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紹
介
と
批
詐

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
み
か
ら
必
要
的
共
同
訴
訟
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
頁

從
つ
て
次
に
從
來
學
読
到
例
が
訴
訟
物
の
同
一
性
を
以
て
必
要
的
共
同
訴
訟
で

あ
る
と
し
た
各
場
合
を
再
検
討
し
て
い
る
。
例
え
ば
破
産
債
権
者
の
債
権
を
孚

う
複
籔
の
者
に
封
す
る
確
認
訴
訟
は
、
從
來
訴
訟
物
の
同
一
な
る
が
故
に
必
要

的
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
理
由
は
破
産
法
第

一
四
七
條
の
場
合
は
片
面
的
既
到
力
の
延
長
の
場
合
で
あ
る
と
い
う
黙
に
求
め

ら
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
W
最
後
に
必
要
的
共
同
訴
訟
の
各
場
合
に
つ

き
、
①
既
到
力
の
及
ぶ
場
合
、
の
総
有
の
訴
及
び
複
籔
の
者
が
共
同
し
て
訴
え

叉
は
訴
え
ら
る
べ
き
そ
の
他
の
場
合
に
分
け
て
説
明
す
る
。

最
後
に
以
上
論
じ
た
庭
を
必
要
的
共
同
訴
訟
の
要
件
を
定
め
る
規
定
に
構
成

し
、
「
複
歎
の
共
同
訴
訟
人
が
共
同
し
て
の
み
訴
を
提
起
し
又
は
訴
え
ら
れ
る

場
合
、
叉
は
他
の
訴
訟
に
封
し
既
到
力
の
延
長
が
あ
り
う
る
場
合
、
共
同
訴
訟

は
必
要
的
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

七
六

（
四
八
四
）

】
W
o
目
一
冒
高
裁
の
人
的
責
任
否
定
の
見
解
、
更
に
訴
訟
の
相
手
方
及
び
破
産

債
灌
者
に
封
す
る
責
任
の
矛
盾
を
重
大
な
過
失
と
い
う
黙
に
客
観
的
責
任

（
匡
帥
坤
目
お
）
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
解
決
し
よ
う
と
す
る
田
①
観
曽
の

読
、
更
に
新
し
い
鼠
暁
曾
の
説
等
を
め
ぐ
つ
て
議
論
を
展
開
す
る
。
論
者
自

身
の
結
論
は
、
管
財
人
に
は
訴
訟
の
見
透
し
を
調
査
す
る
義
務
が
あ
り
、
こ
の

鮎
に
つ
き
必
要
な
注
意
を
彿
わ
な
い
そ
の
義
務
違
反
は
人
的
責
任
を
生
じ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
明
）

安
食
正
夫
著

『
産
業
肚
會
學
』

　
n
　
破
産
管
財
人
の
人
的
實
任
　
　
曽
一
亀
艮
魯
毛
Φ
び
霞

　
破
産
管
財
人
は
敗
訴
の
場
合
、
相
手
方
が
破
産
財
團
か
ら
瀦
足
を
受
け
ら
れ

な
い
訴
訟
追
行
費
用
に
つ
き
、
人
的
責
任
を
負
う
か
否
か
が
、
本
論
文
の
テ
ー

マ
で
あ
る
。
敗
訴
の
場
合
相
手
方
に
支
彿
う
べ
き
費
用
を
推
保
す
る
こ
と
な
く

訴
訟
を
追
行
す
る
管
財
人
は
人
的
責
任
を
負
う
と
す
る
犀
胃
琶
謀
g
旨
黛
ピ
●

高
裁
並
び
に
鼠
融
曽
の
見
解
に
封
し
、
破
産
財
團
が
訴
訟
費
用
を
墳
補
す
る

に
充
分
で
は
な
く
て
も
訴
訟
を
中
止
す
る
義
務
は
な
い
と
す
る
多
く
の
高
裁
の

見
解
、
破
産
財
團
が
不
充
分
で
あ
つ
て
も
管
財
人
が
訴
訟
の
見
透
し
に
つ
き
充

分
の
注
意
を
し
た
か
否
か
に
係
る
と
す
る
国
α
巨
高
裁
の
見
解
、
更
に
人
的

責
任
を
否
認
す
る
傾
向
、
更
に
以
上
の
諸
見
解
を
調
整
す
る
契
機
と
し
て
の

1

　
今
目
、
理
論
肚
會
學
の
中
心
課
題
は
、
「
吐
會
騰
系
」
或
い
は
「
吐
會
豊
制
」

の
理
論
に
集
中
さ
れ
て
い
る
と
い
つ
て
過
言
で
は
な
い
。
し
か
も
な
お
、
こ
の

問
題
を
め
ぐ
る
諸
學
者
の
見
解
に
は
、
激
し
い
幾
多
の
論
雫
融
が
み
い
だ
さ
れ

る
。
そ
の
こ
と
の
論
議
は
別
と
し
て
、
本
書
も
、
著
者
の
立
場
か
ら
す
る
一
つ

の
「
肚
會
膿
制
の
理
論
」
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
硯
究
封

象
に
は
、
主
と
し
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
と
か
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
呼
ば
れ
る
「
中

間
暦
」
を
取
上
げ
て
い
る
。
從
つ
て
、
本
書
の
副
題
に
「
肚
會
騰
制
の
理
論
と

實
謹
」
と
附
記
さ
れ
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
り
、
こ
れ
迄
の
い
わ
ゆ
る
「
産
業
肚



會
學
」
と
か
「
産
業
に
お
け
る
人
間
關
係
の
科
學
」
と
は
、
お
よ
そ
そ
の
趣
き

を
異
に
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
リ
ジ
ナ
ル

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
つ
た
黙
で
、
わ
が
國
の
學
術
書
に
は
、
外
國
の
諸
原
典
を

忠
實
に
紹
介
す
る
こ
と
に
主
力
を
そ
そ
ぐ
も
の
と
、
そ
れ
ら
に
一
懸
立
脚
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
オ
リ
ジ
ナ
ル

が
ら
も
著
者
個
人
の
濁
創
的
な
見
解
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
の
、
二
つ

の
典
型
的
な
タ
イ
プ
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
黙
、
本
書
は
、
そ
の
傾
向
か
ら
し

て
後
者
に
驕
す
る
も
の
と
み
て
差
支
え
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
本
書
に
お
け
る

著
者
の
意
欲
的
な
意
圖
に
は
敬
服
さ
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
騰
制
理
論
の
理
論
構

造
に
若
干
の
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
書
の
内
容
は
「
理
論
」
と
「
實
謹
」
の
前
後

二
篇
に
わ
か
れ
、
前
篇
に
は
O
集
團
構
造
、
⇔
成
暦
構
造
、
目
肚
會
隆
制
の
三

章
が
、
後
篇
に
は
十
章
に
わ
た
る
著
者
の
こ
れ
迄
の
實
謹
的
諸
研
究
が
集
録
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
論
稿
に
お
い
て
は
、
著
者
の
い
わ
ゆ
る
「
鐙
制
理

論
」
な
る
も
の
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
封
す
る
若
干
の
考
察
を
附
記
し
て
み
た

い
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
目
下
の
理
論
肚
會
學
の
重
要

な
論
雫
馳
に
も
、
若
干
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
に
外
な
ら

な
い
。

豆

　
本
著
者
の
基
本
的
な
出
護
黙
は
、
肚
會
的
多
元
論
の
立
場
に
た
つ
相
封
性
の

場
と
し
て
の
相
互
關
連
性
を
取
上
げ
る
こ
と
に
あ
り
、
本
能
と
か
経
濟
的
要
因

と
い
つ
た
特
定
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
つ
て
吐
會
を
因
果
法
則
的
に
説
明
し
よ
う

と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
要
素
理
論
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
あ
る
意
昧
で

は
、
こ
の
二
つ
の
封
立
す
る
理
論
型
の
組
織
的
な
清
算
を
試
み
て
い
る
も
の
と

紹
介
と
批
詳

い
9
て
も
よ
い
。
本
書
に
お
い
て
部
分
的
に
取
上
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
前
者
に

つ
い
て
は
パ
ー
ス
ン
ズ
の
理
論
吐
會
學
、
後
者
に
つ
い
て
は
マ
ル
ク
ス
に
代
表

さ
れ
る
階
級
理
論
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
型
の
中
心
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
二

つ
の
理
論
型
の
鰯
護
と
い
う
間
題
は
、
肚
會
學
の
み
な
ら
ず
全
て
の
肚
會
科
學

に
と
つ
て
も
、
同
じ
よ
う
に
重
要
な
現
代
的
課
題
の
一
つ
と
み
て
間
蓮
な
い
。

　
そ
こ
で
著
者
は
、
ま
ず
肚
會
膿
制
を
「
集
團
構
造
」
と
「
成
暦
構
造
」
の
二

つ
の
大
き
な
次
元
に
わ
け
、
さ
ら
に
前
者
を
「
制
度
的
集
團
」
、
「
制
度
外
集

團
」
、
「
媒
介
的
集
團
」
の
三
つ
に
、
後
者
を
「
階
級
」
と
「
階
暦
」
の
二
つ
に

類
別
す
る
。

　
制
度
的
集
團
は
、
「
他
人
が
こ
う
す
る
か
ら
、
こ
う
い
う
も
の
だ
か
ら
と
い

う
行
動
的
論
理
に
基
礎
を
置
く
集
團
」
と
し
て
、
目
的
と
手
段
が
統
一
的
な
關

係
に
あ
り
、
制
度
依
存
的
、
中
和
的
、
没
人
格
的
、
開
放
的
な
關
係
に
あ
る
と

規
定
さ
れ
る
。

　
制
度
外
集
團
は
、
「
た
ん
に
成
員
で
あ
り
關
係
當
事
者
で
あ
る
こ
と
自
醗
が

意
昧
を
も
ち
、
そ
の
こ
と
に
安
堵
し
親
し
み
を
感
じ
人
格
的
な
鰯
れ
合
い
を
感

じ
る
集
團
」
と
し
て
、
目
的
だ
け
の
意
昧
を
も
つ
關
係
に
あ
り
、
自
襲
的
、
親

和
的
、
人
格
的
、
完
結
的
な
關
係
に
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。

　
媒
介
的
集
團
は
、
「
警
戒
と
輕
蔑
さ
え
含
む
非
人
格
的
相
互
利
用
を
意
識
し

た
…
…
利
害
や
打
算
が
極
度
に
働
く
集
團
」
と
し
て
、
手
段
だ
け
の
意
昧
を
も

つ
關
係
に
あ
り
、
相
互
利
用
的
、
猫
善
的
、
非
人
格
的
、
封
鎖
的
な
關
係
に
あ

る
と
規
定
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
人
間
關
係
を
機
能
的
側
面
か
ら
み
た
三
つ
の
關
係
に
類
別

し
、
そ
れ
ら
の
關
係
が
多
籔
者
の
集
團
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
そ
の
集
團
の
性
格

を
決
定
す
る
中
核
的
部
分
を
形
づ
く
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
團
を
三
つ
の
機

七
七
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紹
介
と
批
評

能
的
集
團
に
類
別
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
た
つ
と
、
從
來
の
吐
會
學

に
お
け
る
形
態
的
分
類
と
し
て
の
一
律
的
な
集
團
呼
構
は
、
刻
々
に
攣
動
す
る

相
封
性
の
場
と
し
て
の
親
織
か
ら
よ
り
動
態
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
方
法
論
上
の
動
態
的
性
格
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

　
次
に
、
集
團
構
造
と
匿
別
さ
れ
る
成
暦
構
造
は
「
集
團
が
行
動
の
や
り
と
り

の
場
と
す
る
な
ら
ば
、
成
暦
は
償
値
の
や
り
と
り
の
場
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
構
造
は
、
全
く
異
つ
た
二
つ
の
騰
系
と
し
て
の
「
階

級
」
と
「
階
暦
」
に
類
別
さ
れ
る
。

　
階
級
は
、
脛
濟
的
肚
會
的
な
生
産
關
係
に
よ
つ
て
貫
か
れ
た
支
配
ー
抵
抗
の

關
係
に
あ
り
、
封
立
、
分
裂
の
便
値
闘
孚
が
そ
の
動
的
側
面
を
形
成
す
る
。

　
階
暦
は
、
そ
の
逆
に
、
贋
値
示
向
を
規
制
し
債
値
を
分
有
せ
し
め
る
豊
系
と

規
定
さ
れ
、
人
間
相
互
の
許
便
關
係
が
そ
の
主
軸
と
な
つ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
具
膿
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
現
代
階
級
肚
會
に
お
け
る
一
定
の
位

置
と
階
層
的
な
一
定
の
評
債
を
受
け
、
こ
れ
に
懸
ず
る
意
識
や
態
度
を
も
つ

て
、
一
方
に
お
い
て
は
反
嬢
や
抵
抗
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
は

一
定
の
生
活
程
度
や
生
活
様
式
の
向
上
を
願
つ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
償
値
の
や
ヶ
と
り
の
場
と
し
て
の
成
暦
の
研
究
に

は
、
階
級
と
階
暦
の
二
つ
の
機
能
的
概
念
が
必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
る
と
、
階
級
と
階
暦
の
爾
者
の
關
蓮
性
は
、
「
そ

の
前
に
停
む
人
々
に
常
に
二
者
選
一
の
ジ
レ
ン
マ
を
惹
起
す
る
原
因
と
な
る
」

と
い
つ
た
意
昧
で
關
連
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
分
裂
し
た
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
な
行
動
の
解
決
は
、
亘
覗
的
座
標
に
お
い
て
は
歴
史
的
－
傳
統
的
制
度

に
よ
つ
て
重
大
な
影
響
を
受
け
、
微
覗
的
座
標
に
お
い
て
は
集
團
構
造
に
よ
つ

て
現
實
的
安
定
に
み
ち
び
か
れ
る
、
と
著
者
は
説
明
す
る
。
そ
の
限
り
に
お
い

七
八

（
四
八
六
）

て
著
者
は
、
從
來
の
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
の
読
明
匿
分
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い

る
わ
け
で
あ
り
、
爾
者
を
「
同
一
次
元
に
お
け
る
程
度
と
距
離
の
問
題
」
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
一
つ
の
理
論
構
造
を
示
し
て
い
る

か
ど
う
か
疑
問
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
次
の
間
題
は
、
成
暦
構
造
と
集
團
構
造
の
關
係
を
如
何
に
關
蓮
さ

せ
る
か
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
極
め
て
一
般
的
に
い
え
ば
、
同
じ
成
暦
に
馬
す
る

も
の
が
集
團
形
成
に
當
つ
て
大
き
な
カ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
關
連
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
假
読
の
も
と
に
集
團
構
造
を
分
析
す
る
こ

と
は
、
著
者
の
い
う
よ
う
に
確
か
に
一
つ
の
支
融
と
な
り
5
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
、
輩
純
な
一
般
的
常
識
論
と
同
じ
で
あ

つ
て
、
賞
は
何
も
い
わ
な
か
つ
た
こ
と
に
等
し
い
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
織
の
説
明
に
關
し
て
著
者
は
、
肚
會
騰
制
と
し
て
の
産
業
農
制
を
階

級
型
と
階
暦
型
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
類
別
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
成
暦
構
造
と
集
團
構
造
の
關
蓮
と
し
て
で
は
な

く
、
著
者
の
い
う
階
級
と
階
暦
の
相
封
的
優
位
性
の
問
題
と
し
て
で
あ
る
に
過

ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
も
つ
と
も
、
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
抽
出
は
、
そ
の

こ
と
自
髄
の
狙
い
の
面
白
さ
を
認
め
て
然
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
肚
會
膿
制
と
は
以
上
の
集
團
構
造
と
成
暦
構
造
を
そ
の
構
成
因
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
肚
會
盟
制
そ
れ
自
睦
の
概
念
規
定
と
し
て
は
、
「
制
度
的

な
ノ
ル
ム
や
掟
等
を
含
む
制
度
の
束
」
と
い
う
以
外
に
め
ぼ
し
い
も
の
は
み
あ

た
ら
な
い
。
そ
し
て
具
豊
的
に
は
、
制
度
相
互
の
關
蓮
を
相
補
性
、
爾
立
性
、

相
反
性
と
い
う
關
係
概
念
で
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
著
者
の
饅
制
概
念
に
は
、
さ
ら
に
「
領
域
的
豊
制
」
と
「
歴
史

的
農
制
」
、
或
い
は
「
上
馬
睦
制
」
と
「
下
薦
膣
制
」
と
い
つ
た
封
比
概
念
が



附
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
要
す
る
に
、
一
つ
の
吐
會
騰
制
を
知
る
に
は
、

匿
分
原
理
と
し
て
の
こ
れ
ら
の
二
つ
の
肚
會
匿
制
を
並
行
さ
せ
な
が
ら
把
握
し

て
ゆ
く
以
外
に
途
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
だ
け

の
こ
と
で
は
、
二
つ
の
異
な
る
次
元
の
問
題
を
組
織
的
に
清
算
し
よ
う
と
す
る

立
場
に
、
何
も
の
を
も
附
け
加
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、

並
行
さ
せ
な
が
ら
把
握
し
て
い
く
瞭
系
的
な
方
法
の
、
よ
り
組
織
的
な
展
開
に

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
以
上
簡
軍
に
説
明
し
た
諸
術
語
の
組
合
せ
に
よ
る
著
者
の
瞭
制
理
論

は
、
後
篇
に
お
け
る
十
例
の
調
査
研
究
に
お
い
て
そ
の
理
論
の
實
鐙
を
試
み
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
調
査
研
究
の
う
ち
に
は
、
囑
立
の
調
査
報
告
と
し
て
興
昧
深

い
も
の
が
少
な
く
な
い
。
本
論
稿
に
お
い
て
は
、
便
宜
上
、
そ
の
實
謹
研
究
の

個
々
の
内
容
に
は
鰯
れ
な
い
で
、
著
者
の
豊
制
理
論
一
般
に
關
す
る
若
干
の
考

察
を
試
み
た
い
。皿

　
ま
ず
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
著
者
の
理
論
構
造
の
う
ら
に

ひ
そ
む
一
つ
の
哲
學
的
傾
向
に
つ
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
は
事

實
と
し
て
の
關
係
や
集
團
、
階
級
や
階
暦
の
組
合
せ
を
科
學
的
に
追
求
す
る
こ
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と
は
も
ち
ろ
ん
、
か
く
あ
る
べ
き
吐
會
に
お
け
る
人
間
像
に
た
い
す
る
理
念
的

な
思
索
を
つ
ね
に
怠
つ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
い
、
「
人
間
の
科
學
と
し
て
の
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肚
會
學
を
人
聞
の
た
め
の
科
學
に
ま
で
高
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
場
合
、

著
者
は
そ
の
理
論
構
造
に
お
い
て
、
客
観
的
没
贋
値
的
な
科
學
精
神
と
主
観
的

實
践
的
な
哲
學
精
紳
と
を
ど
の
程
度
ま
で
明
確
に
峻
別
し
て
い
る
か
、
に
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
は
、
し
ば
し
ば
人
格
主
義
の
立
場
に
た
つ
と
宣

紹
介
と
批
評

言
す
る
。
人
格
主
義
は
結
構
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
科
學
的
客
観
性
を
損
な
わ

な
い
限
度
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
黙
に
關
蓮
し
て
、
集
團
構
造
の
三
分
類
に
お
け
る
媒
介
的
關
係
の
意
昧

が
、
筆
者
に
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
媒
介
的
關
係
は
人
間
の

奥
に
ひ
そ
む
功
利
的
で
狡
猜
な
隠
蔽
的
な
傾
向
か
ら
生
ず
る
も
の
、
と
考
え
る

以
前
に
、
何
が
功
利
的
で
狡
猜
で
隠
蔽
的
な
の
か
を
到
臨
す
る
基
準
が
與
え
ら

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
判
断

の
基
準
は
各
文
化
の
文
化
贋
値
に
よ
つ
て
相
達
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
各
文
化
の
文
化
的
コ
ン
テ
ッ
キ
ス
ト
に
よ
つ
て
は
、
媒
介
的
關
係
と
制
度

的
關
係
が
匿
分
さ
れ
る
と
き
も
あ
れ
ぱ
匿
分
さ
れ
な
い
と
き
も
あ
る
と
到
断
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
吐
會
進
歩
の
度
合
い
の
高
い
状
態
と
は
制
度
外
關
係
と
制
度
的
關

係
の
一
致
し
た
場
で
あ
る
」
と
か
、
「
便
宜
主
義
的
な
機
會
主
義
的
な
一
貫
性

を
敏
く
行
動
…
－
す
な
わ
ち
表
見
的
な
媒
介
關
係
の
み
で
な
く
そ
の
よ
う
な
關

係
に
あ
り
な
が
ら
他
の
關
係
や
集
團
に
お
い
て
見
事
な
適
懸
振
り
を
襲
揮
す
る

現
代
人
の
行
動
は
肚
會
進
歩
の
障
害
で
あ
る
」
と
か
、
「
客
騰
的
な
艦
制
の
現

實
の
歩
み
に
あ
と
さ
き
の
ズ
レ
が
生
ず
る
問
題
…
…
そ
れ
は
現
實
の
歴
史
的
醗
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制
と
來
る
べ
き
歴
史
的
盟
制
と
の
時
間
的
ズ
レ
で
あ
る
と
と
も
に
、
現
實
の
領

域
的
豊
制
と
來
る
べ
き
歴
史
的
騰
制
と
の
ズ
レ
で
あ
る
。
…
…
こ
の
こ
と
は
肚

　
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
　
さ
　
　
ち

會
盟
制
の
最
終
の
段
階
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
」
と
か
（
傍
鮎
ー

筆
者
）
い
わ
れ
る
場
合
、
一
騰
そ
れ
が
ど
う
し
て
祉
會
進
歩
で
あ
り
來
る
べ
き

歴
史
的
豊
制
で
あ
り
最
終
の
段
階
で
あ
る
と
到
漸
で
き
る
の
か
、
筆
者
に
は
よ

く
了
解
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
に
剣
臨
す
べ
ぎ
根
擦
と
な
つ
て
い
る

ら
し
い
著
者
の
人
格
主
義
の
立
場
と
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
て
い
る
科
學
の
立
場
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紹
介
と
批
評

と
の
聞
に
、
何
か
次
元
の
異
つ
た
も
の
が
介
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
現
代
の
問
題
は
「
國
民
肚
會
（
領
域
的
艦
制
）
と
階
級
吐

會
（
歴
史
的
髄
制
）
の
接
績
の
問
題
と
言
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
と
い
う
場

合
、
著
者
が
も
つ
と
も
同
避
し
よ
う
と
し
た
扁
つ
の
ド
グ
マ
に
著
者
自
身
が
階

つ
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
誠
に
人
格
主
義
の
立
場
は
結
構
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
、
優
れ

て
科
學
的
で
あ
る
べ
き
一
つ
の
理
論
構
造
に
、
首
尾
一
貫
し
た
論
理
的
豊
系
が

要
請
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。

　
日
頃
思
う
こ
と
で
あ
る
が
、
肚
會
科
學
に
お
い
て
は
、
多
く
の
補
助
概
念
を

ひ
き
つ
れ
た
一
族
郎
窯
的
な
理
論
構
造
の
布
陣
を
し
か
ね
ば
な
ら
な
い
宿
命
に

あ
る
の
で
、
そ
の
一
つ
の
理
論
構
造
の
論
理
的
一
貫
性
は
、
そ
の
理
論
に
と
つ

て
の
必
須
の
條
件
と
し
て
嚴
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
諸
理
論
構
造
の

交
脈
か
ら
恣
意
的
に
引
抜
い
た
個
々
の
概
念
を
、
安
易
な
折
衷
に
よ
つ
て
個
々

バ
ラ
バ
ラ
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。
本
書
に
み
ら
れ
る
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
の
問
題
、
或
い
は
歴
史
的
豊
制

と
領
域
的
豊
制
の
問
題
の
取
上
げ
方
に
、
そ
う
い
つ
た
傾
向
が
み
ら
れ
な
い
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
筆
者
の
理
解
が
至
ら
な
い
た
め
か
も
知
れ
な
い

が
、
そ
の
黙
に
つ
い
て
の
著
者
の
読
明
に
論
理
的
漸
層
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
パ
；
ス
ン
ズ
と
マ
ル
ク
ス
の
二
つ
の
理
論
構

造
を
素
材
と
し
な
が
ら
も
、
爾
者
を
乗
り
こ
え
る
第
三
の
立
場
が
首
尾
輔
貫
し

て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
書
は
、
個
々
の
具
艦
的
問
題
の
分
析
に
極
め

て
鋭
い
洞
察
の
目
を
放
つ
て
お
り
、
そ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
も
教
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
農
制
理
論
そ
の
も
の
の
全
農
的
構

八
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成
に
つ
い
て
は
、
必
し
も
優
れ
た
濁
創
的
見
解
を
展
開
し
た
も
の
と
は
い
い
難

い
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
優
れ
た
可
能
性
を
も
つ
未
完
成
の
魅
力

的
な
構
成
豊
と
考
え
た
い
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
産
業
肚
會
學
一
般
の
テ
キ

ス
ト
・
ブ
ッ
ク
と
し
て
よ
り
は
、
こ
の
研
究
領
域
に
お
け
る
優
れ
て
オ
リ
ジ
ナ

ル
な
一
つ
の
方
向
を
提
起
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
産

業
肚
會
學
的
研
究
に
お
け
る
こ
う
い
つ
た
新
し
い
理
論
的
側
面
に
注
目
し
て
い

き
た
い
と
思
つ
て
い
る
。
著
者
の
バ
イ
オ
ニ
ヤ
ー
的
な
努
力
に
敬
意
を
表
す
る

次
第
で
あ
る
。
（
技
報
堂
全
書
二
〇
一
巻
、
技
報
堂
、
昭
和
三
二
年
、
二
七
五

頁
、
定
債
三
〇
〇
圓
）
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