ー
ス
」
に
お
け
る
東
京
地
裁
と
最

高
裁
の
適
切
な
判
決
に
よ
り
見
事
に
解
決
さ
れ
�

（　

）
２３る
。

（　

）
２４る
。（　

）
２５た
。

（　

）
２６た
。
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そ
し
て
、
現
在
な
お
残
っ
て
い
る
の
が
、
今
回
問
題
と
さ
れ
て
い
る
国
籍
取
得
に
関
す
る
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
、
準
正
子
と
非
準
正
子
の
間

の
壁
で
あ
る
。

　

子
は
父
親
と
母
親
と
の
間
で
生
ま
れ
る
。
ど
ち
ら
の
親
と
の
関
係
も
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
の
国
籍
取
得
の
問
題
が
親
の
婚
姻
の

有
無
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
子
は
親
に
婚
姻
を
求
め
る
何
等
の
手
段
も
持
ち
合
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

準
正
子
と
非
準
正
子
の
間
の
壁
は
す
べ
か
ら
く
除
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

近
時
こ
の
よ
う
な
壁
を
憲
法
違
反
で
あ
る
と
考
え
る
見
解
が
徐
々
に
現
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
喜
ば
し
い
。
前
出
の
平
成
一
四

年
一
一
月
の
最
高
裁
判
決
の
中
の
三
裁
判
官
の
補
足
意
見
、
平
成
一
七
年
四
月
の
東
京
地
裁
の
違
憲
判
決
、
そ
し
て
、
今
回
の
東
京
地
裁
判
決

等
で
あ
る
。

　

そ
れ
等
は
輝
か
し
い
一
里
塚
で
あ
り
、
そ
の
積
重
ね
に
よ
っ
て
、
こ
の
壁
は
除
去
さ
れ
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
。
被
告
（
国
）
の
控
訴
は
真

に
残
念
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に
も
う
一
度
「
認
知
の
遡
及
効
」
に
言
及
し
た
い
。

　
「
国
籍
法
上
は
認
知
の
遡
及
効
を
認
め
な
い
と
の
解
釈
は
、
通
常
の
法
解
釈
の
枠
内
で
は
も
は
や
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ

�
と

述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
法
解
釈
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
差
別
の
壁

を
克
服
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
み
ら
れ
�

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
大
い
に
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
壁
を
征
服
す
る
た
め
に

は
、
認
知
の
遡
及
効
を
認
め
る
こ
と
が
絶
対
的
に
必
要
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。

 

（
平
成
一
八
年
六
月
二
九
日
稿
）

（　

）
２７る
。」

（　

）
２８る
。
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（
１
）　

判
決
文
は
東
京
の
近
藤
博
徳
弁
護
士
の
御
好
意
に
よ
り
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

（
２
）　

法
改
正
の
途
中
で
既
に
こ
の
よ
う
な
差
別
に
つ
い
て
の
疑
問
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
山
田
鐐
一
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
私
は
、
こ
の

点
に
つ
い
て
、
法
律
上
の
親
子
関
係
の
成
立
を
認
め
る
点
で
は
認
知
も
準
正
も
同
じ
で
は
な
い
か
、
日
本
国
籍
の
取
得
に
つ
い
て
日
本
の
国
籍
法
が
血

統
主
義
を
採
用
し
て
い
る
以
上
、
認
知
の
場
合
と
準
正
の
場
合
と
を
区
別
す
べ
き
合
理
的
な
理
由
は
あ
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。」「
国

籍
法
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
を
め
ぐ
っ
て
」（
上
）　

ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
八
号
二
〇
頁

（
３
）　

平
一
五
（
行
ウ
）
一
一
〇
号
退
去
強
制
令
書
発
付
処
分
取
消
等
請
求
事
件　

判
時
一
八
九
〇
号
二
七
頁　

判
タ
一
一
七
五
号
一
〇
五
頁

（
４
）　

平
一
七
（
行
コ
）　

一
三
四
号

（
５
）　

平
七
（
ワ
）
四
二
七
二
号
国
籍
確
認
等
請
求
事
件　

判
時
一
六
〇
四
号
一
二
三
頁
以
下

（
６
）　

平
八
（
ネ
）
二
〇
一
三
号
国
籍
確
認
等
請
求
控
訴
事
件　

判
タ
九
九
二
号
一
〇
三
頁
以
下

（
７
）　

平
一
〇
（
オ
）
二
一
九
〇
号
国
籍
確
認
等
請
求
事
件　

判
時
一
八
〇
八
号
五
五
頁
以
下　

判
タ
一
一
一
一
号
一
二
七
頁
以
下

（
８
）　

国
友
明
彦
「
生
後
認
知
の
み
で
は
国
籍
の
生
来
取
得
を
認
め
な
い
こ
と
の
合
憲
性
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
七
号
一
三
二
頁

（
９
）　

佐
野
寛
「
外
国
人
を
母
と
し
、
日
本
人
父
か
ら
生
後
認
知
さ
れ
た
子
に
つ
い
て
届
出
に
よ
る
日
本
国
籍
の
取
得
を
認
め
た
事
例
」
私
法
判
例
リ
マ
ー

ク
ス
三
二
号
一
三
五
頁

（　

）　

近
藤
敦
「
国
籍
法
三
条
一
項
と
憲
法
一
四
条
一
項
」　

法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
〇
七
号
一
一
八
頁

１０
（　

）　

佐
野
寛　

前
掲
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
三
五
頁

１１
（　

）　

奥
田
安
弘
「
国
籍
法
二
条
一
号
は
憲
法
一
四
条
に
違
反
す
る
か
」　

判
時
一
六
一
八
号
二
〇
二
頁

１２
（　

）　

鳥
居
淳
子
「
国
籍
法
上
、
認
知
に
遡
及
効
を
認
め
な
い
こ
と
の
合
憲
性
及
び
人
権
諸
条
約
へ
の
適
合
性
」　

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
九
七
号
九
四
頁

１３
（　

）　

佐
野
寛
「
日
本
国
籍
の
取
得
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」　

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
〇
一
号
一
五
頁
、
二
宮
周
平
「
国
籍
法
に
お
け
る
婚
外
子
差
別
の
検
討
」　

ジ
ュ

１４
リ
ス
ト
一
〇
七
八
号
四
九
頁
、
奥
田
安
弘
『
数
字
で
み
る
子
ど
も
の
国
籍
と
在
留
資
格
』（
二
〇
〇
二
年
明
石
書
店
）
一
六
五
頁　

な
ど

（　

）　

佐
野
寛　

前
掲
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス　

一
三
四
頁

１５
（　

）　

江
川
英
文
＝
山
田
鐐
一
＝
早
田
芳
郎
『
国
籍
法
』（
新
版
）
六
二
頁
以
下
（
一
九
八
九
年
）、
黒
木
忠
正
＝
細
川
清
『
外
事
法
・
国
籍
法
』
二
八
七
頁

１６

＜
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（
一
九
八
八
年
）、
田
中
康
久
「
最
近
に
お
け
る
諸
外
国
の
国
籍
法
改
正
の
動
向
（
完
）」　

民
月
三
六
巻
二
号
二
八
頁
（
一
九
八
一
年
）、
田
代
有
嗣

『
国
籍
法
逐
条
解
説
』
一
五
八
頁
以
下
（
一
九
七
四
年
）、
佐
野
寛　

前
掲　

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
〇
一
号
一
五
頁
な
ど

（　

）　

東
京
家
審
昭
和
五
五
年
六
月
三
〇
日　

家
月
三
四
巻
一
一
号
三
八
頁
、
東
京
高
裁
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
四
日
決
定　

判
時
九
九
三
号
五
六
頁
、
神

１７
戸
地
裁
昭
和
五
六
年
三
月
二
〇
日
判
決
行
集　

三
二
巻
三
号
四
九
四
頁
、
大
阪
高
裁
昭
和
五
五
年
一
〇
月
二
二
日
判
決
行
集　

三
二
巻
一
〇
号
一
八
五

二
頁
、
大
阪
高
裁
昭
和
五
六
年
一
月
二
三
日
判
決
行
集　

三
二
巻
一
号
六
二
頁
、
東
京
地
裁
昭
和
五
六
年
三
月
九
日
判
決　

家
月　

三
四
巻
八
号
九
六

頁
、
大
阪
地
裁
平
成
八
年
六
月
二
八
日
判
決　

判
時
一
六
〇
四
号
一
二
三
頁
な
ど
多
数
あ
る
。

（　

）　

昭
和
二
六
年
三
月
九
日
民
甲
四
二
五
号
民
事
局
長
回
答
な
ど

１８
（　

）　

奥
田
安
弘
『
家
族
と
国
籍
』（
一
九
九
六
年
）
有
斐
閣　

一
三
四
頁
、
加
来
昭
隆
「
国
籍
法
上
の
身
分
関
係
」『
渉
外
判
例
百
選
（
第
三
版
）
二
四
八

１９
頁
（
一
九
九
五
年
）、
欧
龍
雲
『
昭
和
六
二
年
度
重
要
判
例
解
説
』
二
六
九
頁
、
鳥
居
淳
子　

前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
九
七
号
九
三
頁　

な
ど

（　

）　

奥
田
安
弘　

前
掲
『
家
族
と
国
籍
』
一
二
七
・
一
二
八
頁

２０
（　

）　

奥
田
安
弘　

前
掲
『
家
族
と
国
籍
』
一
二
九
頁

２１
（　

）　

拙
稿
「
日
本
人
男
と
外
国
人
女
と
の
間
の
非
嫡
出
子
に
つ
き
日
本
人
男
の
認
知
届
に
よ
り
国
籍
法
二
条
一
号
を
適
用
し
て
日
本
国
籍
の
取
得
を
認
め

２２
た
例
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
五
号
一
六
八
頁

（　

）
二
宮
周
平
「
国
籍
法
に
お
け
る
婚
外
子
差
別
の
検
討
」　

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
七
八
号
四
九
頁

２３
（　

）　

奥
田
安
弘
「
認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
に
関
す
る
比
較
法
的
考
察
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）
四
一
頁

２４
（　

）　

拙
著
『
国
籍
』（
一
九
七
九
年　

三
省
堂
）
は
、
こ
の
法
改
正
に
よ
り
増
補
版
（
一
九
八
四
年
）
に
「
国
籍
と
男
女
平
等
」
を
新
た
に
加
え
た
。
な

２５
お
、
拙
稿
「
国
籍
法
と
男
女
平
等
」
法
律
時
報
六
四
七
号
（
一
九
八
一
年
）
八
頁
以
下　

参
照

（　

）　

拙
稿
「
わ
が
国
籍
法
に
お
け
る
生
地
主
義
」　

修
道
法
学
一
八
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）
一
頁
以
下
に
、
私
は
ア
ン
デ
レ
・
ケ
ー
ス
を
第
一
審
か
ら

２６
上
告
審
終
了
ま
で
ま
と
め
て
総
括
し
た
。

（　

）　

国
友
明
彦　

前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
七
号
一
三
〇
頁

２７
（　

）　

た
と
え
ば
、
東
京
高
裁
平
成
七
年
一
一
月
二
九
日
判
決
。
こ
の
判
決
は
胎
児
認
知
を
当
事
者
が
希
望
し
た
が
複
雑
な
法
律
関
係
の
た
め
そ
れ
が
で
き

２８
国
籍
法
に
お
け
る
非
嫡
出
子
差
別
（
山
本
） 
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な
か
っ
た
事
例
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
最
高
裁
ま
で
行
っ
て
い
る
。
私
は
こ
の
判
決
を
評
釈
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
の
判
決
を
高
く

評
価
し
た
。「
本
判
決
は
、
認
知
に
よ
る
子
の
生
来
的
国
籍
取
得
に
つ
い
て
、
認
知
の
遡
及
効
を
認
め
な
い
と
い
う
従
来
の
通
説
の
立
場
を
と
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
Ｘ
の
日
本
国
籍
取
得
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、『
例
外
的
な
場
合
』
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
Ｘ
の
国
籍
取
得
へ
の
途
を
開
い

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
こ
れ
ま
で
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
問
題
に
新
た
な
る
一
石
を
投
じ
た
注
目
す
べ
き
判
決
と

考
え
ら
れ
る
。」　
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