
困
陪
審
制
が
日
本
人
に
馴
染
ま
な
い
と
い
う
の
は
本
当
だ
ろ
う
か

冕
罪
や
誤
判
は
防
げ
な
い
の
か

弁
護
士
出
身
の
推
理
作
家
和
久
峻
三
氏
の
推
理
小
説
に
『
血
と
罪
の
法
廷
』

と
い
う
長
編
が
あ
る
。
あ
る
日
本
人
女
性
が
ア
メ
リ
カ
で
恋
人
の
殺
人
事
件
の

容
疑
者
に
さ
れ
る
。
目
撃
者
で
あ
る
恋
人
の
叔
父
や
彼
女
を
逮
捕
し
た
保
安
官

だ
け
で
な
く
、
裁
判
官
ま
で
が
反
ア
ジ
ア
人
主
義
の
暗
殺
秘
密
組
織
に
属
し
て

い
て
、
彼
女
に
罪
を
着
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
恐
ろ
し
い
環
境
の
な
か
で
、

弁
護
士
の
奮
闘
と
保
安
官
の
恋
人
の
寝
返
り
と
い
う
偶
然
の
出
来
事
で
当
の
保

安
官
が
真
犯
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
だ
が
、
一
瞬
の
差
で
陪
審
の
票
決

に
問
に
合
わ
な
い
。
絶
対
絶
命
の
瀬
戸
際
ま
で
追
い
結
め
ら
れ
た
彼
女
は
最
後

の
ど
ん
で
ん
返
し
で
陪
審
員
た
ち
の
無
罪
評
泱
に
辛
う
じ
て
救
わ
れ
る
0
 
こ
の

小
説
で
は
、
人
種
差
別
に
敏
感
な
一
人
の
黒
人
の
陪
審
員
が
寛
罪
ら
し
い
と
い

う
疑
問
を
抱
き
、
そ
の
主
張
が
陪
審
員
全
員
の
無
罪
評
決
へ
の
牽
引
車
に
な
る

と
い
う
物
語
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
多
作
の
流
行
作
者
の
和
久
氏
に
と
っ
て
も

ア
メ
リ
カ
の
裁
判
を
あ
つ
か
っ
た
の
は
は
じ
め
て
だ
と
い
う
が
、
ア
メ
リ
カ
の

陪
審
制
の
ま
こ
と
に
恰
好
の
紹
介
と
な
っ
て
い
る
0

ア
メ
リ
カ
の
陪
審
制
と
い
う
と
、
多
く
の
ひ
と
は
名
画
「
怒
れ
る
十
二
人
の

男
た
ち
し
を
思
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
は
イ
ギ
リ
ス
以
来
の
伝

統
に
し
た
が
っ
て
原
則
が
十
二
人
な
の
で
そ
の
数
を
表
題
と
し
、
陪
審
裁
判
の

迫
真
の
心
理
劇
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
映
画
で
は
、
素
行
の
悪
い
少
年
が
重

盗
殺
人
の
{
谷
疑
で
陪
審
裁
判
に
付
さ
れ
た
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
「
あ
の
不
良
少

年
な
ら
殺
人
も
や
り
か
ね
な
い
と
い
う
潜
在
的
な
予
断
で
大
半
の
陪
審
員
が

有
罪
判
断
に
傾
く
中
で
、
た
だ
人
冷
静
な
人
物
が
い
て
合
理
的
疑
問
を
次
か

ら
次
へ
と
ぶ
つ
け
る
。
激
論
の
末
は
じ
め
は
有
罪
と
信
じ
て
い
た
陪
審
員
た

ち
の
判
断
の
底
に
潜
ん
で
い
た
個
人
的
な
動
機
と
深
層
心
理
と
が
暴
き
出
さ

れ
、
次
か
ら
次
へ
と
無
罪
判
断
に
傾
い
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
、

つ
い
に
は
全
員

が
無
罪
と
い
う
評
決
に
到
達
す
る
と
い
う
感
動
的
な
映
像
は
い
ま
な
お
鮮
月
に

心
に
焼
き
つ
い
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
死
刑
判
泱
を
う
け
た
死
刑
囚
が

繰
り
返
さ
れ
る
拒
否
を
も
の
も
と
せ
ず
、
無
罪
を
叫
び
再
審
を
請
求
し
つ
づ
け
、

井
ケ
田

良
治
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つ
い
に
再
審
決
定
を
う
け
、
そ
の
結
果
よ
く
や
く
無
罪
と
な
っ
た
事
件
が
、
免

田
事
件
.
財
田
川
事
件
、
松
山
事
件
・
島
田
事
件
と
矢
っ
ぎ
ぱ
や
に
つ
づ
い
て

い
る
0
 
再
審
を
う
け
た
重
刑
事
件
十
件
の
内
九
件
が
無
罪
と
な
っ
て
ぃ
る
。
弘

一
則
の
教
授
夫
人
殺
害
事
件
の
ご
と
き
は
、
長
期
の
刑
を
終
え
て
何
年
も
た
っ
て

犯
罪
が
時
効
に
な
っ
て
か
ら
真
犯
人
が
名
乗
り
出
た
の
で
ょ
く
や
く
再
審
無
罪

と
な
っ
た
寛
罪
事
件
で
あ
る
。
そ
こ
で
無
実
の
犯
人
と
さ
れ
た
本
人
が
国
家
賠

償
を
求
め
た
が
、
高
等
裁
判
所
は
「
検
察
官
や
裁
判
官
が
違
法
ま
た
は
不
当
な

目
的
で
訴
追
や
判
決
を
し
た
の
で
な
い
限
り
、
国
家
賠
償
を
認
め
な
い
し
と
判

決
し
た
0
 
こ
う
な
る
と
、
法
律
論
と
し
て
は
と
も
か
く
、
庶
民
感
情
と
し
て
は
、

無
実
の
罪
で
長
年
の
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
人
は
踏
ん
だ
り
蹴
っ
た
り
だ
と
釈
然

と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
裁
判
不
信
が
増
大
し
司
法
の
威
信
が
低
下
す
る
危
険
が

あ
る
0
 
こ
う
し
た
日
本
の
状
況
の
な
か
か
ら
、
器
事
件
を
な
く
す
た
め
に
陪

審
制
を
導
入
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
意
見
が
生
ま
れ
て
く
る
の
も
当
然
で
あ

る
0
 
和
久
氏
の
推
理
小
説
も
、
法
曹
界
や
法
学
界
の
そ
う
し
た
空
気
を
反
映
し

た
作
品
と
い
ぇ
る
。
一
昨
年
の
五
月
に
最
高
裁
判
所
の
矢
口
洪
一
長
官
が
「
刑

事
裁
判
に
法
律
の
素
人
で
あ
る
一
般
の
市
民
が
直
接
参
加
す
る
『
陪
審
.
参
審

制
度
』
に
つ
い
て
、
本
格
的
な
研
究
に
着
手
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
、
国
民
の

司
法
へ
の
参
加
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
言
明
し
た
の
も
、

寛
罪
問
題
や
再
審
無
罪
事
件
に
は
直
接
に
は
触
れ
て
ぃ
な
い
が
、
誤
判
を
な
く

す
た
め
に
陪
審
制
を
復
活
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
空
気
が
か
も
し
だ
さ
れ
て
い

る
法
曹
界
の
動
き
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
各
地
の
弁
護
士
会
な
ど
で
は
陪
審
制
へ

の
関
心
が
た
か
ま
っ
て
い
る
。
 
N
H
K
教
育
テ
レ
ビ
の
司
法
を
め
ぐ
る
討
論
で

も
日
本
の
司
法
制
度
の
改
善
の
道
の
一
っ
と
し
て
陪
審
制
を
導
入
し
て
は
ど
う

か
と
い
う
意
見
が
積
極
的
に
語
ら
れ
て
き
て
い
る
。
け
れ
ど
も
残
念
な
こ
と
に
、

そ
の
後
二
年
に
な
る
が
、
最
高
裁
で
陪
審
制
研
究
が
進
ん
で
ぃ
る
と
い
う
報
道

は
い
ま
だ
に
聞
か
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
他
方
で
は
日
本
人
に
は
陪
審
制
は
馴

染
ま
な
い
と
い
う
声
が
相
変
わ
ら
ず
聞
こ
え
て
く
る
0

陪
審
制
は
世
界
の
趨
勢

世
界
の
国
々
を
み
る
と
、
現
在
で
は
陪
審
制
や
参
審
制
を
採
用
し
て
ぃ
る
国

が
大
半
で
あ
る
。
陪
審
制
の
母
国
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
は
古
い
。

も
と
も
と
、
誤
り
の
多
い
人
問
に
つ
ね
に
絶
対
に
正
し
い
判
決
を
期
待
す
る
の

は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
真
犯
人
と
き
め
つ
け
て
ま
ち
が
っ
て
処
刑
し
て

し
ま
っ
た
ら
と
り
返
し
が
っ
か
な
い
。
刑
事
裁
判
は
も
ち
ろ
ん
、
民
事
裁
判
に

つ
い
て
も
真
実
の
発
見
は
神
な
ら
ぬ
身
の
不
完
全
な
人
問
に
は
荷
が
重
す
ぎ

る
0
 
そ
こ
で
、
神
判
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
日
本
で
も
古
く
か
ら
盟
神
探
湯
(
く

が
た
ち
)
と
い
っ
て
熱
湯
に
手
を
つ
け
さ
せ
て
そ
の
火
傷
の
具
合
を
神
の
意
思

と
し
て
真
偽
を
判
断
し
、
の
ち
に
は
湯
起
請
と
い
わ
れ
た
神
判
が
お
こ
な
わ
れ

た
0
 
日
本
の
湯
起
請
に
似
た
神
判
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
く
か
ら
「
水
と
火

と
決
闘
」
の
審
判
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
水
と
火
の
裁
判
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
の
歌
劇
「
魔
笛
」
の
な
か
に
水
と
火
の
試
練
と
し
て
出
て
く
る
の
で
ご
存
じ

の
方
も
多
い
だ
ろ
う
。
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
し
て
水
に
し
ず
め
て
供
述
の
真
偽
を

た
し
か
め
る
神
判
は
中
世
後
期
以
来
の
魔
女
裁
判
で
用
い
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て

る
。
火
の
神
判
で
火
傷
の
程
度
に
神
の
意
思
を
知
る
の
は
聖
職
者
の
仕
事
で

いあ
っ
た
が
、
そ
の
聖
職
者
が
三
一
五
年
の
第
四
回
ラ
テ
ラ
ン
公
会
議
の
決
定

で
世
俗
の
裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
世
俗
の
裁
判
で
は
神

判
は
消
滅
し
た
。
問
題
は
そ
の
後
で
あ
る
。
神
判
の
な
く
な
っ
た
あ
と
、
刑
事

裁
判
は
二
っ
の
異
な
っ
た
姿
に
分
岐
し
て
い
っ
た
。
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イ
ギ
リ
ス
で
は
神
判
に
代
わ
っ
た
の
が
陪
審
で
あ
っ
た
。
招
集
さ
れ
た
市
民

の
集
団
に
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
も
と
づ
い
て
事
実
問
題
を
決
定
さ
せ
る
制
度
が

次
第
に
発
達
し
て
い
っ
た
。
起
訴
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
大
陪
審
有
罪

か
無
罪
か
を
決
定
す
る
小
陪
審
刑
事
の
み
で
な
く
民
事
事
件
の
陪
審
も
発
達

し
た
。
こ
う
し
て
、
同
輩
裁
判
に
淵
源
す
る
陪
審
制
度
は
、
当
事
者
と
直
接
の

利
害
関
係
の
な
い
三
人
の
市
民
が
公
平
な
ア
ン
。
ハ
イ
ヤ
ー
と
し
て
原
告
と
被

告
の
口
頭
弁
論
を
聴
い
て
有
罪
か
無
罪
か
を
判
断
す
る
近
代
民
主
的
な
裁
判
制

度
と
な
っ
て
い
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
独
立
を
契
機
に
そ
の
制
度
を
さ
ら
に
活
用

し
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
事
情
が
異
な
っ
て
い
た
。
神
判
の

廃
止
後
は
、
糺
問
主
義
と
よ
ぱ
れ
る
刑
事
裁
判
制
度
が
発
達
し
た
。
ロ
ー
マ
教

皇
庁
の
異
端
審
問
、
後
に
は
魔
女
裁
判
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
裁
判
で
あ
る
。

拷
問
と
自
白
に
よ
っ
て
罪
を
認
め
さ
せ
る
糺
問
主
義
の
刑
事
裁
判
は
近
代
の
幕

開
け
に
際
し
て
激
し
く
批
判
さ
れ
た
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
デ
ィ
ド
ロ
た
ち
は
力

ラ
(
又
は
カ
ラ
ス
)
事
件
な
ど
の
寛
罪
事
件
を
は
げ
し
く
批
判
し
、
そ
の
救
済

に
奔
走
し
た
。
近
代
刑
法
思
想
の
出
発
点
を
な
す
べ
ッ
カ
リ
ア
の
『
犯
罪
と
刑

罰
』
な
ど
も
糺
問
主
義
裁
判
を
批
判
し
た
代
表
的
な
著
作
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

近
代
の
出
発
と
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
は
陪
審
制
を
と
り
い
れ
た
。
も
っ
と
も
、
そ

の
後
幾
多
の
変
遷
を
へ
た
現
在
で
は
、
専
門
の
裁
判
官
人
に
九
人
の
市
民
を

加
え
た
三
人
の
陪
審
員
で
構
成
さ
れ
た
参
審
制
(
職
業
裁
判
官
に
素
人
裁
判

官
を
く
わ
え
る
制
度
)
を
と
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
有
罪
評
泱
の
際
は
八
人
以

上
の
賛
成
を
条
件
と
し
て
素
人
陪
審
の
優
位
性
を
保
障
し
て
い
る
か
ら
、
参
審

制
を
加
味
し
た
陪
審
制
度
と
い
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
西
ド
イ
ツ
は
参
審
制

で
あ
る
。
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
大
陸
の
諸
国
は
社
会
主
義
国
を
も
ふ
く
め
て

お
お
む
ね
参
審
制
を
と
っ
て
い
る
国
が
多
い
。
ア
ジ
ア
で
も
イ
ン
ド
や
フ
ィ
リ

ヒ
ン
で
は
陪
審
制
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
英
米
法
系
の
影
粋
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
歴
史
と
現
状
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
陪
審
制
か
参
審
制
か
の
違
い

は
あ
っ
て
も
、
裁
判
に
直
接
国
民
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
ょ
り
司
法
の
民
主
ヒ

を
実
現
す
る
と
い
う
の
は
、
糺
問
主
義
的
な
刑
事
裁
判
に
ょ
る
誤
判
と
い
う
苦

い
経
験
を
経
て
生
み
だ
さ
れ
た
人
類
の
智
恵
の
一
っ
だ
と
い
ぇ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
な
か
の
例
外
的
存
在
が
日
本
で
あ
る
。
日
本
で
は
陪
審
制

に
つ
ぃ
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
ひ
と
が
多
い
。
裁
判
は
専
門
的
な
訓
練
を
う
け

経
験
を
積
ん
だ
職
業
裁
判
官
に
任
せ
る
の
が
当
然
だ
と
い
う
空
気
に
満
ち
て
い

る
。
日
本
に
は
陪
審
が
馴
染
ま
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
に
も
あ
っ
た
陪
審
制

実
は
日
本
に
も
陪
審
制
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
年
配
の
方
は
ご
存
じ
で
あ
ろ

う
が
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
雰
囲
気
の
な
か
で
、
九
一
三
(
大
正
二
)

年
に
陪
審
法
が
公
布
さ
れ
て
一
九
二
八
(
昭
和
一
己
年
一
 
0
月
一
日
か
ら
施
行

さ
れ
、
九
四
三
(
昭
和
一
八
)
年
四
月
一
日
に
施
行
が
停
止
さ
れ
る
ま
で
、

陪
審
制
が
実
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
時
の
陪
審
制
は
次
第
に

陪
審
辞
退
が
増
え
戦
争
の
激
化
な
か
で
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
当
時
の
評
判
の

悪
さ
も
手
伝
っ
て
、
陪
審
制
は
日
本
で
は
失
敗
し
た
と
い
う
認
識
が
定
着
し
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
周
囲
に
あ
わ
せ
て
自
分
の
意
見
を
決
め
が
ち
な
日
本
人

に
は
陪
審
は
向
か
な
い
と
い
う
、
国
民
性
論
な
ど
も
流
行
し
て
い
る
。
戦
後
の

刑
事
裁
判
制
度
の
改
革
で
英
米
法
の
影
辨
が
っ
よ
ま
っ
た
か
ら
陪
審
制
を
復
活

す
る
チ
ャ
ン
ス
は
あ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
消
極
的
な
姿
勢
の
せ
い
も

あ
っ
て
、
つ
ぃ
に
陪
審
制
は
復
活
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
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と
い
っ
て
日
本
人
に
陪
審
が
馴
染
ま
な
い
と
は
い
ぇ
な
い
。

陪
審
制
の
導
入
が
企
て
ら
れ
た
の
は
、
大
正
時
代
が
最
初
で
は
な
か
っ
た
。

明
治
の
は
じ
め
に
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
(
当
時
は
治
罪
法
と
い
っ
た
)
が
作
ら

れ
た
時
、
起
草
者
で
あ
っ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
そ
の
原
案
に
近
代
フ
ラ
ン
ス
の

制
度
に
な
ら
っ
て
陪
審
制
を
含
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
井
上
毅
や
伊
藤
博
文

ら
が
反
対
し
て
国
民
の
裁
判
参
加
を
拒
否
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
明
治

一
五
年
に
施
行
さ
れ
た
こ
の
刑
事
裁
判
制
度
は
や
が
て
、
明
治
四
0
年
の
刑
法

制
定
.
大
正
三
年
の
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
を
へ
て
昭
和
に
い
た
っ
た
の
で
あ

る
が
、
本
来
糺
問
主
義
的
な
刑
事
裁
判
の
運
用
や
考
え
か
た
の
優
勢
だ
っ
た
当

時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
陪
審
法
の
審
議
の
際
に
も
強
い
反
対
が
生
じ
た
。
起

草
者
江
木
衷
ら
の
臨
時
法
制
審
議
会
主
査
委
員
会
の
「
陪
審
制
度
綱
領
L
 
や
そ

れ
を
も
と
と
し
た
陪
審
法
調
査
委
員
会
の
成
案
は
、
枢
密
院
の
強
い
反
対
に
あ

つ
た
。
天
皇
の
司
法
権
を
国
民
に
委
ね
て
し
ま
う
の
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
か
、

裁
判
所
以
外
で
裁
判
す
る
の
は
政
党
の
介
入
を
招
い
て
社
会
の
紀
綱
を
破
壊
す

る
恐
れ
が
あ
る
と
い
っ
た
理
由
を
か
か
げ
た
陪
審
制
反
対
論
に
対
し
て
、
政
府

は
大
幅
な
妥
協
を
余
儀
無
く
さ
れ
、
枢
密
院
が
納
得
で
き
る
よ
う
に
修
正
し
て

議
会
を
通
し
た
。
こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
陪
審
法
は
、
い
ま
か
ら
見
る
と
多

)し

く
の
点
で
制
度
的
な
欠
陥
を
も
っ
て
い
た
。

日
本
の
陪
審
は
公
判
陪
審
で
あ
っ
た
が
、
陪
審
の
答
申
は
全
員
一
致
で
は
な

く
過
半
数
の
意
見
で
決
定
さ
れ
た
。
し
か
も
英
米
の
よ
う
に
有
罪
無
罪
を
決
定

す
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
裁
判
長
の
設
問
に
つ
い
て
犯
罪
構
成
要
件
事

実
の
有
無
を
評
議
し
、
そ
の
結
果
を
答
申
す
る
に
止
ま
っ
て
ぃ
た
。
さ
ら
に
、

そ
の
答
申
は
裁
判
所
を
拘
束
し
な
か
っ
た
か
ら
、
裁
判
所
は
陪
審
の
答
申
を
不

当
と
認
め
た
場
合
は
、
陪
審
の
更
新
と
い
っ
て
、
も
う
一
度
他
の
陪
審
を
選
ん

で
評
議
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
死
刑
や
無
期
懲
役
な
ど
の
重
刑
事
件
(
法

定
陪
審
事
件
)
も
、
陪
審
審
理
を
選
ぶ
と
控
訴
権
が
な
く
な
る
の
で
被
告
人
は

つ
い
陪
審
を
辞
退
し
が
ち
に
な
る
。
と
く
に
陪
審
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
思
想

犯
罪
に
つ
い
て
は
陪
審
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
糺
問
主
義
的

な
雰
囲
気
の
な
か
で
陪
審
は
招
か
れ
ざ
る
客
の
感
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

か
り
に
昭
和
初
年
の
陪
審
制
が
失
敗
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
日
本
人
の
国

民
性
の
故
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
枢
密
院
に
代
表
さ
れ
る
古
い
官
僚
制
に
妥
協

し
た
結
果
生
じ
た
制
度
的
欠
陥
の
故
で
あ
ろ
う
。
全
体
と
し
て
陪
審
は
奨
励
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

陪
審
制
の
脛
芽
は
中
世
の
日
本
に
も
存
在
し
た

日
本
人
の
法
意
識
や
伝
統
と
い
う
点
で
い
ぇ
ば
、
日
本
人
は
調
停
が
好
き
で
、

権
利
主
張
が
弱
い
と
い
っ
た
い
ま
流
布
さ
れ
て
ぃ
る
超
歴
史
的
な
日
本
人
論
は

ど
う
や
ら
作
ら
れ
た
神
話
に
近
い
。
同
志
社
の
隣
に
あ
る
冷
泉
家
の
先
祖
は
藤

原
定
家
の
子
為
家
の
三
男
為
相
で
あ
る
が
、
そ
の
母
阿
仏
尼
が
幼
い
為
相
の
相

続
権
を
ま
も
る
べ
く
、
女
性
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
裁
判
の
た
め
に
は
る
ぱ
る

鎌
倉
ま
で
く
だ
り
、
そ
の
死
後
に
ょ
く
や
く
勝
訴
し
た
話
は
そ
の
旅
日
記
『
十

六
夜
日
記
』
に
ょ
り
有
名
で
あ
る
。
彼
女
の
権
利
主
張
の
強
さ
は
驚
く
べ
き
程

で
あ
る
。
「
健
訟
の
幣
」
を
く
り
か
え
し
い
ま
し
め
ら
れ
た
当
時
の
日
本
人
が
裁

判
嫌
い
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
鎌
倉
幕
府
の
刑
事
裁
判
も
泱
し
て
糺
問
主
義

で
は
な
く
、
近
代
と
は
異
な
る
と
は
い
ぇ
、
基
本
は
イ
ギ
リ
ス
中
世
と
同
様
に

当
事
者
主
義
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
研
究
者
の
一
致
し
た
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

刑
事
裁
判
が
糺
問
主
義
に
転
換
す
る
の
は
江
戸
時
代
で
あ
る
。
糺
問
主
義
刑
事

裁
判
で
罪
に
服
さ
せ
る
に
は
、
必
ず
「
口
書
L
 
と
い
う
罪
を
認
め
た
一
種
の
自
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白
調
書
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
爪
印
を
お
さ
せ
て
は
じ
め
て
刑
を
執
行
で
き

た
。
遠
山
の
金
さ
ん
の
映
画
の
最
後
の
場
面
で
、
犯
人
が
「
恐
れ
入
り
ま
し
た
し

と
白
州
で
平
服
す
る
あ
の
場
面
で
あ
る
。
そ
の
「
口
声
を
と
る
た
め
に
、

し

き
お
い
拷
問
や
牢
問
と
い
う
責
め
が
も
ち
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
0
 
こ
れ
が

明
治
に
な
っ
て
も
充
分
に
改
め
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
日
本
の
近
代
刑
事
裁
判
制

度
が
運
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
が
近
代
日
本
の
刑
事
裁
判
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
以
前
を
み
る
と
、
室
町
時
代
の
伏
見
庄
で
は
盗
人
を
発
見
す
る
の

に
御
香
宮
に
全
庄
民
が
集
ま
っ
て
そ
の
評
議
(
神
判
)
に
ょ
っ
て
犯
人
を
特
定

し
て
ぃ
る
。
こ
う
し
て
見
っ
け
ら
れ
た
犯
人
は
村
の
実
力
者
で
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
、
陪
審
の
前
身
と
い
わ
れ
る
同
輩
裁
判
の
伝
統
が
日
本
に
も
存
在
し
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
ぇ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
司
法
へ
の
住
民
参
加
の
伝

統
が
弱
め
ら
れ
た
の
が
江
戸
時
代
で
あ
り
、
国
民
が
裁
判
か
ら
排
除
さ
れ
、
つ

い
に
民
衆
の
裁
判
参
加
が
十
分
に
回
復
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
の
が
明
治
以

後
の
近
代
な
の
で
あ
る
。

昭
和
初
年
の
陪
審
制
は
失
敗
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
十
五
年
間
の
四
八

四
件
の
陪
審
事
件
で
無
罪
に
な
っ
た
の
は
八
一
件
、
無
罪
率
は
一
七
.
八
四
%

と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
昭
和
四
0
年
の
第
一
審
全
刑
事
事
件
の
無
罪
率

0
.
四
四
%
と
比
較
し
て
み
て
も
格
段
に
高
い
率
で
あ
る
。
近
代
刑
事
裁
判
の

大
切
な
原
則
の
つ
が
「
疑
わ
し
き
は
罰
せ
ず
」
と
い
う
原
則
だ
と
す
れ
ば
、

こ
の
高
い
無
罪
率
は
昭
和
初
年
の
陪
審
制
度
が
、
そ
の
制
度
的
欠
陥
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を
お
さ
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
ぇ
よ
う
。

戦
前
と
ち
が
っ
て
現
在
の
刑
事
裁
判
制
度
は
、
陪
審
制
の
土
壌
を
な
す
英
米
流

の
そ
れ
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
陪
審
制
の
復
活
は
け
っ
し
て
不

可
能
で
は
な
か
ろ
う
。

陪
審
制
の
実
現
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
が
、
司
法
の
民
主
化
の
一
っ
と
し

て
陪
審
に
ょ
る
裁
判
へ
の
国
民
参
加
を
実
現
し
、
国
民
の
法
意
識
を
た
か
め
よ

う
と
い
う
世
論
を
お
こ
す
こ
と
が
急
務
だ
と
思
わ
れ
る
。

関
心
を
お
持
ち
の
方
の
た
め
に
、
と
り
あ
え
ず
次
の
三
冊
を
参
考
に
あ
げ
て
お
す
す
め
し
た

)
0

三
谷
太
一
郎
『
近
代
日
本
の
司
法
権
と
政
党
1
陪
密
制
成
立
の
政
治
史
1
、
一
九
八
0
年
塙

し書
房丸

田
隆
『
ア
メ
リ
カ
陪
審
制
度
研
究
、
一
九
八
八
年
法
律
文
化
社
、

大
阪
弁
護
士
会
監
修
『
陪
審
制
度
ー
モ
の
可
能
性
を
考
え
る
九
八
九
年
第
一
法
規
0

(
大
学
法
学
部
教
遅



囲
外
国
人
労
働
者
問
題

一
は
じ
め
に

こ
こ
二
、
三
年
急
に
外
国
人
労
働
者
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
日

本
経
済
の
国
際
化
が
す
す
み
、
モ
ノ
、
カ
ネ
、
ヒ
ト
の
国
境
を
こ
え
た
移
動
が

は
げ
し
く
な
っ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
ヒ
ト
の
移
動
で
外
国
か
ら
入

つ
て
く
る
の
が
外
国
人
労
働
者
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ヒ
ト

の
国
際
化
は
、
モ
ノ
や
カ
ネ
の
国
際
化
と
は
異
質
な
側
面
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

モ
ノ
や
カ
ネ
は
経
済
的
側
面
か
ら
み
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
ヒ
ト
を
単
に
経

済
的
側
面
か
ら
「
労
働
力
」
と
し
て
の
み
捉
え
る
の
は
不
充
分
で
あ
る
。
ヒ
ト

は
生
み
の
人
問
で
あ
り
、
人
種
、
一
言
語
宗
教
文
化
、
生
活
習
慣
の
異
な
る

外
国
人
と
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
方
を
す
る
の
が
よ
い
か
と
い
う
視
点
が
必
要

で
あ
る
。

外
国
人
労
働
者
と
い
っ
て
も
様
々
の
人
々
が
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
専
門

的
な
技
術
・
技
能
を
も
つ
人
の
問
題
留
学
生
・
就
学
生
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
問

題
定
住
難
民
の
労
働
の
問
題
研
修
生
の
問
題
い
わ
ゆ
る
「
不
法
就
労
者
」

の
問
題
の
五
点
に
し
ぽ
っ
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
専
門
的
な
技
術
者
・
技
能
者

九
八
八
年
六
月
現
在
で
日
本
に
在
留
し
て
い
る
外
国
人
は
、
外
国
人
登
録

者
数
か
ら
み
る
と
、
約
九
一
万
人
い
る
。
こ
の
う
ち
戦
前
か
ら
居
住
す
る
韓
国
.

朝
鮮
人
や
そ
の
子
弟
な
ど
の
定
住
居
住
者
が
約
七
0
万
人
を
占
め
る
。
就
労
目

的
で
入
国
を
認
め
ら
れ
て
在
留
し
て
い
る
外
国
人
が
約
四
万
人
で
あ
る
。
こ
の

人
達
は
、
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
L
四
条
一
項
に
定
め
る
在
留
資
格
の

う
ち
、
就
労
を
目
的
と
す
る
「
商
用
」
「
教
授
」
「
興
付
」
「
技
術
提
供
」
「
熟
練

労
働
」
お
よ
び
「
法
務
大
臣
が
特
に
在
留
を
認
め
る
者
」
に
該
当
し
、
合
法
的

に
日
本
で
就
労
し
て
い
る
。
翻
訳
、
通
訳
、
技
術
開
発
、
貿
易
業
務
国
際
金

融
な
ど
専
門
的
な
技
術
・
技
能
や
知
識
を
生
か
し
た
分
野
に
進
出
し
て
ぃ
る
。

こ
の
分
野
は
、
日
本
人
で
は
充
分
で
き
な
い
業
務
や
、
日
本
人
と
は
異
質
な

発
想
を
も
っ
た
研
究
開
発
業
務
で
あ
る
た
め
に
、
日
本
に
プ
ラ
ス
と
な
る
外
国

人
労
働
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
人
達
を
積
極
的
に
日
本

に
来
る
こ
と
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
政
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
先
の
国
会
で
成

立
し
た
入
管
法
改
正
で
は
、
「
法
律
・
会
計
業
務
」
「
医
療
」
「
研
究
」
「
人
文
知

香

孝

川
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識
.
国
際
業
務
L
「
<
止
業
内
転
勤
L
「
文
化
活
動
」
と
い
う
新
し
い
在
留
資
格
を

設
け
、
そ
の
受
入
れ
範
囲
の
拡
大
と
受
入
れ
基
準
の
明
確
化
を
は
か
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
分
野
に
大
量
の
外
国
人
が
入
っ
て
き
て
、
日
本
人
の
雇
用
を
さ
ま
た

げ
る
事
態
に
た
ち
い
た
ら
な
い
か
ぎ
り
、
歓
迎
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三
留
学
生
・
就
学
生
の
ア
ル
バ
イ
ト

留
学
目
的
の
入
国
者
数
は
、
一
九
八
四
年
四
三
二
九
名
、
九
八
五
年
四
七

九
七
名
、
一
九
八
六
年
五
四
一
九
名
、
九
八
七
年
五
八
名
と
着
実
に
増

加
し
て
い
る
。
就
学
生
の
場
合
も
同
様
で
、
一
九
八
四
年
四
一
四
0
名
、
一
九

八
五
年
八
九
四
二
名
、
一
九
八
六
年
万
二
六
三
七
名
、
九
八
七
年
一
万

九
一
五
名
と
留
学
生
以
上
に
急
増
し
て
い
る
。

留
学
生
の
う
ち
国
費
留
学
生
は
別
に
し
て
、
留
学
生
の
八
割
を
し
め
る
私
費

留
学
生
の
場
貪
日
本
で
の
生
活
維
持
の
た
め
に
ア
ル
バ
イ
ト
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
点
就
学
生
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
特
に
就
学
生
の
場
合
、
学
を
お
さ
め

る
よ
り
、
ア
ル
バ
イ
ト
で
稼
ぐ
こ
と
が
主
目
的
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
わ
れ
る

事
態
も
生
じ
て
い
る
。

留
学
生
の
ア
ル
バ
イ
ト
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
学
業
を
妨
げ
な
い
範
囲
と
し

て
、
ほ
ぽ
週
二
0
時
問
(
た
だ
し
、
日
曜
祝
祭
日
及
び
留
学
生
の
所
属
す
る

教
育
機
関
の
休
暇
期
問
は
算
入
し
な
い
)
以
内
で
、
法
令
や
公
序
良
俗
に
反
し

な
い
ア
ル
バ
イ
ト
は
許
可
な
く
お
こ
な
え
る
。
そ
の
範
囲
を
こ
え
る
と
き
は
許

可
を
必
要
と
す
る
。
一
九
八
三
年
か
ら
就
学
生
に
も
こ
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
許
可
な
く
し
て
週
二
0
時
間
以
上
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し

て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
ア
ル
バ
イ
ト
に
時
問
を
と

ら
れ
、
学
業
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
す
る
場
合
も
生
じ
て
い
る
。

特
に
就
学
生
の
場
合
に
は
、
就
労
の
か
く
れ
蓑
に
利
用
す
る
と
か
、
入
国
手

続
に
法
外
な
あ
っ
せ
ん
料
を
と
る
就
労
プ
ロ
ー
カ
ー
の
存
在
や
、
日
本
語
学
校

の
教
育
内
容
の
質
の
問
題
が
あ
る
。

日
本
政
府
は
二
十
一
世
紀
に
は
十
万
人
の
留
学
生
を
受
け
入
れ
る
方
針
を
持

つ
て
ぃ
る
が
、
今
の
私
費
留
学
生
の
生
活
状
況
を
み
る
と
、
奨
学
金
の
拡
大
や

授
業
料
減
免
措
置
等
の
財
政
援
助
を
相
当
に
や
ら
な
い
と
、
留
学
の
目
的
は
達

成
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
留
学
生
・
就
学
生
の
ア
ル
バ
イ
ト

の
規
制
を
す
る
だ
け
で
は
だ
め
で
あ
る
。

四
定
住
難
民
の
問
題

一
九
七
五
年
五
月
三
日
米
国
船
に
救
助
さ
れ
た
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
が
千
葉

港
に
到
着
し
た
の
が
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
最
初
で
あ
る

゛
)
、

一
九
八
六
年
六
月
末
ま
で
に
八
三
五
六
名
が
到
着
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち

力
一
九
八
0
名
が
日
本
に
定
住
し
て
い
る
。
こ
れ
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
一
時
滞
留

中
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
日
本
{
疋
住
や
、
イ
ン
ド
シ
ナ
の
政
変
に
ょ
っ
て
帰
る

こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
留
学
生
や
研
修
生
の
日
本
定
住
を
あ
わ
せ
る
と
、
一

九
八
六
年
六
月
末
現
在
で
日
本
定
住
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
は
四
六
六
九
名
と
な

つ
て
い
る
。
(
政
府
は
一
万
名
ま
で
受
入
れ
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
J
 
こ
の

う
ち
就
職
し
て
い
る
の
が
二
0
二
五
名
(
う
ち
男
子
七
七
%
、
女
子
二
三
%
)

で
、
職
業
別
で
み
る
と
、
機
械
工
二
六
五
名
、
電
気
機
械
器
具
組
立
一
七
五
名
、

金
属
プ
レ
ス
エ
三
九
名
、
溶
接
王
二
六
名
が
上
位
を
占
り
現
場
で
の
作

業
に
従
事
し
て
い
る
者
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
(
法
務
省
入
国
管
理
局
編
、

昭
和
六
一
年
版
出
入
国
管
理
二
孟
三
三
頁
)
。
問
題
は
日
本
の
労
働
慣
行
に
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な
じ
め
ず
、
職
場
に
い
ず
ら
く
な
っ
て
や
め
て
い
く
事
例
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

難
民
に
関
し
て
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
政
治
的
目
的
で
は
な
く
経
済
的

理
由
で
難
民
と
な
っ
た
「
経
済
難
民
L
 
や
、
難
民
を
偽
装
し
て
入
国
し
よ
う
と

す
る
「
偽
装
難
民
」
の
受
入
れ
を
み
と
め
る
べ
き
か
ど
う
か
で
あ
る
。
な
ん
と

し
て
も
日
本
で
稼
ぎ
た
い
と
い
う
人
が
ふ
ぇ
て
い
る
こ
と
を
示
す
現
象
で
あ
る

が
、
本
当
の
難
民
と
そ
う
で
な
い
難
民
を
ど
う
区
別
す
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ

う

五
技
術
研
修
生
の
問
題

技
術
研
修
生
は
、
一
九
八
八
年
に
は
二
万
五
二
七
四
名
が
入
国
を
み
と
め
ら

れ
て
お
り
、
前
年
よ
り
三
五
・
ハ
%
も
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
約
九
0

%
が
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
来
て
い
る
。

技
術
研
修
生
は
、
日
本
の
公
私
の
機
関
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
技
術
、
技
能
、

知
識
の
修
得
を
お
こ
な
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
受
入
れ
機
関
と
し
て
は
、
国
際

協
力
事
業
団
の
よ
う
な
政
府
関
係
機
関
財
国
法
人
海
外
技
術
者
研
修
協
会
を

通
じ
て
研
修
生
を
よ
ぶ
場
合
、
民
間
企
業
が
そ
れ
ぞ
れ
の
研
修
計
画
を
た
て
て

よ
ぶ
場
合
と
が
あ
る
。

研
修
で
問
題
が
生
じ
る
の
は
、
民
問
企
業
で
研
修
と
は
名
ば
か
り
で
、
実
習

の
名
目
で
低
賃
金
で
働
か
せ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
ま
だ
熟
練
を
身
に

つ
け
て
い
な
い
の
で
、
末
熟
練
な
単
純
労
働
に
従
事
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
る
。

そ
う
な
る
と
単
純
労
働
者
を
入
れ
な
い
と
い
う
方
針
に
反
す
る
ば
か
り
か
、
そ

れ
を
逆
手
に
と
っ
て
就
労
の
隠
れ
蓑
と
し
て
研
修
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
0

政
府
は
国
際
協
力
の
一
事
業
と
し
て
技
術
研
修
制
度
を
拡
大
す
る
方
針
を
持

つ
て
い
る
。
現
在
単
純
労
働
の
入
国
を
き
び
し
く
規
制
し
て
い
る
の
で
、
か
え

つ
て
不
法
就
労
者
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
解
決
す
る
一
っ

の
政
策
と
し
て
、
技
術
研
修
生
を
ふ
や
し
、
一
定
期
間
日
本
で
研
修
を
う
け
て

技
能
を
身
に
つ
け
、
本
国
に
帰
っ
て
本
国
で
の
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
い

う
構
想
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
一
九
九
0
年
一
月
か
ら
労
働
省
は
「
外
国
人
基

礎
技
術
研
修
受
入
れ
事
業
L
 
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
事
業

が
そ
の
よ
う
な
発
想
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

そ
の
事
業
で
の
問
題
は
、
は
た
し
て
一
定
期
間
研
修
後
の
帰
国
が
強
制
で
き

る
の
か
ど
う
か
、
研
修
計
画
を
ど
れ
ほ
ど
き
ち
ん
と
立
て
ら
れ
る
か
ど
う
か
で

あ
る
。
日
本
の
教
育
訓
練
は
O
J
T
が
中
心
で
あ
り
、
仕
事
を
や
り
な
が
ら
学

ん
で
い
く
た
め
に
、
研
修
な
の
か
ど
う
か
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ

に
研
修
が
単
純
労
働
の
隠
れ
蓑
に
つ
か
わ
れ
る
大
き
な
原
因
が
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
研
修
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
分
ら
せ
る
働
か
せ
方
が
必
要
に
な
る
。

六
単
純
不
法
就
労
者
の
問
題

観
光
等
を
装
っ
て
入
国
し
て
就
労
し
た
り
、
在
留
期
問
が
す
ぎ
て
も
不
法
滞

在
し
て
就
労
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
不
法
就
労
者
」
が
ふ
ぇ
て
い
る
。
こ
れ

が
外
国
人
就
労
者
の
中
で
一
番
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
一
九
八
八
年
中
に
は
在

留
資
格
外
活
動
や
そ
れ
に
か
ら
ん
で
不
法
就
労
事
案
と
し
て
摘
発
さ
れ
た
の
は

万
四
千
三
百
十
四
人
に
も
の
ぽ
り
、
五
年
前
の
約
六
・
一
倍
の
増
加
と
な
っ

て
い
る
。
九
八
九
年
上
半
期
(
月
1
六
月
)
だ
け
で
も
、
す
で
に
過
去
最

高
の
九
千
百
十
人
に
も
な
っ
て
い
る
。
男
女
別
で
み
る
と
、
男
性
が
七
四
%

で
、
従
来
女
性
が
多
か
っ
た
の
が
逆
転
を
し
、
町
工
場
や
建
設
現
場
で
働
く
男

性
が
多
く
な
っ
た
。
都
道
府
県
別
の
摘
発
状
況
を
み
る
と
、
東
京
、
埼
玉
、
千
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葉
大
阪
神
奈
川
の
順
で
大
都
市
圏
に
集
中
し
て
い
る
が
、
し
だ
い
に
地
方

に
も
拡
が
っ
て
き
て
い
る
。
国
籍
別
で
は
一
九
八
三
年
以
来
ト
ッ
プ
だ
っ
た
フ

イ
リ
ピ
ン
に
代
わ
っ
て
、
パ
キ
ス
タ
ン
が
二
二
四
六
人
で
最
も
多
く
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
(
一
三
 
0
七
人
)
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ユ
(
一
六
一
五
人
)
、
韓
国
、
マ
レ
ー
シ

゛
、ノ

ア
、
タ
イ
の
順
で
二
九
力
国
に
及
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
で
て
き
た
数
字
は
摘
発

さ
れ
た
も
の
だ
け
で
あ
り
、
摘
発
さ
れ
な
い
で
「
不
法
就
労
」
し
て
い
る
者
の

数
は
一
五
万
人
を
こ
え
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

不
法
就
労
急
増
の
原
因
と
し
て
は
次
の
事
情
が
複
合
的
に
絡
み
あ
っ
て
い

る
。
①
日
本
と
不
法
就
労
外
国
人
の
送
出
国
と
の
経
済
・
所
得
格
差
が
大
き
い

こ
と
。
一
人
当
た
り
の
G
N
P
で
は
、
日
本
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
二
三
倍
、
パ
キ

ス
タ
ン
の
三
七
倍
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ユ
の
八
0
倍
に
も
な
っ
て
い
る
。
②
円
高

゛
、ノ

に
ょ
っ
て
日
本
で
稼
ぐ
メ
リ
ッ
ト
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
。
③
送
出
国
の
雇
用

事
情
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
。
④
こ
れ
ま
で
の
出
稼
ぎ
先
で
あ
っ
た
中
近
東
が

不
況
に
な
り
、
そ
こ
で
の
就
労
機
会
が
減
少
し
た
こ
と
。
⑤
日
本
の
中
小
零
細

企
業
士
木
建
築
で
人
手
不
足
に
な
り
、
風
俗
営
業
関
係
業
種
で
安
い
労
働
力

に
対
す
る
需
要
が
あ
る
こ
と
0
 
⑥
日
本
と
送
出
国
と
の
間
に
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
不

法
就
労
の
あ
っ
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
不
法
就

労
へ
の
需
要
と
供
給
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。

送
出
国
側
か
ら
み
れ
ぱ
、
失
業
者
が
海
外
に
移
動
す
れ
ぱ
失
業
率
が
低
下
す

る
と
と
も
に
、
出
稼
ぎ
送
金
に
ょ
っ
て
外
貨
を
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
。
そ
の
反
面
、
国
内
消
費
の
混
乱
や
自
国
の
生
産
能
力
の
低
下

等
の
問
題
が
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
生
じ
る
。

そ
れ
で
は
、
受
入
れ
国
で
あ
る
日
本
は
ど
う
対
処
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
節
も
あ
ら
た
め
て
み
て
み
ょ
う
。

七
外
国
人
労
働
者
入
の
可
否

こ
こ
で
は
、
不
法
就
労
者
を
念
頭
に
そ
の
導
入
の
可
否
を
論
じ
て
し
め
く
く

り
と
し
た
い
0

導
入
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
賛
否
両
論
い
り
み
だ
れ
て
い
る
。
賛
成
論
の
根
拠

は
、
①
労
働
力
不
足
の
分
野
が
あ
り
、
そ
こ
に
労
働
者
を
や
と
え
な
い
、
③
貧

し
い
国
か
ら
富
め
る
国
に
労
働
力
が
流
入
す
る
の
は
自
然
の
理
で
あ
り
、
経
済

大
国
で
あ
る
日
本
が
そ
の
繁
栄
を
分
か
ち
△
口
う
べ
き
で
あ
る
、
③
日
本
人
の
国

際
的
受
容
性
を
高
め
、
異
文
化
と
の
接
触
か
ら
国
際
化
に
貢
献
し
う
る
。
こ
れ

に
対
し
反
対
論
は
、
①
外
国
人
導
入
は
国
内
の
労
働
条
件
を
低
下
さ
せ
失
業

率
上
昇
に
つ
な
が
る
こ
と
、
②
外
国
の
救
済
の
た
め
に
外
国
の
失
業
者
を
受
け

入
れ
る
の
は
筋
違
い
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
国
の
雇
用
機
会
創
出
の
た
め
の
協
力

を
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
③
今
の
不
法
就
労
を
み
と
め
る
と
、
ダ
ー
テ

イ
ワ
ー
ク
を
外
国
人
に
押
し
つ
け
る
結
果
と
な
り
国
際
批
判
を
招
く
こ
と
、
④

人
種
的
対
立
や
差
別
観
を
助
長
さ
せ
、
社
会
不
安
を
う
む
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

等
を
あ
げ
て
い
る
。

以
上
の
と
お
り
賛
成
論
、
反
対
論
と
も
正
当
な
根
拠
を
も
つ
て
い
る
が
、
反

対
論
は
外
国
人
労
働
者
導
入
に
ょ
る
経
済
・
社
会
的
デ
メ
リ
ッ
ト
を
重
視
し
て
、

そ
れ
を
さ
け
る
た
め
に
導
入
反
対
を
主
張
し
て
い
る
の
に
対
し
、
賛
成
論
は
、

日
本
の
国
際
化
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

導
入
に
ょ
る
幣
害
は
制
度
に
ょ
っ
て
克
服
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

反
対
論
の
よ
う
に
外
国
人
導
入
の
障
壁
を
も
う
け
て
も
、
現
実
に
入
っ
て
く

る
者
の
保
護
を
、
不
法
滞
在
者
で
あ
る
と
し
て
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
労
働
基
準
法
上
の
保
護
や
社
会
保
障
社
会
福
祉
上
の
保
護
が
不
法

就
労
者
に
も
で
き
る
か
ぎ
り
の
保
護
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
賛
成
論
に
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し
て
も
、
ま
っ
た
く
自
由
に
外
国
人
労
働
者
を
、
入
す
る
と
い
う
主
張
で
は
な

く
、
幅
広
く
導
入
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
ょ
る
幣
害
は
規
制
せ
ざ
る
を
え
な

い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
反
対
論
賛
成
論
と
い
っ
て
も
一
刀
両
断
で

片
づ
く
問
題
で
は
な
く
、
経
済
、
労
働
、
社
会
文
化
上
生
じ
る
問
題
を
総
合

的
に
配
慮
し
た
対
策
を
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