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時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
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（
1
）

　
そ
の
起
源
す
る
と
こ
ろ
古
く
且
つ
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
實
艦
の
不
可
解
な
法
制
度
と
し
て
時
効
の
如
き
も
の
も
稀
で
あ
ろ
う
。

我
が
民
法
の
解
繹
論
上
も
時
効
の
効
力
と
時
効
の
援
用
、
時
効
の
中
断
と
既
到
力
ま
た
は
登
記
、
或
は
時
効
と
除
斥
期
間
と
の
關
係
な
ど
の
間
題

に
つ
い
て
學
読
は
封
立
し
到
例
も
ま
た
そ
の
態
度
を
一
貫
し
な
い
。
民
法
典
施
行
後
す
で
に
牛
世
紀
を
こ
え
な
が
ら
時
効
に
關
す
る
限
り
そ
の
多

く
の
問
題
に
つ
い
て
未
だ
定
読
を
見
な
い
の
が
現
歌
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
間
に
お
け
る
學
読
到
例
の
攣
遷
を
見
る
と
き
、
そ
こ
に
は

時
効
制
度
に
封
す
る
肚
會
の
要
求
と
も
云
う
べ
き
も
の
が
自
ず
か
ら
明
ら
か
と
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
學
読
の
論
孚
、
到
例
の
動
揺
も
こ
の
杜
會
的
要

求
に
癒
え
ん
と
す
る
努
力
に
他
な
ら
な
い
事
が
看
取
さ
れ
る
（
例
え
ば
援
用
椹
者
の
範
園
の
損
大
、
時
効
完
成
後
の
辮
濟
・
承
認
を
有
効
覗
す
る
傾
向
）
。



今
や
か
か
る
黙
を
考
慮
し
つ
つ
統
一
的
な
時
効
理
論
の
構
成
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

時
効
制
度
の
統
一
的
理
解
の
た
め
に
先
ず
問
わ
れ
る
べ
き
は
時
効
の
目
的
で
あ
り
、
攻
に
そ
の
目
的
に
奉
仕
す
べ
き
時
効
の
構
造
で
あ
る
。
時

効
の
援
用
と
中
断
と
は
時
効
理
論
に
お
い
て
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
主
要
な
間
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
の
「
相
互
の
關
係
」
に
つ
い

て
は
從
來
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
私
は
こ
の
二
つ
の
制
度
の
「
相
互
の
關
係
」
こ
そ
が
我
が
民
法
に
お
け
る
時
効
の
構
造
を
決
定
す
る
も
の
と
考
え
る
。
援
用
と
中
断
と
の
相
互

關
係
を
軸
と
す
る
時
効
理
論
の
構
成
、
こ
れ
が
本
稿
の
主
題
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
現
行
の
時
効
制
度
は
そ
の
源
を
ロ
ー
マ
法
に
迄
遡
る
。
帥
ち
ロ
！
マ
法
に
お
い
て
は
取
得
時
効
（
q
の
雄
畠
且
o
）
と
消
滅
時
効
（
づ
醤
①
8
艮
娼
試
o
①
釜
註
β
o
－

　
　
菖
＜
”
）
と
が
別
々
の
登
達
を
途
げ
前
者
が
善
意
占
有
者
の
縫
綾
占
有
を
要
件
と
す
る
所
有
椹
の
取
得
時
効
な
る
の
に
封
し
後
者
は
時
効
期
間
内
に
お
け
る
訴
の
不

　
　
提
起
を
要
件
と
す
る
訴
灌
時
効
で
あ
つ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
U
R
5
ご
9
目
僻
∪
餌
β
盆
辟
①
β
ど
ω
・
認
9
古
來
の
我
が
法
制
に
時
効
が
存
在
し
た
か
否
か
に
つ
い

　
　
て
は
箏
あ
り
、
岩
田
氏
は
こ
れ
を
否
定
さ
れ
る
が
（
日
本
民
法
史
、
八
三
頁
）
、
瀧
川
氏
は
李
安
末
期
以
後
認
め
ら
れ
た
年
紀
法
（
又
は
年
序
法
）
を
慣
習
法
と

　
　
し
て
成
立
せ
る
時
効
法
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
（
日
本
法
制
史
、
　
一
六
二
頁
）
。
當
時
行
わ
れ
た
年
紀
法
制
定
の
理
由
と
し
て
は
採
護
上
の
理
由
、
椹
利
關
係

　
　
の
不
明
確
か
ら
生
ず
る
杜
會
経
濟
的
不
利
猛
、
長
期
占
有
者
の
保
護
等
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
法
の
趣
旨
が
現
在
の
時
効
制
度
の
そ
れ
に
類
似
す
る
も
の
で

　
　
あ
つ
た
事
は
推
察
さ
れ
る
（
瀧
川
、
前
掲
三
一
五
頁
）
。

二

　
時
効
の
目
的
は
何
塵
に
あ
り
や
と
の
黙
に
關
し
て
は
、
從
來
、
こ
れ
を
批
會
秩
序
の
維
持
に
求
め
る
読
と
、
詮
強
保
全
の
困
難
を
救
う
と
云
う

探
謹
上
の
理
由
に
時
効
の
肩
的
を
見
る
論
と
が
翼
立
し
て
い
る
。
杜
會
秩
序
維
持
読
の
立
場
に
立
つ
我
妻
教
授
に
依
れ
ば
、
「
一
定
の
事
實
状
態

が
永
績
す
る
と
き
は
、
枇
會
は
、
こ
れ
を
正
當
な
も
の
と
信
頼
し
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
種
々
の
法
律
關
係
を
築
き
上
げ
る
。
從
つ
て
、
後
日

こ
れ
を
覆
え
し
て
、
正
當
な
穫
利
關
係
に
ひ
き
戻
す
こ
と
は
、
そ
の
上
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
肚
會
の
法
律
關
係
を
悉
く
覆
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
（
四
三
七
）



　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
（
四
三
八
）

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ち
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
も
　
　
　
じ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
む

故
に
、
法
律
は
杜
會
の
法
律
關
係
の
安
定
の
た
め
に
、
一
定
の
期
間
櫃
績
し
た
事
實
状
態
は
、
そ
の
ま
ま
こ
れ
を
法
律
關
係
と
な
し
、
こ
れ
を
覆

え
さ
な
い
こ
と
が
至
當
だ
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
時
効
制
度
の
根
本
的
な
存
在
理
由
は
、
こ
こ
に
存
す
る
。
（
中
略
）
永
績
し
た
事
實
状
態

が
、
果
し
て
正
當
な
法
律
關
係
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
確
實
な
謹
嫁
に
よ
つ
て
到
断
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
永
績
し
た
事
實
關
係

を
そ
の
ま
ま
正
當
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
は
、
却
つ
て
眞
實
に
適
す
る
蓋
然
性
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
た
と
え
眞
實
に
反
し

て
い
る
と
し
て
も
、
永
年
の
間
自
分
の
穂
利
を
主
張
し
な
か
つ
た
者
は
、
権
利
の
上
に
眠
つ
て
い
た
者
で
あ
つ
て
、
法
律
の
保
護
に
値
し
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ち
　
　
　
む
　
　
　
め
　
　
　
ヤ
　
　
　
む
　
　
　
ヤ
　
　
　
じ
　
　
し
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
む
　
　
　
じ
　
　
　
む
　
　
　
も

も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
謹
檬
保
全
の
困
難
を
救
濟
す
る
こ
と
と
、
構
利
の
上
に
眠
つ
て
い
る
者
を
保
護
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
時
効
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

度
の
第
二
次
的
な
存
在
理
由
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
。
か
か
る
見
解
に
繋
し
て
探
謎
読
は
反
論
す
る
。
帥
ち
肚
會
秩
序
維
持
の
理
由
は
取
得
時
効

の
み
を
眼
中
に
置
く
も
の
で
あ
り
、
又
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
魅
會
秩
序
と
云
う
公
釜
を
そ
の
根
擦
と
し
な
が
ら
時
効
の
援
用
・
放
棄
・
中
断
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
黙
に
つ
い
て
は
全
く
占
有
者
封
所
有
者
、
債
穫
者
封
債
務
者
と
云
う
個
別
的
相
勤
的
關
係
の
み
が
間
題
と
さ
れ
公
釜
は
無
親
さ
れ
て
い
る
。
更

に
ま
た
時
効
完
成
後
の
承
認
・
辮
濟
の
有
効
性
は
肚
會
秩
序
維
持
読
の
う
ち
時
効
の
効
果
が
時
効
完
成
と
同
時
に
確
定
的
に
生
ず
る
と
す
る
詮
も

し
く
は
解
除
條
件
的
に
生
ず
る
と
す
る
読
か
ら
は
論
明
不
可
能
で
あ
り
、
停
止
條
件
読
も
援
用
権
な
る
椹
利
を
認
め
る
以
上
こ
の
貼
の
解
決
に
充

　
　
　
　
　
（
4
）

分
で
は
な
い
と
。
か
く
し
て
、
探
謎
読
は
、
時
効
の
目
的
乃
至
根
接
を
探
謹
上
の
困
難
の
救
濟
と
云
う
軍
一
の
理
由
に
限
定
し
て
統
一
的
な
時
効

理
論
の
構
成
を
試
み
る
。
印
ち
探
謹
論
の
立
場
に
立
っ
吾
妻
教
授
に
從
え
ば
、
長
期
間
に
わ
た
る
穫
利
の
不
行
使
は
樺
利
の
存
否
に
つ
い
て
の
客

観
的
不
明
確
を
來
し
、
か
つ
そ
れ
が
権
利
不
成
立
叉
は
消
滅
の
蓋
然
性
を
示
す
こ
と
が
時
効
の
根
本
的
理
由
な
り
と
さ
れ
る
（
占
有
の
綴
績
も
亦
同

じ
）
。
從
っ
て
、
教
授
に
よ
れ
ば
、
債
穫
成
立
時
よ
り
一
定
期
間
椹
利
不
行
使
の
歌
態
が
存
績
す
る
と
き
、
法
は
、
こ
の
事
實
の
み
を
以
て
穫
利
消

滅
を
基
礎
づ
け
る
べ
ぎ
有
力
な
讃
檬
（
他
の
人
讃
・
書
謹
に
優
越
す
る
）
と
認
め
た
の
で
あ
り
、
時
効
中
断
事
由
は
こ
の
謹
振
を
破
り
得
べ
き
反
封

　
　
　
　
　
　
　
バ
ぢ
ロ

誰
擦
に
他
な
ら
な
い
。
時
効
の
目
的
に
つ
い
て
の
か
か
る
二
つ
の
立
場
の
封
立
を
見
る
と
き
、
時
効
の
根
本
的
根
擦
を
軍
一
の
も
の
に
還
元
し
て

一
貫
せ
る
時
効
理
論
の
定
立
を
行
つ
た
採
鐙
読
の
業
績
は
高
く
評
慣
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
黙
、
從
來
の
肚
會
秩
序
維
持
読
の
態
度
が
極
め
て



曖
昧
で
そ
の
詮
明
が
論
理
的
賑
絡
を
歓
い
て
い
た
事
は
争
わ
れ
な
い
（
肚
會
秩
序
維
持
の
理
由
が
專
ら
取
得
時
効
の
根
擦
と
さ
れ
時
効
中
噺
が
「
椹
利
の
上

に
眠
る
者
」
の
法
理
か
ら
説
明
さ
れ
る
如
し
。
こ
の
一
ぢ
の
原
理
が
互
に
如
何
な
る
關
係
に
あ
る
か
は
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
な
い
）
。
し
か
し
な
が
ら
探
誰
理
由
は

果
し
て
我
が
民
法
の
時
効
制
度
の
目
的
乃
至
根
嫁
と
し
て
探
り
得
る
も
の
で
あ
る
か
、
杜
會
秩
序
維
持
の
理
由
は
探
誰
読
の
指
摘
す
る
よ
う
な
矛

盾
の
故
に
棄
て
さ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
。
こ
の
黙
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
見
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

　
第
一
に
探
謹
理
由
に
つ
い
て
み
る
と
、
長
期
に
わ
た
る
権
利
の
不
行
使
、
占
有
の
綴
績
は
権
利
の
沿
滅
・
占
有
者
の
本
樒
を
推
測
せ
し
め
る
。

こ
の
事
實
は
採
謹
設
の
読
く
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
事
實
か
ら
他
の
す
べ
て
の
書
謹
・
人
詮
を
破
る
張
力
な
謹
明
力
を
ひ
き
出
す
事
は
疑
問
で
あ

　
　
　
　
　
ち
　
　
　
む

る
。
か
か
る
推
測
が
時
間
の
経
過
の
み
で
誰
明
力
に
迄
高
ま
る
と
す
る
の
は
論
理
の
飛
躍
で
あ
る
し
、
我
が
民
訴
法
上
の
自
由
心
誰
主
義
（
民
訴

法
一
八
五
條
）
に
も
抵
鰯
す
る
。
ま
た
採
謹
詮
に
お
い
て
は
時
効
期
間
は
権
利
消
滅
の
蓋
然
性
を
示
す
も
の
だ
か
ら
こ
れ
は
長
期
に
わ
た
れ
ば
わ
た

る
ほ
ど
そ
の
合
理
性
を
高
め
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
然
り
と
す
れ
ば
こ
の
立
場
よ
り
し
て
は
権
利
の
種
類
・
性
質
に
從
つ
て
時
効
期
間
が
異
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

事
實
は
理
解
に
苦
し
む
し
、
近
時
ま
す
ま
す
増
大
の
傾
向
に
あ
る
短
期
清
滅
時
効
を
時
効
理
論
か
ら
閉
め
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
從
來
の
探
讃
読
の
立
場
に
お
い
て
客
観
的
詮
擦
法
則
た
る
時
効
が
何
故
に
當
事
者
の
援
用
を
必
要
と
す
る
か
（
民
法
一
四
五
條
は
民
訴
法
が

辮
論
主
義
を
探
る
以
上
は
無
用
の
規
定
で
あ
る
か
）
、
及
び
我
が
民
法
上
公
信
力
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
登
記
が
何
故
に
権
利
存
否
に
關
す
る
客
観
的
讃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
畠

嬢
法
則
た
る
時
効
を
中
断
し
得
る
ほ
ど
に
強
い
謹
明
力
を
有
す
る
か
等
の
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
理
由
よ
り
し
て
私
は
探
誰
理
由
を
時
効
の
根
嫁
と
す
る
事
に
疑
問
を
持
つ
。
歴
史
は
時
効
が
訴
訟
上
の
制
度
と
し
て
襲
達
し
た
事
を
我

々
に
教
え
る
け
れ
ど
も
（
例
え
ば
官
ー
マ
法
）
、
こ
の
こ
と
は
法
史
的
に
訴
訟
が
實
髄
法
に
先
行
し
古
代
法
制
が
訴
訟
一
元
的
に
構
成
せ
ら
れ
て
い

た
と
云
う
背
景
の
も
と
に
理
解
さ
る
べ
き
で
、
現
行
法
上
時
効
を
如
何
に
把
握
す
る
か
と
の
瓢
に
つ
い
て
直
接
の
根
擦
を
與
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　
次
に
、
駐
會
秩
序
維
持
論
の
多
く
が
時
効
の
第
二
次
的
附
随
的
な
目
的
と
し
て
か
か
げ
る
「
椹
利
の
上
に
眠
る
も
の
」
は
保
護
せ
ず
と
の
理
由

は
時
効
を
根
橡
づ
け
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
か
。
民
法
一
四
七
條
一
號
二
號
は
権
利
行
使
に
つ
い
て
時
効
中
断
の
効
果
を
認
め
て
い
る
か
ら
権
利

　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
噺
と
の
關
孫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
唱
　
　
　
（
四
三
九
）



　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
（
四
四
〇
）

者
が
穫
利
の
行
使
を
怠
つ
た
場
合
の
効
果
が
時
効
で
あ
り
、
こ
の
黙
か
ら
す
れ
ば
「
穫
利
の
上
に
眠
る
も
の
」
の
法
理
が
時
効
の
根
嫁
を
爲
す
と

云
う
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
法
理
は
元
來
、
禁
反
言
の
法
則
も
し
く
は
英
法
上
の
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
原
則
（
＜
Φ
巳
お
8
馨
β
貯
。
言
暮

胃
o
肩
ビ
β
雷
ε
奢
9
薯
8
且
琶
ぜ
）
に
基
く
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
、
何
人
も
自
ら
の
権
利
の
不
行
使
に
つ
い
て
相
手
方
に
正
當
な
信
頼
を
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
（
8
）

だ
か
せ
た
な
ら
ぱ
、
後
に
至
つ
て
突
如
と
し
て
椹
利
行
使
に
出
る
事
は
信
義
誠
實
に
反
す
る
と
致
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
こ
の
法
理
が
時
効
制
度
と
密
接
な
關
係
を
持
つ
事
は
疑
な
い
。
し
か
し
時
効
の
根
擦
を
信
義
則
に
求
め
る
な
ら
、
當
事
者
間
の
具
髄
的
個
別
的

事
情
に
時
効
の
効
果
を
か
か
ら
し
め
る
こ
と
と
な
り
時
効
制
度
の
書
一
的
定
型
的
蓮
用
は
不
可
能
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
の
観
黙
よ
り
す
れ
ば
時
効

期
間
の
一
定
し
て
い
る
事
は
既
に
不
合
理
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
時
効
の
要
件
も
権
利
の
不
行
使
、
占
有
の
糧
績
と
云
う
よ
う
な
外
形
的
な
も
の

で
は
不
足
で
、
そ
こ
に
は
更
に
穫
利
不
行
使
者
に
封
す
る
何
等
か
の
主
観
的
非
難
が
加
わ
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
更
に
信
義
に
則
つ
て
行
動
す
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

は
構
利
者
と
義
務
者
双
方
に
要
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
り
と
す
れ
ば
時
効
の
要
件
と
し
て
當
事
者
一
方
の
み
の
容
態
を
要
求
す
る
我
が
民

法
の
態
度
は
背
理
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
時
効
は
信
義
則
以
外
の
何
等
か
の
目
的
に
奉
仕
す
る
制
度
で
あ
り
時
効
の
効
果
は
當
事
者
間
の
具
髄
的

個
別
的
事
情
と
は
無
關
係
に
稜
生
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
信
義
則
に
基
く
當
事
者
間
の
要
當
な
解
決
は
こ
の
形
式
的
な
時
効
要
件
か
ら
生
ず

る
べ
き
効
果
を
前
提
と
し
て
始
め
て
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
帥
ち
信
義
則
（
も
し
く
は
「
権
利
の
上
に
眠
る
も
の
」
の
法
理
）
は
時
効
を

積
極
的
に
理
由
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
効
の
修
正
乃
至
補
正
原
理
と
し
て
働
く
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
こ
の
鮎
に
つ
い
で
は
中
噺
に

關
聯
し
て
再
論
す
る
）
。

　
か
く
し
て
私
は
肚
會
秩
序
の
維
持
す
な
わ
ち
一
般
的
法
的
安
定
性
を
時
効
の
目
的
と
見
る
多
歎
読
を
正
當
と
考
え
る
。
し
か
し
こ
こ
に
肚
會
秩

序
と
云
い
法
的
安
定
性
と
云
う
も
極
め
て
漢
然
た
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
冤
れ
な
い
。
お
よ
そ
法
が
肚
會
規
範
た
る
以
上
、
肚
會
秩
序
を
飢
し
法

的
安
定
性
に
反
す
る
法
制
度
と
云
う
も
の
は
ナ
ソ
セ
ン
ス
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
更
に
正
確
な
定
義
が
必
要
と
な
る
。
ま
ず
間
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事

　
　
　
　
　
む
　
　
セ
　
　
ヤ
　
　
ヒ
　
　
む

は
、
時
効
の
直
接
の
眼
目
が
、
個
別
的
権
利
者
封
義
務
者
も
し
く
は
所
有
者
封
占
有
者
の
關
係
に
お
け
る
法
的
安
定
性
に
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
時



効
の
封
象
た
る
椹
利
義
務
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
園
に
成
立
す
る
一
般
的
事
實
秩
序
に
お
け
る
法
的
安
定
性
に
あ
る
か
と
云
う
間
題
で
あ
る
．
通

読
は
民
法
一
四
五
條
を
根
擦
と
し
て
時
効
に
か
か
る
べ
き
穫
利
義
務
の
當
事
者
に
時
効
援
用
権
を
認
め
、
時
効
の
効
果
を
こ
の
援
用
権
の
行
使
に

か
か
ら
し
め
る
。
こ
れ
は
時
効
の
直
接
の
封
象
を
権
利
者
封
義
務
者
も
し
く
は
所
有
者
翼
占
有
者
と
云
う
個
別
關
係
に
限
定
し
、
時
効
の
効
果
を

當
事
者
の
支
配
に
委
ね
る
も
の
で
あ
り
、
時
効
を
抗
辮
権
と
し
て
構
成
す
る
ド
イ
ッ
民
法
と
同
じ
く
、
個
別
關
係
に
お
け
る
法
的
安
定
性
を
直
接

に
志
向
す
る
も
の
と
云
え
る
。
し
か
し
私
見
に
依
れ
ば
民
法
一
四
五
條
は
必
ず
し
も
こ
の
立
場
を
根
撮
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
（
こ
の
黙
は
援
用
椹

の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
る
）
、
更
に
我
が
民
法
の
規
定
の
艦
裁
や
他
の
條
丈
と
の
關
聯
か
ら
見
る
と
、
我
が
民
法
の
時
効
制
度
は
む
し
ろ
一
般
的
法

的
安
定
性
を
直
接
に
め
ざ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
黙
を
詳
論
す
れ
ば
、
我
が
民
法
は
第
一
に
取
得
時
効
と
沿
滅
時
効
と
を
一
括
し
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
爾
者
に
共
通
す
る
目

的
設
定
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
取
得
時
効
に
つ
い
て
見
れ
ば
長
期
間
に
わ
た
る
占
有
を
信
頼
し
て
そ
の
上
に
法
律
關
係
を
築
く
第
三
者

を
保
護
す
る
た
め
に
當
該
事
實
關
係
を
法
律
關
係
に
ま
で
高
め
る
こ
と
を
以
て
そ
の
目
的
と
す
る
の
は
多
く
論
ず
る
要
を
見
ぬ
で
あ
ろ
う
。
取
得

時
効
の
か
か
る
目
的
は
動
産
取
引
に
つ
い
て
は
民
法
一
九
二
條
に
依
り
充
分
に
果
さ
れ
て
い
る
が
、
不
動
産
取
引
に
つ
い
て
は
登
記
に
公
信
力
が

な
い
限
り
時
効
制
度
の
嚢
動
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
（
奮
民
法
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
等
が
即
時
取
得
を
時
効
の
カ
テ
ゴ
リ
ィ
に
入
れ
て
い
る
こ
と
は
、
即
時
取

得
が
時
間
の
紹
過
を
要
件
と
し
な
い
故
に
不
合
理
で
あ
る
と
し
て
學
者
の
非
難
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
事
實
は
こ
れ
ら
の
制
度
が
と
も
に
一
定
の
外
部
的
態

容
を
要
件
と
し
て
事
實
欺
態
を
椹
利
に
ま
で
高
め
る
法
政
策
的
制
度
た
る
こ
と
を
思
合
せ
れ
ぱ
甚
だ
興
味
深
い
）
。
問
題
と
な
る
の
は
消
滅
時
効
に
つ
い
て
も

か
か
る
一
般
第
三
者
保
護
な
る
理
由
が
成
立
つ
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
清
滅
時
効
は
主
と
し
て
債
椹
に
つ
い
て
そ
の
實
効
性
が
あ
る
か
ら
債
椹

を
封
象
と
し
て
老
え
て
見
る
と
、
物
穫
と
異
つ
て
債
権
は
債
椹
者
封
債
務
者
と
云
う
特
定
さ
れ
た
個
人
の
間
の
關
係
で
成
立
す
る
権
利
だ
か
ら
、

債
椹
の
時
効
消
滅
に
封
し
て
一
般
第
三
者
の
關
與
す
る
可
能
性
に
疑
問
が
持
た
れ
得
る
。
し
か
し
一
般
的
に
債
権
に
封
す
る
第
三
者
の
關
與
と
云

う
黙
に
つ
い
て
は
既
に
不
法
行
爲
の
分
野
で
は
疑
間
の
飴
地
は
な
い
し
、
債
権
の
不
行
使
と
云
う
面
に
こ
れ
を
限
定
し
て
み
て
も
我
が
民
法
四
二

　
　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
四
四
一
）



　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
（
四
四
二
）

三
條
、
四
二
四
條
は
第
三
者
介
入
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
蓮
帯
債
務
者
、
保
謹
人
、
蓮
帯
保
詮
人
、
物
上
保
讃
人
、
抵
當
不
動
産
の
第
三
取

得
者
、
潜
構
相
績
人
よ
り
相
績
財
産
を
譲
受
け
た
者
は
い
ず
れ
も
特
定
の
債
穫
を
中
心
と
し
て
法
律
關
係
を
形
成
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
者
に

封
し
て
當
該
債
椹
の
不
行
使
か
ら
生
じ
た
事
實
的
秩
序
に
帥
し
た
保
護
が
要
求
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
ま
た
取
引
は
明
確
な
穫
利
朕

態
を
必
要
と
す
る
。
糧
績
か
つ
反
覆
し
て
行
わ
れ
る
現
下
の
取
引
に
お
い
て
穫
利
が
不
行
使
の
ま
ま
放
置
せ
ら
れ
て
い
る
不
安
定
な
朕
態
は
取
引

一
般
の
利
釜
か
ら
見
て
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
穰
利
不
行
使
か
ら
生
じ
た
事
實
的
秩
序
に
即
し
て
奮
い
法
律
關
係
を
決
濟
整

理
す
る
必
要
を
生
ず
る
（
こ
こ
に
消
滅
時
効
と
除
斥
期
間
の
親
近
關
係
が
あ
る
。
爾
者
の
根
本
的
差
異
は
そ
の
目
的
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
援
用
．
中
断
の
有
無

と
云
う
構
造
上
の
匿
別
に
蹄
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
祉
會
秩
序
の
維
持
と
具
豊
的
妥
當
性
と
の
二
つ
の
理
念
の
バ
ラ
ソ
ス
が
時
効
に
お
け
る
と
除
斥

期
間
に
お
け
る
と
で
違
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
他
な
ら
な
い
）
。
こ
う
し
て
、
清
滅
時
効
も
ま
た
、
軍
に
當
事
者
間
の
間
題
た
る
に
止
ら
ず
肚
會
秩
序
の

維
持
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
る
。
取
得
時
効
と
溝
滅
時
効
を
峻
別
し
浩
滅
時
効
の
封
象
と
請
求
樺
に
限
定
し
な
が
ら
も
、
物
権
的
請
求
権
を
時
効
滑

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

滅
さ
せ
る
事
に
依
り
物
穫
自
艦
に
沿
滅
時
効
を
認
め
る
と
ほ
ぼ
同
一
の
結
果
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
ド
イ
ッ
民
法
に
比
較
し
て
、
取
得
時
効
と
消
滅

時
効
と
を
統
一
的
に
規
定
し
、
か
つ
原
則
と
し
て
時
効
の
封
象
た
る
椹
利
を
制
限
し
な
い
我
が
民
法
は
、
よ
り
直
裁
に
事
理
を
把
握
す
る
も
の
と

云
え
よ
う
。

　
次
に
、
ド
イ
ッ
民
法
と
の
比
較
に
お
い
て
我
が
民
法
の
特
色
を
爲
す
の
は
、
我
が
民
法
の
時
効
停
止
事
由
が
甚
だ
狭
い
こ
と
で
あ
る
。
帥
ち
ド

イ
ッ
民
法
は
時
効
停
止
を
国
①
目
目
昌
昌
鴫
と
ト
琶
薮
凌
冨
目
白
眉
ロ
駒
と
に
分
つ
。
前
者
は
時
効
進
行
の
停
止
で
あ
り
後
者
は
時
効
完
成
の
停
止

で
あ
る
。
停
止
は
元
來
、
櫨
利
者
が
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
又
は
期
待
出
來
な
い
よ
う
な
事
情
の
あ
る
場
合
に
時
効
の
効
果
を

認
め
る
の
は
こ
の
者
に
封
し
て
苛
酷
で
あ
る
と
の
考
え
に
基
く
。
我
が
民
法
が
そ
の
停
止
事
由
と
し
て
ト
げ
鼠
硅
の
富
目
目
娼
β
鴫
を
認
め
る
に
止

ま
り
山
Φ
目
目
目
昌
碗
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
我
が
民
法
の
時
効
制
度
が
專
ら
肚
會
一
般
の
利
釜
を
そ
の
目
的
と
し
、
個
人
の
意
思
乃
至
能
力
と
云
う

よ
う
な
具
禮
的
個
別
的
事
情
か
ら
時
効
を
進
行
さ
せ
な
い
場
合
を
廣
げ
れ
ば
時
効
本
來
の
制
度
目
的
を
達
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。



　
更
に
時
効
の
効
果
と
し
て
ド
イ
ッ
民
法
ニ
ニ
ニ
條
が
義
務
者
は
給
付
を
拒
絶
す
る
椹
利
を
有
す
と
規
定
し
て
い
る
の
に
封
し
我
が
民
法
は
「
構

利
ヲ
取
得
ス
」
、
「
椹
利
ハ
溝
滅
ス
」
と
規
定
す
る
（
一
六
二
條
、
一
六
七
條
等
）
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
ド
イ
ッ
普
通
法
上
、
時
効
の
効
果
に
つ
い
て
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珍
）

じ
た
強
効
力
読
（
の
蝕
民
Φ
8
白
導
ざ
β
魑
茜
8
昌
Φ
）
と
弱
効
力
読
（
ω
9
≦
ぎ
富
3
≦
一
罠
仁
β
鴨
序
8
昌
o
）
と
の
封
立
が
注
目
さ
れ
る
。
ヴ
ィ
ン
ト

シ
ャ
イ
ト
及
び
ド
イ
ッ
大
審
院
に
代
表
さ
れ
る
彊
効
力
読
が
時
効
に
依
り
債
穫
自
鰹
が
清
滅
す
る
と
主
張
す
る
の
に
封
し
て
、
サ
ピ
ニ
イ
、
デ
ル

ソ
ブ
ル
ヒ
等
に
代
表
さ
れ
る
弱
効
力
読
は
時
効
の
結
果
と
し
て
債
穣
は
な
お
存
績
す
る
が
椹
利
者
は
自
己
の
椹
利
を
強
制
的
に
實
現
す
る
手
段
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

奪
わ
れ
る
と
読
く
。
時
効
本
來
の
目
的
た
る
杜
會
秩
序
の
維
持
と
云
う
公
釜
上
の
必
要
の
た
め
に
は
前
者
が
よ
り
徹
底
し
た
立
場
に
あ
る
。
而
し

て
ド
イ
ッ
民
法
典
が
弱
効
力
読
の
立
場
よ
り
し
て
時
効
の
効
果
を
抗
辮
椹
と
し
て
構
成
し
た
の
に
封
し
我
が
民
法
の
規
定
は
む
し
ろ
彊
効
力
読
に

属
す
る
も
の
と
云
え
る
。

　
最
後
に
、
民
法
二
八
九
條
、
二
九
〇
條
の
規
定
も
我
が
民
法
の
時
効
の
目
的
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
最
も
合
理
的
に
理
解
さ
れ
得
る
と
思

わ
れ
る
。
帥
ち
民
法
二
八
九
條
に
依
る
と
承
役
地
の
占
有
者
が
取
得
時
効
の
要
件
を
み
た
す
占
有
を
し
た
場
合
に
、
占
有
者
は
時
効
に
依
り
承
役

地
の
所
有
権
を
原
始
取
得
す
る
結
果
、
そ
の
上
に
存
在
し
た
負
櫓
た
る
地
役
椹
は
滑
滅
す
る
。
こ
れ
は
當
然
の
事
理
で
あ
る
が
、
間
題
は
こ
の
條

文
を
受
け
て
規
定
し
て
い
る
民
法
二
九
〇
條
の
解
繹
に
あ
る
。
本
條
に
依
れ
ば
「
前
條
ノ
沿
滅
時
効
（
こ
れ
が
承
役
地
に
つ
い
て
の
取
得
時
効
の
意
味

で
あ
る
事
は
疑
な
い
）
ハ
地
役
権
者
力
其
権
利
ヲ
行
使
ス
ル
ニ
因
リ
テ
中
断
ス
」
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
趣
旨
が
民
法
二
八
九
條
の
原
則
を
無
條
件

に
適
用
し
た
場
合
の
地
役
権
者
に
鋤
す
る
苛
酷
な
結
果
を
救
う
ヒ
と
に
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
條
文
に
關
し
て
通
読
は
承
役
地
が
時
効

取
得
さ
れ
る
前
に
地
役
椹
者
が
そ
の
穂
利
を
行
使
す
れ
ば
、
取
得
時
効
の
基
礎
た
る
占
有
は
地
役
権
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
從
つ
て
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

役
地
が
時
効
取
得
さ
れ
て
も
地
役
穫
は
滑
滅
し
な
い
。
民
法
二
九
〇
條
は
こ
の
趣
旨
を
表
す
と
論
く
。
こ
の
読
は
保
護
さ
る
べ
き
は
地
役
穫
の
み

と
す
る
黙
で
結
論
的
に
は
正
し
い
け
れ
ど
も
民
法
二
九
〇
條
が
「
時
効
」
の
「
中
断
」
に
關
す
る
規
定
た
る
こ
と
を
無
親
す
る
も
の
と
云
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
け
だ
し
地
役
椹
者
の
椹
利
行
使
が
必
ず
し
も
取
得
時
効
の
基
礎
た
る
占
有
を
制
限
す
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
た
時
効
の
封
象
を
占

　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
四
四
三
）



　
　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
四
四
四
）

有
者
封
所
有
権
者
の
關
係
に
限
定
す
る
從
來
の
學
読
よ
り
す
れ
ば
、
所
有
者
が
中
断
し
な
い
の
に
第
三
者
た
る
地
役
穫
者
が
所
有
槽
の
取
得
時
効

を
中
断
出
來
る
と
す
る
理
論
的
根
接
は
薄
弱
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
は
民
法
二
九
〇
條
は
時
効
を
杜
會
秩
序
の
維
持
を
直
接
に
志
向
す
る
封
第
三
者

的
制
度
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
最
も
合
理
的
に
読
明
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。
帥
ち
時
効
制
度
が
時
効
に
か
か
る
べ
き
構
利
義
務
を
中
心
と
し
て

そ
の
周
園
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
秩
序
の
維
持
を
め
ざ
す
も
の
た
る
以
上
、
當
該
椹
利
義
務
の
存
否
に
利
害
關
係
あ
る
も
の
は
原
則
と
し
て
時
効
の

援
用
も
し
く
は
中
断
が
出
來
る
筈
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
者
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
立
場
に
お
い
て
且
つ
自
ら
の
利
釜
の
限
度
ま
で
時
効
制
度
を
利

用
出
來
る
こ
と
に
な
る
。
民
法
二
九
〇
條
の
場
合
に
は
地
役
椹
者
は
自
己
と
占
有
者
と
の
關
係
に
お
い
て
承
役
地
の
取
得
時
効
を
中
断
す
る
の
で

あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
地
役
穫
は
存
績
し
た
ま
ま
に
占
有
者
は
承
役
地
を
時
効
取
得
す
る
と
解
せ
ら
れ
る
（
中
噺
の
か
か
る
相
封
的
効
果
に
つ
い
て

は
後
述
）
。

　
以
上
の
よ
う
な
論
嫁
か
ら
私
は
時
効
の
目
的
を
肚
會
秩
序
の
維
持
、
帥
ち
時
効
に
か
か
る
べ
き
穫
利
義
務
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
園
に
形
成
さ

れ
た
生
活
關
係
の
安
定
に
あ
る
と
考
え
る
。
短
期
滑
滅
時
効
に
つ
い
て
読
か
れ
る
取
引
の
早
期
決
濟
と
云
う
理
由
は
こ
の
根
本
目
的
の
一
表
現
に

す
ぎ
な
い
。

　
（
2
）
　
我
妻
、
民
法
総
則
、
三
三
八
頁

　
（
3
）
　
吾
妻
、
私
法
に
於
け
る
時
効
制
度
の
意
義
（
法
協
四
八
巻
二
號
）
、
　
一
八
O
頁

　
（
4
）
　
吾
妻
、
前
揚
一
八
八
頁

　
（
5
）
，
吾
妻
、
前
掲
二
一
一
頁
。
山
中
教
授
も
こ
の
立
場
に
立
た
れ
る
（
「
時
効
制
度
の
本
質
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
號
）
。
こ
の
立
場
に
似
て
非
な
る
も
の
に
、
エ
ソ
ネ

　
　
ク
ツ
ェ
ル
ス
、
濁
民
法
草
案
等
に
代
表
さ
れ
る
折
衷
的
採
謹
説
が
あ
る
。
国
H
5
8
8
唐
甲
2
甘
づ
Φ
呂
Φ
気
博
b
Φ
げ
昌
娼
o
げ
傷
霧
国
O
函
戸
一
〇
㎝
♪
ω
・
O
鵠
旧

　
　
冒
o
銭
＜
Φ
一
｝
ω
ω
。
図
o
o
P
器
ビ
こ
の
読
は
、
時
効
の
目
的
が
一
般
的
法
的
安
定
性
も
し
く
は
法
的
李
和
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
直
接
の
根
嫁
を
採
護
上
の
理

　
　
由
に
求
め
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
に
依
れ
ば
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
探
謹
上
の
困
難
を
救
濟
す
る
こ
と
が
一
般
取
引
の
安
全
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
時
効
は
そ
れ

　
　
自
髄
目
的
な
の
で
は
な
く
杜
會
秩
序
の
維
持
に
封
す
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
説
く
。
從
つ
て
こ
の
読
は
時
効
を
以
て
取
引
安
全
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
、
椹
利
存

　
　
否
に
つ
い
て
の
擬
制
的
、
法
政
策
的
制
度
と
理
解
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
鮎
で
採
謹
理
由
”
眞
實
の
嚢
見
だ
け
を
時
効
の
目
的
と
見
る
我
が
國
の
採
護
読
と
は
趣



　
を
異
に
す
る
。
こ
の
見
方
は
時
効
を
あ
る
法
理
念
に
奉
仕
す
る
法
政
策
的
制
度
と
解
す
る
瓢
で
正
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
直
接
の
根
擦
を
採
謹
理
由
に
求
め
る
と

　
こ
ろ
か
ら
、
採
護
説
に
罫
す
る
と
同
じ
非
難
を
免
れ
な
い
。

（
6
）
　
時
効
は
肚
會
的
必
要
か
ら
生
ま
れ
た
制
度
で
あ
つ
て
時
効
期
間
は
時
効
の
効
果
を
要
求
す
る
杜
會
的
必
要
性
の
尺
度
た
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で

　
あ
ろ
う
。
時
効
期
間
は
か
か
る
要
求
の
多
彩
な
る
こ
と
に
慮
じ
て
長
短
種
々
に
分
か
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
裁
剣
官
の
恣
意
を
封
ず
る
採
護
上
の
拘
束
」

　
（
山
中
「
時
効
制
度
の
本
質
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
九
號
七
頁
）
と
云
う
よ
う
な
消
極
的
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
ド
イ
ッ
民
法
理
由
書
が
短
期

　
時
効
に
お
け
る
杜
會
経
濟
上
の
必
要
性
を
彊
調
し
時
効
と
除
斥
期
問
と
の
親
近
關
係
を
認
め
て
い
る
事
は
注
目
に
値
す
る
。
目
o
註
く
Φ
H
｝
ω
Oo

．
b
o
O
O
｝
こ。
O
O
。

（
7
）
　
時
効
を
以
て
眞
實
に
近
づ
か
ん
と
努
力
す
る
制
度
と
見
る
採
護
説
が
我
が
民
法
上
の
登
記
に
中
噺
的
効
果
を
認
め
る
こ
と
は
、
採
謹
読
が
既
に
自
ら
の
理
論

　
に
反
し
て
時
効
の
目
的
が
探
謹
理
由
以
外
に
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
私
は
時
効
と
登
記
と
は
共
に
祉
會
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
す
る
一
般

　
的
形
式
的
慣
値
移
動
の
制
度
と
し
て
共
通
の
性
格
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
時
効
は
永
績
的
事
實
朕
態
を
通
じ
て
、
登
記
は
公
的
表
示
を
通
じ
て
と
云

　
う
よ
う
に
、
爾
者
は
目
的
を
同
じ
く
し
な
が
ら
も
そ
の
構
造
を
異
に
す
る
。
爾
制
度
が
領
域
を
同
じ
く
し
た
揚
合
に
そ
の
い
ず
れ
が
優
先
す
べ
き
か
は
、
法
理
論

　
の
問
題
で
は
な
く
爾
制
度
の
杜
會
的
慣
値
較
量
か
ら
定
め
ら
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

（
8
）
　
閤
β
μ
Φ
8
①
目
鐸
甲
2
な
づ
Φ
民
①
気
｝
ω
●
一
8
一
●

（
9
）
　
こ
の
こ
と
は
ド
イ
ッ
民
法
に
お
い
て
時
効
要
件
の
嚴
格
さ
（
清
滅
時
効
の
封
象
を
請
求
椹
に
限
定
し
時
効
期
間
を
原
則
と
し
て
三
〇
年
と
す
る
）
を
カ
パ
ー

　
す
る
た
め
に
こ
の
法
理
が
椹
利
失
効
理
論
■
Φ
日
Φ
自
R
＜
霞
毛
一
鼻
9
冒
O
q
　
と
し
て
判
例
上
確
立
せ
ら
れ
た
と
云
う
事
情
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
国
琶
①
o
・

　
O
O
目
q
ロ
ー
Z
一
唱
b
①
円
畠
Φ
気
鳩
oo
●
　
O
qQ
刈
旧
自
●
　
］
『
①
げ
ヨ
卑
H
R
F
｝
　
臣
一
一
暁
Φ
H
口
Φ
一
H
戸
Φ
目
曙
Φ
一
一
山
Φ
ロ
　
』
切
O
切
｝
　
一
〇
㎝
鱒
｝
砿
●
　
ω
G
o
㎝
●

（
1
0
）
　
時
効
の
主
張
そ
れ
自
艦
が
く
角
名
旨
涛
g
昌
晩
の
故
を
以
て
排
斥
せ
ら
れ
、
　
ま
た
中
噺
が
信
義
則
か
ら
根
掠
づ
け
ら
れ
て
い
る
如
き
は
こ
の
こ
と
を
示
し
て

　
い
る
。
国
導
Φ
O
O
Φ
冒
甲
2
一
b
冒
Φ
H
q
Φ
ざ
ω
ω
●
一
〇
〇
｝
一
〇
b
o
O
廟
閲
一
餌
冨
昇
ロ
国
O
目
】
B
Φ
昌
“
斜
目
弩
］
B
国
O
閃
u
一
一
這
一
ω
｝
oQ
●
㎝
Go
ト

（
1
1
）
　
ド
イ
ツ
民
法
一
九
四
條
二
項
を
物
灌
的
請
求
椹
に
も
権
張
す
る
提
案
は
繰
返
し
て
立
法
上
問
題
と
さ
れ
た
が
實
現
を
見
な
か
つ
た
。
そ
の
理
由
は
從
來
ド
イ

　
ツ
各
地
で
行
わ
れ
て
來
た
法
と
更
に
合
目
的
性
の
故
と
さ
れ
て
い
る
。
℃
冨
β
F
ω
ψ
9
P
躍
9

（
1
2
）
　
こ
の
鮎
は
既
に
中
村
（
宗
）
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
所
で
あ
る
。
中
村
、
民
事
訴
訟
理
論
の
再
構
成
、
九
九
頁

（
1
3
）
U
①
舅
げ
昌
騨
評
民
Φ
蓉
曾
ト
一
。
β
ω
●
ω
㎝
。
●

（
14
）
　
我
妻
、
物
灌
法
、
二
九
二
頁
。
末
川
、
物
穫
法
、
三
九
九
頁

時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
蜥
と
の
關
係

三
七

（
四
四
匠
）



時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係

三
八

（
四
四
六
）

三

　
以
上
に
お
い
て
は
時
効
の
目
的
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
考
察
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
目
的
に
至
る
過
程
と
し
て
時
効
制
度
の
構
造
に
つ
い
て
考
え

て
見
た
い
。
お
よ
そ
一
つ
の
制
度
を
理
解
す
る
た
め
に
は
そ
の
目
的
と
共
に
そ
の
構
造
を
明
ら
か
と
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
ひ
と
し
く
一
般
的
法

の
安
定
に
奉
仕
す
る
制
度
と
し
て
は
時
効
の
他
に
も
鄙
時
取
得
、
登
記
、
除
斥
期
間
等
々
多
く
の
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
封
す
る
時
効
の
特
色

は
そ
の
構
造
に
求
め
ら
れ
る
。
は
じ
め
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
私
は
援
用
と
中
断
と
の
相
互
の
關
係
が
我
が
民
法
の
時
効
制
度
の
構
造
を
決
定
す

る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
先
ず
援
用
の
間
題
を
と
り
上
げ
た
い
。

　
民
法
は
一
方
に
お
い
て
時
効
が
完
成
す
れ
ば
穂
利
を
「
取
得
ス
」
（
一
六
二
條
、
一
室
二
條
）
も
し
く
は
槽
利
は
「
消
滅
ス
」
（
一
六
七
條
、
二
八

九
條
）
と
規
定
し
な
が
ら
1
前
述
せ
る
如
く
こ
れ
は
強
効
力
読
的
表
現
で
あ
る
ー
、
他
方
に
お
い
て
當
事
者
が
時
効
を
「
援
用
ス
ル
ニ
非
サ

レ
ハ
裁
到
所
之
二
依
リ
テ
裁
到
」
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
二
種
の
規
定
の
關
係
を
如
何
に
解
す
る
か
と
云
う

こ
と
が
問
題
と
な
り
時
効
の
目
的
を
肚
會
秩
序
の
維
持
に
求
め
る
學
読
の
中
に
も
こ
の
黙
の
解
繹
を
め
ぐ
つ
て
多
く
の
見
解
が
封
立
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
學
読
の
大
要
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
㈲
確
定
効
果
読
　
　
こ
の
読
に
よ
れ
ば
民
法
一
六
二
條
、
一
六
七
條
等
に
依
り
時
効
の
効
果
は
時
効
完
成
す
る
と
同
時
に
實
饅
法
上
確
定
的
に

襲
生
す
る
。
民
法
一
四
五
條
は
民
訴
法
一
八
六
條
の
辮
論
主
義
の
内
容
を
明
記
し
た
も
の
で
、
こ
こ
に
時
効
の
援
用
と
は
當
事
者
の
攻
撃
防
禦
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

法
提
出
の
訴
訟
行
爲
た
る
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
読
は
民
法
一
六
二
條
、
一
六
七
條
を
時
効
の
効
果
に
直
結
さ
せ
る
黙
で
法
文
に
忠
實
で

あ
り
そ
の
論
理
も
簡
明
で
あ
る
が
、
民
法
一
四
五
條
を
無
覗
す
る
こ
と
と
、
時
効
完
成
後
の
承
認
や
辮
濟
を
無
効
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、

更
に
ま
た
援
用
権
者
を
限
定
す
る
黙
で
難
黙
を
持
つ
。
帥
ち
こ
の
立
場
で
は
時
効
完
成
に
依
り
時
効
利
釜
は
確
定
的
に
生
じ
て
い
る
と
す
る
の
だ

か
ら
時
効
完
成
後
に
行
わ
れ
た
　
濟
、
承
認
は
こ
の
利
釜
の
贈
與
も
し
く
は
放
棄
と
構
成
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
從
つ
て
か
か
る
行
爲
が
有
効
た
る



た
め
に
は
當
事
者
が
時
効
の
完
成
せ
る
こ
と
を
知
つ
て
い
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
他
方
、
時
効
制
度
上
は
時
効
完
成
の
知
不
知
を
間
わ
ず
、
か
か

る
行
爲
を
有
効
に
す
べ
し
と
の
要
求
が
あ
る
。
こ
の
読
の
立
場
に
立
つ
剣
例
が
時
効
は
一
般
人
の
知
る
制
度
だ
か
ら
時
効
の
完
成
後
に
　
濟
、
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

認
を
爲
し
た
者
は
そ
の
不
知
を
立
讃
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
か
、
時
効
の
完
成
後
に
債
務
者
が
履
行
延
期
を
求
め
る
こ
と
は
反
誰
な
き
限
り
時
効
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

成
を
知
り
て
承
認
せ
る
も
の
と
認
む
べ
き
で
あ
る
と
読
く
に
至
つ
た
の
は
確
定
効
果
読
の
憐
み
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
時
効
の
目
的
と

の
關
聯
で
こ
の
読
の
持
つ
非
難
は
援
用
穫
者
を
時
効
に
よ
り
直
接
に
椹
利
を
得
、
も
し
く
は
義
務
を
冤
る
る
者
に
限
定
す
る
黙
に
あ
る
（
か
か
る

構
成
が
我
が
民
法
の
時
効
制
度
の
建
前
と
一
致
せ
澱
事
は
前
述
し
た
）
。

　
＠
條
件
読
　
　
こ
の
読
は
時
効
の
効
果
が
時
効
の
完
成
の
み
で
は
未
だ
確
定
的
で
は
な
く
、
當
事
者
の
時
効
利
釜
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
意
思
表
示
た
る
援
用
を
ま
つ
て
始
め
て
確
定
的
に
襲
生
す
る
と
読
く
。
こ
の
立
場
は
更
に
停
止
條
件
読
と
解
除
條
件
読
と
に
分
か
れ
る
。
解
除

條
件
読
に
依
れ
ば
時
効
の
効
果
は
時
効
完
成
に
よ
り
當
然
に
襲
生
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
効
果
は
一
慮
の
も
の
、
解
除
條
件
的
の
も
の
で
、
當
事

者
が
援
用
し
な
い
か
、
ま
た
は
時
効
利
釜
を
放
棄
し
た
と
き
そ
の
効
果
が
遡
及
的
に
潰
滅
す
る
と
見
る
。
當
事
者
の
不
援
用
が
確
定
す
る
の
は
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

剣
上
で
は
第
二
審
口
頭
辮
論
終
結
時
ま
で
に
當
事
者
が
援
用
せ
ぬ
場
合
で
あ
る
。
こ
の
読
は
解
除
條
件
的
に
も
せ
よ
時
効
の
完
成
に
依
り
時
効
の

効
果
の
稜
生
を
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
確
定
効
果
読
と
同
じ
非
難
を
免
れ
な
い
。
援
用
を
爲
し
得
る
者
の
範
園
も
前
読
と
同
じ
で
あ
る
。
停
止
條

件
論
に
依
れ
ば
時
効
の
効
果
は
時
効
完
成
す
る
も
未
だ
襲
生
せ
ず
、
裁
到
上
裁
到
外
を
間
わ
ず
當
事
者
が
援
用
す
る
に
及
ん
で
そ
の
効
果
は
遡
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

的
確
定
的
に
生
ず
る
と
す
る
。
こ
の
読
に
お
い
て
は
時
効
の
援
用
と
は
時
効
の
効
果
を
一
方
的
意
思
表
示
に
依
り
稜
生
せ
し
め
る
行
爲
で
あ
る
。

こ
の
読
は
從
來
の
學
読
の
難
黙
と
さ
れ
た
時
効
完
成
後
の
　
濟
、
承
認
を
當
事
者
が
時
効
完
成
を
知
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
こ
れ
を
有
効
覗
出
來
る

と
す
る
所
か
ら
今
日
有
力
な
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
が
停
止
條
件
と
云
う
法
理
を
以
て
果
し
て
充
分
に
解
決
せ
ら
れ
て
い
る
か
否
か
な

お
疑
問
の
飴
地
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
帥
ち
時
効
の
効
果
が
當
事
者
の
援
用
を
ま
つ
て
停
止
條
件
的
に
叢
生
す
る
と
解
す
る
な
ら
援
用
の
爲

さ
れ
な
い
間
は
時
効
に
か
か
つ
た
債
椹
も
有
効
に
存
績
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
辮
濟
は
有
効
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
に
時
効
の
完

　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
（
四
四
七
）



　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
（
四
四
八
）

成
に
依
り
生
じ
た
援
用
椹
の
蓮
命
は
ど
う
な
る
の
か
全
く
曖
昧
で
あ
る
（
こ
の
説
で
は
時
効
の
完
成
に
依
り
當
事
者
は
｝
方
的
意
思
表
示
に
依
り
時
効
の
効

果
を
招
來
せ
し
め
得
る
こ
と
と
な
る
の
だ
か
ら
、
時
効
の
完
成
は
一
種
の
形
成
椹
た
る
援
用
灌
を
登
生
す
る
法
律
要
件
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
）
。
要
す
る
に
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

読
で
は
時
効
の
効
果
に
つ
い
て
の
難
問
が
時
効
に
か
か
つ
た
債
椹
か
ら
そ
の
援
用
権
へ
肩
代
り
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
云
え
よ
う
。
ま
た
時
効

完
成
後
の
承
認
が
有
効
な
中
断
だ
と
す
る
結
論
も
こ
の
読
か
ら
出
て
來
な
い
。
け
だ
し
中
断
を
時
効
の
援
用
と
は
無
關
係
な
時
効
進
行
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
銘
）

の
中
漸
と
解
す
る
以
上
は
時
効
完
成
の
後
に
中
断
を
考
え
る
飴
地
が
な
い
。
更
に
私
は
時
効
の
効
果
を
條
件
な
る
法
理
を
以
て
構
成
す
る
こ
と
に

根
本
的
な
疑
問
を
持
つ
。
條
件
は
本
來
法
律
行
爲
の
附
款
で
あ
り
意
思
表
示
の
一
部
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
時
効
の
効
果
は
民
法
一
六
二

條
、
一
六
七
條
等
の
法
規
よ
り
直
接
に
生
ず
る
法
規
的
効
力
で
あ
り
時
効
當
事
者
の
効
果
意
思
と
は
何
の
關
係
も
な
い
。
停
止
條
件
と
云
い
解
除

條
件
と
云
う
も
ぞ
れ
が
本
來
の
意
味
で
の
條
件
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
時
効
制
度
上
の
要
求
と
法
文
と
を
組
合
せ
た
便
宜
的
理
論
構
成

と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
更
に
於
保
致
授
は
時
効
の
効
果
を
以
て
封
杜
會
的
に
は
確
定
的
で
あ
り
當
事
者
間
の
關
係
で
は
當
事
者
の
道
義
心
に
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

え
る
鯨
地
を
残
し
て
不
確
定
な
も
の
と
解
す
べ
し
と
さ
れ
る
。
こ
の
読
は
時
効
が
本
來
封
杜
會
的
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
が
當
事
者
間
の
關
係
で
間

題
と
な
る
場
合
に
始
め
て
援
用
を
認
め
る
理
由
が
あ
る
と
す
る
限
り
で
正
當
で
あ
る
が
、
援
用
の
基
礎
が
道
義
的
要
求
に
あ
る
な
ら
ば
、
援
用
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
24
）

者
の
範
園
は
何
故
に
時
効
に
よ
り
直
接
に
権
利
得
喪
の
効
果
を
受
け
る
者
に
の
み
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
道
義
的
要
求
は
何
故
に
封
杜

會
的
關
係
で
は
間
題
と
な
ら
な
い
の
か
疑
間
で
あ
る
。

　
私
は
民
法
一
四
五
條
に
時
効
の
援
用
と
は
裁
到
所
に
封
し
て
時
効
法
規
の
適
用
を
求
め
る
行
爲
で
あ
る
と
す
る
読
を
以
て
我
が
民
法
の
時
効
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

理
に
最
も
適
し
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
読
は
既
に
訴
訟
法
學
の
分
野
に
お
い
て
宮
崎
澄
夫
教
授
、
中
村
宗
雄
教
授
に
依
り
提
唱
せ
ら
れ
て
い
る

（
し
か
し
こ
の
立
場
で
は
何
故
に
時
効
に
つ
い
て
の
み
か
か
る
特
殊
な
法
規
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
か
未
だ
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
黙
な
お
時
効
制
度
自
髄

の
構
造
よ
り
す
る
實
質
的
根
振
づ
け
を
必
要
と
し
よ
う
）
。
こ
の
読
は
抽
象
的
假
定
的
法
規
範
た
る
制
定
法
、
慣
脅
法
が
そ
の
ま
ま
直
接
に
具
饅
的
現
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

的
事
實
に
安
當
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
適
用
を
ま
つ
て
始
め
て
當
該
事
實
に
妥
當
す
る
と
の
理
論
に
基
き
、
民
法
一
四
五
條
は
こ
の
法
規
の



適
用
に
關
す
る
規
範
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
。
帥
ち
民
法
一
四
五
條
に
依
り
當
事
者
が
援
用
し
な
け
れ
ば
裁
剣
所
は
當
該
事
件
に
時
効
法
規
を
適

用
し
て
時
効
に
よ
る
権
利
義
務
の
稜
生
・
溝
滅
を
認
定
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
浩
滅
時
効
に
か
か
つ
た
債
権
に
つ
い
て
云
え
ば
、
民
法
工
ハ
七

條
に
依
り
既
に
沿
滅
し
た
債
権
で
あ
る
が
當
事
者
の
援
用
が
な
い
か
ら
こ
れ
を
溝
滅
し
な
い
と
認
定
す
る
の
で
は
な
く
て
、
當
事
者
が
援
用
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

け
れ
ば
當
該
事
件
に
は
時
効
法
規
の
適
用
な
く
、
從
つ
て
民
法
一
六
七
條
に
依
る
債
権
の
浩
滅
は
認
め
ら
れ
な
い
と
見
る
の
で
あ
る
。
民
法
一
四

五
條
が
か
か
る
規
定
を
置
く
根
嫁
は
結
局
、
時
効
制
度
の
目
的
と
當
事
者
の
道
義
感
と
の
調
和
と
云
う
こ
と
に
瞬
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
せ
る

如
く
我
が
民
法
上
の
時
効
制
度
は
砒
會
秩
序
の
維
持
を
直
接
に
志
向
す
る
。
こ
の
黙
か
ら
見
れ
ば
時
効
制
度
の
存
立
そ
れ
自
艦
は
封
杜
會
的
に
不

可
歓
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
他
方
、
具
艦
的
個
別
的
當
事
者
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
時
効
の
効
果
が
存
在
す
る
穫
利
を
失
わ
せ
、
無
権
利
者
に
椹

利
を
與
え
る
も
の
た
る
か
ら
に
は
法
の
提
供
す
る
か
か
る
便
宜
も
し
く
は
恩
恵
を
受
く
る
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
せ
ぬ
場
合
が
あ
り
得
る
。
こ
こ

で
時
効
制
度
を
利
用
す
る
と
否
と
の
自
由
を
當
事
者
に
許
容
し
て
も
、
そ
の
効
果
が
具
髄
的
個
別
的
當
事
者
間
の
間
題
た
る
に
止
ま
り
、
ま
た
縫

績
的
事
實
状
態
に
關
與
す
る
全
て
の
も
の
に
時
効
制
度
の
利
用
が
許
さ
れ
て
い
る
限
り
は
、
時
効
制
度
存
立
の
意
義
は
な
ん
ら
妨
げ
ら
れ
な
い
。

こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
民
法
一
四
五
條
の
規
定
は
論
理
的
に
時
効
の
効
力
以
前
の
問
題
た
呑
と
こ
ろ
の
時
効
法
規
の
適
用
帥
ち
時
効
制
度
の
利
用
に

關
す
る
の
で
あ
る
。

　
時
効
の
目
的
を
一
般
的
法
の
安
定
に
求
め
、
援
用
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
援
用
者
の
範
園
は
時
効
の
封
象
た
る
椹
利
義
務
を
中
心
と
し
て

そ
の
周
園
に
形
成
さ
れ
る
事
實
的
秩
序
に
關
與
す
る
も
の
帥
ち
時
効
の
封
象
た
る
権
利
義
務
の
主
髄
は
も
と
よ
り
時
効
を
そ
め
椹
利
主
張
の
基
礎

と
す
る
立
場
に
あ
る
も
の
す
べ
て
に
及
ぶ
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
取
得
時
効
に
つ
い
て
は
土
地
所
有
権
を
時
効
取
得
す
べ
き
者
か
ら
地
上
穫
、

永
小
作
穫
、
地
役
槽
等
の
設
定
を
受
け
た
者
、
浩
滅
時
効
に
つ
い
て
は
蓮
帯
債
務
者
、
蓮
帯
保
謹
人
、
物
上
保
謹
人
、
抵
當
不
動
産
の
第
三
取
得

者
、
潜
稽
相
績
人
か
ら
相
績
財
産
を
取
得
せ
る
者
等
は
い
ず
れ
も
援
用
椹
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
詐
害
行
爲
の
受
釜
者
に
援
用
穫
あ
り
や

否
や
は
疑
問
で
あ
る
が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
末
弘
博
士
が
か
か
る
者
は
詐
害
行
爲
の
加
澹
者
と
し
て
信
義
則
上
非
難
に
慣
す
る
故
に
時
効
制
度

　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
四
四
九
）



　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
　
（
四
五
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

上
時
効
の
恩
恵
を
受
け
得
な
い
と
し
て
援
用
椹
を
否
定
さ
れ
て
い
る
の
を
正
當
と
し
た
い
。
け
だ
し
前
述
の
よ
う
に
時
効
は
杜
會
秩
序
の
維
持
を

直
接
に
志
向
す
る
形
式
的
債
値
移
動
の
制
度
た
る
黙
で
登
記
制
度
と
そ
の
性
格
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
長
法
一
七
七
條
の
「
第
三
者
」
の

解
繹
に
準
じ
て
時
効
の
保
護
を
受
け
る
に
慣
せ
ぬ
者
は
こ
れ
を
援
用
権
者
の
範
園
か
ら
除
外
す
る
を
至
営
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
援
用
椹
は
當
事
者
が
裁
到
所
に
封
し
て
時
効
法
規
の
適
用
を
求
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
権
利
で
あ
る
。
從
つ
て
ζ
の
穫
利
は
公
構
に
厨
し
、

時
効
を
以
て
封
抗
す
べ
き
相
手
方
に
封
す
る
私
権
で
は
な
い
。
同
時
に
こ
の
穂
利
は
時
効
の
封
象
た
る
穫
利
義
務
を
中
心
と
し
て
成
立
す
る
事
實

的
秩
序
に
關
與
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
稜
生
す
る
穫
利
な
の
で
あ
り
、
時
効
完
成
と
云
う
事
實
を
要
件
と
は
し
な
い
。
け
だ
し
何
時
に
時
効
が

完
成
す
る
か
と
云
う
問
題
は
時
効
法
規
の
適
用
を
前
提
と
し
た
問
題
で
あ
り
、
援
用
穂
襲
生
の
要
件
は
時
効
法
規
の
適
用
を
求
め
得
る
槽
能
に
關

す
る
故
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
時
効
の
効
果
の
要
件
と
援
用
穫
の
要
件
を
分
離
し
て
考
え
る
と
論
理
上
援
用
穫
は
時
効
完
成
の
前
後
を
問
わ
ず
存

在
し
得
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
よ
う
。
從
來
の
民
法
上
の
論
議
は
一
般
に
こ
の
援
用
槽
を
時
効
完
成
の
効
果
た
る
時
効
利
釜
も
し
く
は
相
手
方
た
る

私
人
に
釣
す
る
私
法
上
の
形
成
権
と
混
同
す
る
た
め
に
時
効
利
釜
の
放
棄
、
時
効
完
成
後
の
辮
濟
等
に
つ
い
て
疑
間
を
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
か
か
る
見
解
の
も
と
に
時
効
利
釜
の
放
棄
、
時
効
完
成
後
の
　
濟
等
は
如
何
に
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
時
効
利
釜
の
放

棄
、
帥
ち
こ
こ
に
援
用
椹
の
放
棄
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
援
用
穫
は
公
構
に
属
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
は
援
用
構
者
が
自
己
の
立
場
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

自
己
の
利
釜
の
た
め
に
時
効
制
度
を
利
用
す
る
権
能
に
蓋
き
る
し
、
こ
れ
は
援
用
構
者
の
自
由
塵
分
に
委
ね
ら
れ
た
生
活
關
係
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
。
從
つ
て
援
用
椹
の
放
棄
は
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
は
放
棄
さ
る
べ
き
利
釜
の
内
容
、
範
園
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

不
確
定
で
あ
る
か
ら
不
可
能
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
る
（
民
法
一
四
六
條
）
。
時
効
完
成
後
の
辮
濟
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
の
場
合
に
は
當
事
者
間
に
お

い
て
從
來
の
事
實
的
秩
序
を
破
る
新
た
な
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
時
効
に
依
り
再
び
破
る
こ
と
は
當
事
者
間
の
信
義
に
反
す

る
し
、
一
旦
解
決
を
見
た
法
律
關
係
に
動
揺
を
與
え
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
か
か
為
場
合
は
時
効
完
成
の
事
實
を
當
事
者
が
知
る
と
否
と
を
問
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訂
）

ず
、
援
用
権
は
行
使
さ
る
べ
き
機
會
を
失
つ
て
浩
滅
す
る
も
の
と
考
え
る
。



　
援
用
、
放
棄
の
効
果
は
前
述
の
如
く
援
用
権
者
の
範
園
を
廣
く
解
し
て
援
用
権
者
が
各
自
猫
立
し
た
立
場
に
お
い
て
時
効
を
科
用
出
來
る
と
解

す
る
以
上
は
必
然
的
に
相
繋
的
と
な
る
。
帥
ち
複
籔
の
援
用
椹
者
あ
る
場
合
に
各
自
猫
立
し
て
援
用
、
放
棄
が
可
能
で
あ
り
、
一
人
の
爲
し
た
援

用
、
放
棄
は
他
を
拘
束
し
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
一
般
杜
會
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
す
る
時
効
制
度
は
援
用
権
を
通
じ
て
具
艦
的
個
別
的
當
事

者
の
生
活
關
係
に
實
現
さ
れ
る
機
會
を
持
つ
の
で
あ
り
、
か
か
る
相
醤
的
効
果
の
限
度
で
の
み
そ
れ
は
私
人
の
自
由
塵
分
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
梅
、
要
義
、
三
三
九
頁
。
小
池
、
総
論
、
三
九
一
頁

（
1
6
）
　
大
剣
大
正
六
年
二
月
一
九
日
（
民
録
＝
二
一
頁
）

（
1
7
）
　
大
到
大
正
十
年
十
月
二
日
（
民
録
二
八
五
頁
）

（
1
8
）
　
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
債
務
者
は
時
効
完
成
を
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
履
行
猫
豫
を
求
め
る
の
だ
と
見
る
べ
き
だ
と
す
る
末
弘
博
士
の
評
繹
が
杜
會
通
念
に
合

　
致
す
る
。
判
例
民
法
大
正
十
年
度
一
五
事
件

（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（

30　29　28　27　26　25　24　23　22　21　20　19
）　　）　　）　　）　 ）　　）　　）　 ）　　）　　）　　）　　）

鳩
山
、
総
論
、
五
三
二
頁
。
川
名
、
絡
論
、
二
八
四
頁

穗
積
、
総
論
、
四
五
七
頁
。
我
妻
、
総
則
、
三
四
五
頁

吾
妻
、
前
掲
一
八
九
頁

穗
積
、
剣
例
民
法
大
正
十
年
度
一
五
事
件

於
保
、
時
効
の
援
用
及
び
時
効
利
盆
の
放
棄
（
法
曹
時
報
五
巻
七
號
）
一
＝
頁

於
保
、
前
掲
一
九
頁

中
村
（
宗
）
、
民
事
訴
訟
理
論
の
再
構
成
、
一
〇
一
頁

宮
崎
、
既
剣
力
の
主
観
的
範
園
に
つ
い
て
、
一
四
四
頁
（
訴
訟
法
學
の
諸
問
題
第
一
輯
）

中
村
、
前
掲
｝
○
○
頁

末
弘
、
民
法
雑
記
帳
（
上
）
、
二
〇
〇
頁

桑
子
、
訴
訟
に
關
す
る
合
意
に
つ
い
て
、
　
一
四
頁
（
訴
訟
法
學
の
諸
問
題
）
参
照

民
法
一
四
六
條
に
つ
い
て
は
豫
め
時
効
利
益
の
放
棄
を
許
せ
ば
債
権
者
が
債
務
者
を
塵
迫
し
て
不
當
な
結
果
を
生
ず
る
と
の
理
由
が
多
く
読
か
れ
て
い
る

時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
噺
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
（
四
五
一
）



　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
　
（
四
五
二
）

　
が
、
こ
れ
は
直
接
に
は
民
法
九
〇
條
の
問
題
で
あ
る
し
、
保
険
契
約
の
如
く
債
務
者
が
纏
濟
的
張
者
で
あ
る
場
合
に
は
時
効
要
件
の
輕
減
が
不
當
な
結
果
を
招
く

　
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
理
由
で
民
法
一
四
六
條
を
根
橡
づ
け
る
こ
と
は
賛
成
出
來
な
い
。

（
3
1
）
　
こ
の
場
合
に
つ
い
て
ド
イ
ッ
民
法
は
一
二
一
二
條
を
設
け
て
立
法
的
に
解
決
し
て
い
る
が
我
が
民
法
は
特
に
規
定
な
く
學
読
の
封
立
を
見
る
。
こ
の
問
題
は

　
時
効
制
度
の
目
的
か
ら
決
定
さ
る
べ
き
で
理
論
構
成
も
そ
の
目
的
に
洛
う
べ
く
立
て
ら
る
べ
ぎ
で
あ
る
が
從
來
の
學
読
は
條
件
、
抗
辮
椹
等
の
如
ぎ
既
成
の
概
念

　
か
ら
こ
こ
の
黙
を
説
明
せ
ん
と
す
る
た
め
要
當
な
解
決
に
至
つ
て
い
な
い
。
ド
イ
ッ
民
法
二
二
二
條
の
解
繹
に
つ
い
て
嘘
一
四
β
騨
¢
国
o
目
日
’
五
五
四
頁
以
下

　
が
、
こ
の
間
題
は
時
効
の
目
的
よ
り
解
明
さ
る
べ
ぎ
で
あ
り
、
辮
濟
に
依
り
債
務
者
が
請
求
椹
を
承
認
し
、
か
く
す
る
こ
と
に
依
つ
て
法
律
關
係
を
債
務
者
が
自

　
己
の
確
定
的
盧
分
行
爲
に
依
り
明
ら
か
と
し
た
な
ら
ば
、
彼
の
側
よ
り
時
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
法
的
安
定
性
を
害
す
る
故
に
許
さ
れ
な
い
と
読
く
。

四

　
從
來
の
學
読
は
時
効
を
實
髄
法
的
制
度
と
し
て
理
解
す
る
も
の
た
る
と
訴
訟
法
的
制
度
と
し
て
理
解
す
る
も
の
た
る
と
を
間
わ
ず
、
時
効
の
中

断
に
つ
い
て
は
皆
一
様
に
、
時
効
の
基
礎
た
る
事
實
朕
態
と
相
容
れ
な
い
事
實
の
穫
生
に
依
り
時
効
の
進
行
が
中
絶
す
る
こ
と
を
以
て
時
効
の
中

断
と
読
く
。
し
か
る
に
我
が
民
法
の
中
断
事
由
に
つ
い
て
見
る
と
、
裁
到
外
の
講
求
に
は
一
慮
の
中
断
効
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
六
ヵ
月
以
内
に
裁
到

上
の
請
求
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
手
績
に
出
な
け
れ
ば
そ
の
中
断
効
は
否
定
さ
れ
る
。
他
方
承
認
は
裁
鋼
上
裁
到
外
を
問
わ
ず
無
制
約
に
中
断

効
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
民
法
一
四
七
條
、
一
五
三
條
）
。
か
か
る
民
法
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
規
定
よ
り
し
て
學
読
の
中
に
は
時
効
中
，
断
の
根
接
を
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

接
に
は
肚
會
秩
序
の
維
持
と
云
う
鮎
に
求
め
ず
、
「
椹
利
の
上
に
眠
る
も
の
」
の
法
理
に
こ
れ
を
求
め
て
い
る
立
場
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
読
で

は
何
故
に
中
断
に
つ
い
て
の
み
「
椹
利
の
上
に
眠
る
も
の
」
の
法
理
が
要
求
さ
れ
る
の
か
、
こ
の
法
理
と
肚
會
秩
序
維
持
の
理
念
と
は
如
何
な
る

關
係
に
立
つ
の
か
と
云
う
黙
に
つ
い
て
は
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
中
断
に
關
す
る
限
り
「
椹
利
の
上
に
眠
る
も
の
」
な
る
法
理
を
以
て

時
効
を
根
擦
づ
け
る
こ
と
が
正
當
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
時
効
制
度
の
構
造
を
明
ら
か
と
し
た
上
で
始
め
て
読
明
さ
れ
得
る
よ
う
に

思
わ
乳
る
の
で
あ
る
。



　
こ
こ
で
論
ず
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
時
効
制
度
の
技
術
的
性
格
と
そ
の
調
整
原
理
の
關
係
で
あ
る
。
時
効
の
目
的
に
關
し
て
屡
々
読
い
た
よ
う

に
時
効
は
明
確
な
法
律
状
態
を
要
求
す
る
一
般
杜
會
の
要
請
か
ら
螢
す
る
極
め
て
法
政
策
的
な
擬
制
的
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
が
民
法
は
時

効
の
効
果
襲
生
の
要
件
と
し
て
占
有
、
権
利
不
行
使
と
云
う
よ
う
な
當
事
者
一
方
の
側
の
み
の
外
部
的
容
態
を
要
求
す
る
（
こ
の
面
で
は
當
事
者
間
の

具
腔
的
個
別
的
事
情
は
無
親
さ
れ
て
い
る
）
。
そ
し
て
そ
の
効
果
は
直
接
に
穫
利
自
髄
の
襲
生
、
消
滅
と
云
う
張
効
力
（
暮
晋
ざ
3
ミ
ぼ
巨
農
）
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
時
効
は
一
般
的
形
式
的
慣
値
攣
動
の
法
技
術
で
あ
り
、
時
効
の
こ
の
面
に
關
す
る
限
り
時
効
法
規
は
形
式
的
強
行
的
な
も
の
で
個
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

の
場
合
の
具
髄
的
理
由
か
ら
異
つ
た
取
扱
を
受
け
得
な
い
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
從
つ
て
占
有
物
が
自
己
に
齢
属
し
な
い
こ
と
も
し
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
34
）

有
効
な
債
務
が
存
在
す
る
こ
と
の
不
知
が
時
効
の
要
件
を
爲
さ
な
い
の
は
當
然
と
云
え
よ
う
。
こ
こ
で
間
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
時
効
が

形
式
的
慣
値
攣
動
の
制
度
た
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
な
ら
ば
、
何
故
に
時
効
受
釜
者
は
終
局
的
に
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
、
時
効
が
杜
會
秩
序
な

る
公
釜
に
奉
仕
す
る
以
上
は
當
事
者
間
の
具
饅
的
個
別
的
事
情
は
こ
の
公
釜
の
犠
牲
た
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
と
の
疑
間
で
あ
る
。

　
他
人
の
動
産
を
庭
分
す
る
者
か
ら
善
意
で
取
得
し
た
者
が
帥
時
取
得
の
制
度
に
依
り
そ
の
動
産
を
取
得
す
る
の
は
取
引
の
安
全
と
云
う
公
釜
の

要
求
す
る
所
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
無
権
限
の
庭
分
者
が
庭
分
の
封
慣
を
保
有
し
本
來
の
動
産
所
有
者
が
損
害
を
受
け
た
ま
ま
に
終
る
こ

と
は
公
李
の
理
想
か
ら
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
他
人
の
材
木
を
使
用
し
て
家
屋
の
一
部
を
作
つ
た
場
合
に
、
家
屋
の
一
部
の
所
有
権
を
材
木
の
所
有

者
に
保
留
す
る
こ
と
は
附
合
の
法
理
か
ら
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
材
木
の
所
有
者
が
肚
會
的
利
釜
の
犠
牲
た
る
に
止
ま
り
建
築
者
が
こ
の
犠
牲
の

か
げ
で
利
得
す
る
結
果
は
當
事
者
間
の
具
龍
的
妥
當
性
に
反
す
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
財
産
上
の
慣
値
攣
動
が
公
釜
と
云
う
一
般
的
形
式
的
立

場
に
お
い
て
は
要
求
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
具
艦
的
當
事
者
の
關
係
に
お
い
て
は
委
當
性
を
嵌
く
結
果
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
矛
盾
を
調
整
す
る

た
め
に
不
當
利
得
返
還
の
制
度
が
登
動
す
る
。
印
ち
近
代
法
制
の
下
で
は
一
般
的
公
釜
達
成
の
う
ら
に
は
常
に
具
髄
的
妥
當
性
に
帥
し
た
何
等
か

の
調
整
手
段
が
豫
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
時
効
と
云
え
ど
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
得
な
い
。

　
そ
れ
な
ら
ば
時
効
制
度
の
調
整
原
理
は
何
か
。
私
は
こ
れ
を
信
義
則
に
あ
る
も
の
と
考
え
る
バ
從
來
時
効
制
度
の
一
根
嫁
と
さ
れ
て
い
る
「
椹
利
の

　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
噺
と
の
闘
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
（
四
五
三
）



　
　
　
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
四
五
四
）

上
に
眠
る
も
の
」
の
法
理
が
信
義
則
に
蹄
着
す
る
こ
と
は
前
述
し
た
）
。
そ
し
て
我
が
民
法
の
規
定
す
る
時
効
中
断
事
由
は
か
か
る
信
義
則
適
用
の
具
髄

例
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
我
が
民
法
の
中
断
事
由
を
読
明
す
る
に
適
當
で
あ
り
條
理
に
も
か
な
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
帥
ち

中
断
事
由
と
し
て
民
法
の
か
か
げ
る
債
権
者
側
の
行
爲
た
る
請
求
と
債
務
者
側
の
行
爲
た
る
承
認
と
を
比
較
す
る
と
後
者
に
比
し
て
前
者
は
著
し

く
嚴
格
な
形
式
が
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
時
効
中
断
の
本
質
を
時
効
の
基
礎
た
る
事
實
状
態
を
破
る
黙
に
求
め
る
立
場
よ
り
し
て
は

理
解
に
苦
し
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
け
だ
し
時
効
が
肚
會
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
す
る
以
上
は
時
効
の
基
礎
た
る
事
實
朕
態
は
客
観
的
た
ら
ね
ば
な

ら
な
い
か
ら
、
中
断
が
こ
れ
を
破
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
断
事
由
は
そ
れ
が
債
務
者
側
の
行
爲
た
る
と
債
構
者
側
の
行
爲
た
る
と
を
問
わ

ず
或
る
程
度
の
明
確
さ
を
必
要
と
す
る
。
故
に
こ
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
中
断
事
由
た
る
承
認
は
裁
到
上
の
承
認
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
行

爲
と
解
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
繹
は
し
か
し
な
が
ら
民
法
一
四
七
條
、
一
四
九
條
の
法
文
に
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
當
事
者

間
で
占
有
者
ま
た
は
債
務
者
が
槽
利
を
承
認
し
て
い
る
の
に
時
効
を
中
断
す
る
た
め
に
は
穫
利
者
が
訴
を
提
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は

條
理
に
反
す
る
。
私
は
承
認
と
請
求
と
が
中
断
事
由
と
し
て
か
く
要
件
を
異
に
す
る
理
由
は
債
椹
者
と
債
務
者
も
し
く
は
本
権
者
と
占
有
者
と
が

各
自
そ
の
立
場
を
異
に
す
る
所
に
あ
る
と
老
え
る
。
帥
ち
債
務
者
の
側
よ
り
す
る
承
認
は
そ
れ
自
艦
と
し
て
當
事
者
間
の
法
律
關
係
を
安
定
せ
し

め
、
云
わ
ば
法
的
李
和
を
形
成
す
る
に
充
分
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
封
し
て
権
利
者
の
側
よ
り
す
る
請
求
は
そ
れ
自
饅
と
し
て
は
不
充
分
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
債
務
者
の
承
認
は
穫
利
の
不
行
使
に
つ
い
て
時
効
の
効
果
を
排
除
す
る
に
足
る
當
事
者
間
の
事
情
を
作
る
け
れ
ど
も
、
債
椹

者
が
軍
に
訴
訟
外
の
請
求
に
の
み
訴
え
て
権
利
行
使
を
貫
徹
す
る
態
度
に
出
で
ざ
る
以
上
は
當
事
者
間
に
お
い
て
も
時
効
の
効
果
を
排
除
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訪
）

足
る
合
理
性
は
な
い
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
更
に
民
法
上
は
債
務
者
が
承
認
す
れ
ば
存
在
せ
ぬ
債
務
も
有
効
覗
出
來
る
場
合
が
あ
る
（
例

え
ぽ
非
債
辮
濟
）
の
に
封
し
て
、
存
在
せ
ぬ
債
務
を
債
穫
者
が
存
在
す
る
と
主
張
し
た
の
み
で
は
何
の
効
果
も
生
じ
な
い
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
爾

者
の
立
場
の
差
異
は
自
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
民
法
は
こ
の
よ
う
な
爾
者
の
具
艦
的
な
立
場
の
差
異
に
帥
し
て
中
断
事
由
の
要
件
を

定
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
基
準
が
當
事
者
間
の
具
艦
的
要
當
性
の
表
現
と
し
て
の
信
義
則
に
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
。
中
断
事
由
を
こ
の
よ
う



に
信
義
則
適
用
の
一
場
面
と
し
て
理
解
す
る
と
き
、
中
断
に
關
す
る
規
定
が
軍
に
形
式
的
正
確
さ
を
以
て
蓮
用
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訪
）

當
事
者
間
の
具
艦
的
事
情
を
考
慮
し
た
合
目
的
々
解
繹
の
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
講
求
、
殊
に
裁
剣
上
の
請
求
に
依
る
時
効
中
断
の
問
題
と
し
て
學
読
の
鏡
く
封
立
す
る
の
が
時
効
中
断
と
既
到
力
と
の
關
係
で
あ
る
。
印
ち
中

断
の
根
撮
を
時
効
の
基
礎
た
る
事
實
歌
態
が
既
到
力
を
以
て
法
的
に
否
定
さ
れ
た
所
に
あ
る
と
し
て
中
断
効
の
及
ぶ
範
園
を
既
到
力
の
客
観
的
範

　
　
　
　
　
　
　
　
（
留
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

園
に
一
致
せ
し
め
る
読
と
「
権
利
の
上
に
眠
る
も
の
」
の
法
理
に
立
ち
既
到
力
と
中
断
と
の
關
係
を
否
定
す
る
読
と
が
封
立
す
る
。
こ
の
間
題
に

つ
き
一
言
す
れ
ば
、
既
到
力
と
中
断
と
の
關
係
を
肯
定
す
る
か
否
か
は
訴
訟
観
に
か
か
つ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
時
効
中
断
の
根
嫁
を
信
義
則

に
求
め
る
こ
と
は
必
ず
し
も
中
断
と
既
到
力
と
の
關
係
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
訴
訟
を
訴
訟
前
、
訴
訟
外
の
眞
實
を
獲
見
す
る
制
度

と
し
て
理
解
し
訴
訟
に
お
け
る
當
事
者
の
主
艦
的
生
活
關
係
を
否
定
す
る
な
ら
既
剣
力
と
中
断
と
の
關
係
は
否
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
こ

の
場
合
に
は
實
髄
法
的
評
慣
に
服
す
べ
き
當
事
者
の
生
活
關
係
は
訴
訟
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
既
到
力
は
軍
な
る
訴
訟
上
の
効
果
た
る

に
止
ま
り
、
時
効
中
断
と
云
う
實
饅
法
上
の
効
果
と
は
實
質
的
關
聯
を
持
た
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
訴
訟
上
の
當
事
者
の
行
爲
態
度
も

加
え
た
口
頭
辮
論
終
結
時
の
法
歌
態
を
訴
訟
が
明
ら
か
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
當
事
者
の
主
艦
的
生
活
關
係
を
訴
訟
の
中
に
吸
牧
す
る

な
ら
ば
、
既
到
力
は
訴
訟
法
上
の
効
果
た
る
に
止
ら
ず
當
事
者
が
み
ず
か
ら
形
成
し
た
法
的
安
定
状
態
と
し
て
時
効
中
断
の
實
質
的
根
擦
を
持
つ

も
の
と
云
え
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
訴
訟
観
の
い
ず
れ
を
と
る
か
は
訴
訟
法
學
の
根
本
問
題
に
属
し
一
概
に
論
定
を
許
さ
な
い
が
、
民
法
一
四
九
條
、

一
七
四
條
の
二
等
か
ら
見
て
民
法
が
中
噺
と
既
到
力
と
の
間
に
何
等
か
の
關
聯
を
豫
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
中
断
効
の
及
ぶ
範

園
が
明
確
た
り
得
る
黙
よ
り
考
え
て
後
読
を
正
當
と
し
た
い
。

（
舘
）
　
我
妻
、
確
認
訴
訟
と
時
効
の
中
断
（
法
協
五
〇
巻
六
號
）
九
八
四
頁
。
鳩
山
、
法
律
行
爲
乃
至
時
効
、

（
33

）
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時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
蜥
と
の
闘
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
　
（
四
五
六
）

（
34
）
　
旨
o
試
く
①
一
｝
ω
●
器
∫
　
民
法
一
六
二
條
二
項
は
「
善
意
ニ
シ
テ
漫
失
ナ
カ
リ
シ
」
こ
と
を
要
件
と
す
る
が
、
こ
れ
は
同
條
一
項
の
要
件
に
善
意
無
過
失
の

　
要
件
が
加
わ
つ
て
時
効
期
間
が
よ
り
短
縮
さ
れ
た
も
の
と
解
し
得
る
。

（
3
5
）
　
末
川
博
士
が
、
訴
訟
外
の
請
求
に
要
求
さ
れ
る
訴
の
提
起
は
、
軍
に
そ
れ
が
強
力
な
中
蜥
事
由
だ
か
ら
と
云
う
の
で
は
な
く
権
利
の
主
張
實
現
の
手
段
と
し

　
て
訴
訟
外
の
請
求
の
登
展
延
長
た
る
と
こ
ろ
に
中
噺
効
の
保
有
さ
れ
る
意
味
が
あ
る
と
読
か
れ
て
承
認
と
請
求
と
の
差
異
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
卓
見
で
あ

　
る
。
末
川
、
破
殿
剣
例
、
民
法
研
究
二
巻
一
二
六
頁

（
3
6
）
　
大
剣
昭
和
四
年
六
月
一
二
一
日
（
民
集
五
九
七
頁
）
。
債
椹
者
が
債
務
者
に
封
し
和
解
の
た
め
の
呼
出
を
時
効
完
成
前
に
爲
し
た
が
不
調
に
絡
つ
た
。
但
し
こ

　
の
手
績
中
、
時
効
期
問
経
過
後
に
債
務
者
は
債
務
を
承
認
し
て
い
る
。
債
椹
者
が
本
訴
を
提
起
し
た
の
は
和
解
不
調
後
一
ヵ
月
以
上
後
で
あ
つ
た
。
こ
の
事
件
に

　
封
し
裁
判
所
は
和
解
不
調
後
法
定
期
間
内
に
訴
提
起
な
く
と
も
憤
務
承
認
あ
れ
ば
時
効
中
噺
の
効
果
を
生
ず
と
説
く
。
末
川
博
士
は
前
述
の
如
く
承
認
と
請
求

　
と
を
峻
別
さ
れ
る
見
地
よ
り
剣
旨
に
反
封
さ
れ
る
が
、
こ
の
事
件
で
和
解
不
調
後
に
訴
提
起
が
お
く
れ
た
の
は
承
認
に
依
り
債
穫
者
が
追
求
の
必
要
を
認
め
な
か

　
つ
た
故
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
從
つ
て
か
か
る
債
椹
者
の
態
度
が
債
務
者
の
行
爲
に
基
く
と
き
は
、
信
義
則
上
債
務
者
の
時
効
援
用
は
否
定
さ
る
べ
き
で
、
か

　
く
解
す
る
こ
と
が
中
噺
の
趣
旨
に
合
す
る
。
剣
旨
を
正
當
と
し
た
い
。

（
3
7
）
　
蒙
子
、
民
事
訴
訟
法
艦
系
、
　
一
七
六
頁
。
山
田
、
民
事
剣
例
批
評
（
法
叢
二
五
巻
二
號
）
三
一
九
頁

（
3
8
）
　
我
妻
、
前
掲
論
丈
九
八
二
頁

五

　
以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
時
効
制
度
の
構
進
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
時
効
は
一
般
杜
會
秩
序
の
維
持
を
直
接
に
志
向
す
る
公
釜
的
制
度
で
あ
り
、
時
効
の
封
象
た
る
権
利
義
務
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
る
べ
き
事

實
的
秩
序
に
關
與
す
る
も
の
す
ぺ
て
に
原
則
と
し
て
援
用
椹
を
賦
與
す
る
。
時
効
制
度
利
用
の
権
能
た
る
援
用
穫
の
賦
與
に
依
り
時
効
の
目
的
は

個
別
的
具
髄
的
當
事
者
關
係
の
中
に
實
現
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
時
効
の
中
断
と
は
當
事
者
間
の
具
髄
的
安
當

性
即
ち
信
義
則
の
要
請
か
ら
、
こ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
（
民
法
一
四
八
條
が
時
効
中
噺
効
の
相
封
的
な
る
こ
と
を
規
定
す
る
の
は

こ
の
理
由
か
ら
理
解
出
來
る
）
。
こ
の
意
味
で
時
効
の
中
断
は
時
効
の
効
力
も
し
く
は
効
力
要
件
に
蓮
結
す
る
も
の
で
は
な
く
援
用
穫
に
蓮
結
す
る



も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
時
効
中
噺
事
由
の
本
質
ば
援
用
灌
阻
却
事
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
せ
る
如
く
援
用
椹
は
理
論
上
時
効
完
成
の
前
後

を
問
わ
ず
存
在
し
得
る
の
だ
か
ら
時
効
完
成
後
の
承
認
は
時
効
完
成
前
の
そ
れ
と
同
様
に
中
断
効
を
持
つ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
從
來
の
學
読
が

時
効
完
成
後
の
中
断
を
老
え
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
の
は
「
中
断
」
な
る
語
義
に
と
ら
わ
れ
て
こ
れ
を
時
効
完
成
を
妨
げ
る
事
實
と
解
し
（
こ

の
意
味
の
中
断
は
自
然
中
噺
あ
る
の
み
）
我
が
民
法
の
規
定
す
る
法
定
中
断
の
實
艦
を
無
硯
し
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　
一
般
的
杜
會
秩
序
の
維
持
と
云
う
時
効
の
第
一
次
的
原
理
が
援
用
椹
と
云
う
絆
を
通
し
て
第
二
次
原
理
た
る
信
義
則
に
依
り
調
整
さ
れ
、
時
効

は
こ
こ
に
始
め
て
自
己
完
結
し
た
制
度
た
り
得
る
。
私
は
こ
こ
に
時
効
制
度
の
構
造
を
理
解
し
た
い
。

時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
關
係

四
九

（
四
五
七
）


