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『
現
代
の
人
間
像
と
形
法
改
正
』

1

著
者
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
金
作
教
授
が
、
刑
法
難
誌
（
五
の

四
、
六
一
頁
以
下
）
に
そ
の
「
比
較
刑
法
の
議
展
、
課
題
及
び
方
法
」
を
書
評

さ
れ
た
際
、
ふ
れ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
、
現
に
フ
ラ
4
ブ
ル
ク
大
學
に
刑
法
お

紹
介
と
批
評

よ
び
刑
事
訴
訟
法
の
講
座
を
持
ち
、
併
せ
て
比
較
刑
法
研
究
所
長
を
も
餓
ね
て

お
ら
れ
る
比
較
的
若
い
世
代
に
厨
す
る
有
能
な
刑
法
學
者
で
あ
る
。

　
一
九
四
九
年
に
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
學
の
私
講
師
と
な
り
、
一
九
五
二
年
に

ボ
ン
大
學
に
再
び
教
授
資
格
請
求
論
文
を
提
出
し
て
、
そ
こ
の
私
講
師
を
脛
て

現
職
に
就
か
れ
た
の
は
一
九
五
四
年
で
あ
る
と
記
憶
し
て
い
る
。

　
同
教
授
は
、
ド
イ
ッ
刑
法
學
會
有
籔
の
フ
ラ
ン
ス
語
に
造
詣
の
深
い
學
者
で

あ
つ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
獲
表
さ
れ
た
論
文
も
多
い
。

　
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
で
お
會
い
し
た
時
の
感
じ
は
、
背
の
高
い
、
何
と
な
く
鏡
い

感
じ
の
人
で
あ
つ
た
が
、
こ
れ
は
左
ほ
ほ
に
残
つ
て
い
る
若
き
日
の
決
闘
の
刀

傷
が
、
右
の
印
象
を
強
め
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
し
た
教
授
が
、
刑
法
改

正
委
員
會
の
委
員
と
し
て
、
さ
き
に
決
闘
に
關
す
る
諮
問
に
答
え
て
報
告
を
さ

れ
た
事
實
は
、
偶
然
以
上
の
も
の
を
考
え
さ
せ
る
（
ト
N
・
岩
竃
・
＝
Φ
坤
・
ト

ω
●
一
〇
〇
〇
崩
．
）
。

　
と
も
あ
れ
、
國
際
的
親
野
の
廣
い
同
教
授
が
、
現
に
行
わ
れ
、
今
年
の
十
月

に
終
る
と
い
わ
れ
て
い
る
刑
法
改
正
の
事
業
に
、
委
員
と
し
て
關
與
さ
れ
、
そ

の
學
識
と
膣
瞼
か
ら
流
れ
出
た
エ
ッ
セ
ン
ス
と
も
い
え
る
玉
稿
が
、
こ
こ
に
紹

介
し
よ
う
と
す
る
小
珊
子
で
あ
る
。
本
書
は
一
九
五
六
年
一
二
月
一
二
日
に
、

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
學
創
立
記
念
日
に
行
わ
れ
た
講
演
を
も
と
と
し
て
、
そ
れ
に

筆
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
非
常
に
簡
潔
に
書
か
れ
て
は
い
る
が
、
行
間
に
あ

ふ
れ
る
ば
か
り
の
示
唆
の
多
い
論
述
は
、
そ
れ
を
更
に
展
開
せ
し
め
る
に
僧
す

る
契
機
を
包
含
し
て
い
る
。

　
素
描
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
同
教
授
の
豫
言
す
る
方
向
を
一
鷹
確
認
し
て

お
き
た
い
と
思
う
家
第
で
あ
る
。
表
題
で
も
わ
か
る
通
り
、
同
教
授
の
指
示
す

る
も
の
は
、
現
代
と
い
う
大
衆
的
な
、
機
械
文
明
の
肚
會
に
、
一
成
員
と
し
て

八
噺

（
一
一
四
一
）



紹
介
と
批
評

存
在
す
る
人
間
像
を
適
確
に
把
握
し
て
、
こ
れ
に
印
し
た
刑
法
改
正
の
行
わ
れ

る
べ
き
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
古
典
的
自
由
主
義
の
所
産
で
あ
る
「
自
由
な
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ス
じ
ソ
サ
エ
テ
イ
ヨ

間
像
」
と
い
う
考
え
が
今
一
度
反
省
さ
れ
、
大
衆
杜
會
に
實
存
す
る
孤
猫
な
人

間
像
を
と
ら
え
る
こ
と
こ
そ
、
二
十
世
紀
後
牟
の
刑
法
學
の
使
命
で
あ
る
と
筆

者
は
考
え
て
い
た
か
ら
、
本
書
は
そ
の
思
考
方
向
に
封
す
る
一
つ
の
擦
鮎
と
も

な
つ
て
い
る
。
簡
略
に
素
描
さ
れ
た
思
索
の
一
つ
一
つ
を
、
更
に
縫
承
護
展
せ

し
め
る
こ
と
こ
そ
、
筆
者
の
今
後
の
使
命
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

II

　
牛
世
紀
に
わ
た
つ
て
績
け
ら
れ
て
來
た
刑
法
改
正
が
今
や
終
り
を
告
げ
よ
う

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
九
五
六
年
二
一
月
七
日
に
刑
法
絡
則
の
第
一
讃
會

童
案
が
出
來
、
一
九
五
八
年
末
ま
で
に
は
各
則
の
審
議
が
絡
る
こ
と
に
な
つ
て

い
る
。

　
何
故
、
刑
法
改
正
を
こ
う
ま
で
大
騒
ぎ
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
一
八
七

一
年
の
古
き
良
き
刑
法
で
は
何
故
い
け
な
い
の
か
、
か
く
も
長
い
期
間
、
し
か

も
特
別
な
〃
大
〃
委
員
會
な
ど
と
い
う
も
の
が
何
故
必
要
で
あ
る
の
か
。

　
全
部
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
法
律
家
は
我
々
の
時
代
に
適
合
し
た
新
し

い
刑
法
典
を
必
要
と
し
、
古
い
刑
法
典
は
た
と
え
装
い
を
こ
ら
し
た
と
し
て
も

現
代
の
要
請
に
は
も
は
や
即
さ
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
刑
法
典
は
現
在
の
文
化
状
態
の
忠
實
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
現
在
の
國
家
に

お
い
て
支
配
的
な
精
紳
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
刑
法
典
は
個
人
に
保
護
を
與
え

る
と
同
時
に
、
限
界
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
直
接
個
人
と
關
係
を
す
る
の

で
あ
る
。
刑
法
典
は
民
族
全
髄
の
心
情
と
性
格
と
に
深
く
結
び
つ
ぎ
、
民
族
に

法
自
盟
と
し
て
現
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
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一
一
四
二
）
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ソ
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自
由
主
義
的
肚
會
秩
序
か
ら
」
近
代
の
高
度
に
工
業
化
さ
れ
た
大
衆
肚
會
國

家
へ
の
移
行
期
に
は
、
現
存
の
状
況
に
お
い
て
刑
法
は
い
か
な
る
根
本
観
を
代

表
し
、
い
か
な
る
目
的
を
追
及
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
特
に
注
意
深

い
、
多
面
的
な
考
慮
を
す
る
必
要
が
あ
る
（
三
ー
四
頁
）
。

　
こ
の
度
の
刑
法
改
正
に
つ
い
て
、
資
料
的
な
準
備
は
よ
く
で
き
て
い
た
が
、

刑
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
人
間
像
に
つ
い
て
、
現
代
の
人
間
像
は
い
か
な
る
も

の
か
に
つ
い
て
の
用
意
は
特
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
は
法
律
家
達
が
、
ひ
そ
か
に
、
心
理
學
、
馨
學
、
吐
會
學
の
特
別
な
準

備
が
な
く
て
も
自
分
達
に
到
臨
す
る
資
格
が
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
も

あ
る
。
實
際
刑
法
家
が
目
々
た
ず
さ
わ
つ
て
い
る
の
は
そ
の
時
代
の
人
間
、
そ

の
良
心
、
負
責
、
有
責
性
、
多
様
な
良
き
面
、
悪
し
き
面
以
外
の
何
物
で
も
な

い
。

　
こ
の
刑
法
改
正
の
仕
事
の
開
拓
者
と
協
力
者
は
、
本
質
的
に
は
人
間
の
存
在

に
封
す
る
問
題
を
拗
棄
し
て
も
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
純
梓
規
範
科
學
と
し
て

刑
法
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
結
論
を
箪
な
る
法
律
・
技
術
的
な

刑
法
改
正
の
準
備
か
ら
引
き
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
規
範
は
常
に
現
實
の
態
度

を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
五
頁
）
。

　
今
日
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
研
究
成
果
が
示
す
も
の
は
、
人
間
存
在
と
い
う
も

の
ば
肉
膿
と
精
神
と
が
最
も
深
い
と
こ
ろ
で
結
び
合
つ
た
統
合
膣
で
あ
る
と
す

る
人
格
観
は
通
読
と
な
つ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
在
と
二
十
年
前
と
の
間
に
は
第
二
次
大
職
と
い
う
悪
が
横
た

わ
り
、
特
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
虐
殺
と
い
う
も
の
が
外
國
に
お
け
る
ド
イ
ッ
に
封
す

る
道
徳
的
顧
慮
を
根
底
か
ら
ゆ
す
ぶ
つ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
「
ナ
チ
ス
第
三
帝

國
は
籔
千
年
も
績
い
た
國
家
で
は
な
か
つ
た
が
、
そ
の
十
二
年
間
の
存
在
は
、



千
年
か
か
つ
て
作
り
あ
げ
た
ド
イ
ッ
文
化
を
根
底
か
ら
破
壊
し
つ
く
し
て
し
ま

つ
た
」
（
国
o
協
Φ
u
”
2
即
寓
o
昌
巴
8
臥
巴
置
B
目
章
砕
ω
雪
）
と
い
う
な
げ
き
の

通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
腔
瞼
を
し
た
ド
イ
ッ
國
民
に
と
つ
て
は
、
サ
ル
ト
ル
の
「
我
々

の
態
度
を
是
認
す
る
値
値
も
秩
序
も
我
々
は
持
つ
て
い
な
い
」
「
我
々
自
身
が

償
値
を
護
見
す
る
」
「
自
己
以
外
に
は
立
法
者
は
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う

言
葉
が
、
現
實
的
な
内
容
を
持
つ
た
も
の
と
し
て
我
々
の
耳
に
ひ
び
く
の
で
あ

る
（
六
、
七
頁
）
。

　
正
し
い
行
爲
の
原
則
と
い
う
問
題
は
、
職
後
始
め
の
う
ち
は
眞
創
に
と
り
あ

げ
ら
れ
て
，
い
た
が
、
生
活
が
安
定
し
、
一
九
四
五
年
と
比
べ
る
と
信
じ
ら
れ
な

い
く
ら
い
生
活
水
準
が
向
上
す
る
に
つ
れ
て
、
背
景
に
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
つ

た
。
あ
の
十
籔
年
に
お
け
る
我
々
の
蓮
命
を
顧
慮
し
て
特
に
必
要
と
さ
れ
る
も

の
は
、
道
徳
的
償
値
を
知
り
、
か
つ
認
め
、
道
徳
的
義
務
の
存
在
と
拘
束
性
を

前
提
と
し
、
國
民
の
よ
り
よ
き
自
己
の
形
姿
を
鏡
の
中
に
お
け
る
如
く
眼
前
に

示
す
よ
う
な
強
力
な
刑
法
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
普
遍
的
に
認
め
ら

れ
た
贋
値
秩
序
を
定
立
し
う
る
た
め
に
必
要
な
道
徳
的
灌
威
を
國
家
は
有
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
清
費
物
資
を
正
し
く
、
圓
滑
に
分

配
し
、
警
察
を
養
い
、
列
車
を
時
間
通
り
に
運
行
さ
せ
る
こ
と
以
外
の
な
ん
ら

か
の
疎
敬
を
、
こ
の
近
代
的
産
業
吐
會
國
家
は
有
し
て
い
る
か
。

　
國
家
が
新
し
い
、
非
常
に
重
要
な
道
徳
的
権
威
を
ど
こ
か
ら
得
べ
ぎ
か
と
い

う
問
題
は
、
我
々
の
す
べ
て
の
、
特
に
法
律
家
の
生
涯
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
し

て
し
か
も
、
現
代
の
偵
値
秩
序
を
決
定
す
る
も
の
は
、
國
民
の
中
の
一
部
の
者

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
國
家
の
義
務
は
、
秩
序
を
す
べ
て
の
も
の
に
封
す
る
示

標
（
N
Φ
一
9
魯
）
に
高
め
る
こ
と
に
あ
る
（
八
、
九
頁
）
。

紹
介
と
批
評

　
新
し
い
刑
法
は
、
第
一
に
偵
値
へ
の
結
合
に
つ
と
め
、
合
目
的
性
が
儂
値
を

犠
牲
に
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
合
目
的
性
を
拗
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例

と
し
て
は
危
瞼
な
風
俗
犯
の
去
勢
の
否
定
、
死
刑
の
廃
止
（
人
間
の
生
命
の
不

可
侵
性
お
よ
び
重
罪
犯
人
と
い
え
ど
も
い
つ
で
も
内
心
の
浮
化
に
封
す
る
可
能

性
を
持
ち
、
良
心
の
よ
び
か
け
を
死
刑
執
行
人
の
手
に
よ
つ
て
力
で
う
ぽ
う
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
）
が
あ
る
。

　
我
々
が
本
質
的
で
あ
る
と
看
倣
す
一
定
の
財
、
贋
値
へ
の
露
依
が
結
果
す
る

も
の
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
刑
法
改
正
の
例
と
は
反
封
に
、
堕
胎
、
同
性
愛
、

姦
通
と
い
つ
た
世
界
観
的
に
規
定
さ
れ
た
構
成
要
件
を
到
断
す
る
に
つ
い
て
い

か
な
る
原
則
的
攣
更
も
な
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
九
頁
）
。

ー
ナ
チ
ス
．
時
代
の
に
が
い
脛
験
に
よ
つ
て
、
將
來
の
刑
法
に
お
い
て
も
「
刑
法

に
よ
る
犯
罪
へ
の
反
墜
が
裁
到
官
の
自
由
な
裁
量
に
委
ね
た
方
が
合
目
的
な
見

地
か
ら
見
て
有
利
で
あ
ろ
う
と
も
、
確
固
と
し
た
範
園
は
維
持
さ
る
べ
き
」
で

あ
り
、
著
者
は
保
安
監
置
に
附
す
る
刑
の
執
行
猫
豫
の
制
度
、
懲
役
刑
の
存
在

に
封
す
る
疑
問
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
（
二
二
、
三
頁
）
更
に
詳
し
く

ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。III

　
不
法
の
概
念
に
封
す
る
草
案
の
立
場
　
犯
罪
は
そ
の
本
質
上
、
軍
に
現
實
の

損
害
惹
起
と
し
て
の
み
で
な
く
、
人
的
義
務
違
反
と
し
て
も
み
ら
れ
る
。
著
者

は
こ
の
概
念
か
ら
、
絶
封
的
不
能
犯
の
加
罰
性
を
ひ
き
出
す
。
ま
た
、
主
観
的

不
法
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
読
明
し
て
次
の
如
く
い
う
。
「
行
爲
の
人
的
特
徴
は

す
で
に
違
法
性
に
お
い
て
考
察
せ
ら
れ
る
」
と
。
人
間
の
義
務
拘
束
性
か
ら
更

に
、
不
眞
正
不
作
爲
犯
、
特
に
救
助
を
行
わ
な
い
こ
と
と
い
う
特
殊
な
構
成
要

八
三

（
一
　
四
三
）
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件
、
家
族
に
封
す
る
或
る
種
の
犯
罪
に
お
け
る
行
爲
の
期
待
が
明
ら
か
に
な

る
。

　
現
代
の
刑
法
は
箪
に
財
物
の
保
護
機
能
の
み
を
は
た
す
の
で
は
な
く
、
同
時

に
同
胞
の
た
め
に
各
人
の
肚
會
的
緊
張
を
も
期
待
し
て
い
る
。
人
間
は
軍
に
損

害
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
損
害
の
危
瞼
性
を
避
け
る
た

め
に
或
る
程
度
積
極
的
な
行
爲
を
も
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
後
述
の
集
團
と

犯
罪
の
項
と
關
係
し
て
い
る
）
。

　
こ
の
刑
法
草
案
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
う
「
各
人
は
他
者
で
あ
り
、
い
か

な
る
も
の
も
彼
自
身
で
は
な
い
」
と
い
5
定
有
の
非
固
有
性
（
、
、
q
昌
Φ
蒔
Φ
暮
－

一
一
9
寄
一
喉
儀
霧
U
器
虫
塁
）
と
法
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く

て
、
中
道
を
歩
ん
だ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
の
蓮
命
の
纏
瞼
に
よ
つ
て
、

正
し
い
行
爲
の
原
則
を
認
め
よ
う
と
努
め
、
償
値
を
顧
慮
す
る
こ
と
を
知
り
、

同
胞
の
諸
關
係
を
そ
の
最
も
本
來
的
な
存
在
の
一
噺
片
と
し
て
感
じ
る
よ
う
な

人
間
像
を
導
き
の
星
と
し
た
。
人
間
に
仔
杜
會
的
意
思
努
力
”
を
要
求
す
る
よ

う
に
し
む
け
る
、
現
實
志
向
的
な
法
的
良
心
が
こ
れ
に
営
た
る
。
刑
法
が
第
一

に
努
め
る
こ
と
は
治
療
の
効
果
で
は
な
く
て
、
正
義
の
期
待
を
實
施
す
る
こ
と

で
あ
る
。
刑
罰
は
〃
治
療
の
必
要
〃
が
な
い
場
合
に
も
、
治
療
し
て
も
見
込
み

が
な
い
ほ
ど
重
い
と
分
つ
て
い
る
場
合
に
も
、
そ
れ
を
要
求
し
う
る
。
こ
こ
に

最
近
主
張
さ
れ
て
い
る
（
E
・
フ
ラ
イ
）
“
罰
す
る
代
り
に
治
療
を
”
と
い
う

考
え
に
封
す
る
著
者
の
立
場
が
見
ら
れ
る
。
法
と
馨
學
と
は
別
種
の
も
の
で
あ

る
（
二
二
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
な
論
述
は
あ
ま
り
に
も
澗
念
論
的
で
あ
り
、
カ
ン
ト
的
人
間
像
を

輩
に
繊
承
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
間
に
封
し
、
國
民
の
大
多
籔
に
よ

つ
て
理
解
さ
れ
る
客
観
的
償
値
秩
序
は
、
明
ら
か
に
肚
會
的
共
同
生
活
の
維
持

八
四

（
一
一
四
四
）

に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
我
々
は
庭
罰
さ
る
べ
き
者
が
こ
の
要

求
を
蓮
守
す
る
に
必
要
な
洞
察
と
意
思
力
と
を
現
に
、
い
か
な
る
程
度
持
つ
て

い
る
か
と
い
う
鮎
を
確
か
め
ず
に
、
そ
れ
の
充
足
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
責

任
と
良
心
と
は
「
國
家
の
必
要
的
な
擬
制
」
（
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ
）
で
あ
る
。

　
或
る
者
は
「
規
範
的
な
人
間
像
は
科
學
と
い
う
か
く
れ
蓑
の
中
で
行
わ
れ
る

悪
ル
き
形
而
上
學
で
あ
る
」
と
い
う
。
「
現
在
の
刑
法
改
正
の
仕
事
は
自
然
科

學
の
研
究
に
よ
つ
て
、
κ
下
か
ら
”
或
る
程
度
築
き
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
す
な
わ
ち
人
間
は
自
然
的
な
存
在
に
包
入
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ

の
人
的
自
由
は
彼
の
肉
膿
・
精
紳
的
被
制
約
性
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
著
者
は
反
論
す
る
（
一
四
頁
）
。

　
著
者
は
こ
こ
で
各
個
別
科
學
の
成
果
を
引
用
し
て
、
そ
の
人
間
像
を
浮
き
彫

り
に
し
よ
う
と
す
る
。

　
第
一
に
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
哲
學
的
・
人
問
學
的
歌
況
分
析
が
引
用
さ

れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
引
用
す
る
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
避
け
よ
う
。
第
二
に
ロ
㌧
ヘ

ル
ト
・
ハ
イ
ス
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
ミ
ュ
ン
カ
：
の
心
理
學
的
人
間
像
、
次
に
パ

ウ
ル
・
ホ
フ
マ
ン
の
紳
脛
生
理
學
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
シ
ニ
ル
ス
キ
ー
、
ハ
イ
ン

リ
ッ
ヒ
・
ポ
ピ
ッ
ツ
の
吐
會
墨
的
人
間
像
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

　
厚
法
に
お
け
る
人
間
”
存
在
を
読
明
す
る
と
い
う
使
命
が
法
學
に
あ
る
。

法
、
特
に
刑
法
に
お
い
て
は
正
し
い
當
爲
の
要
請
が
重
要
で
あ
る
。
若
し
法
學

が
、
人
間
は
當
爲
規
範
に
よ
つ
て
現
實
に
導
か
れ
る
に
適
さ
ず
、
か
つ
そ
の
資

格
が
な
い
と
看
倣
そ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
ど
で
あ
る
。

　
刑
法
改
正
委
員
會
は
法
的
行
爲
へ
の
人
間
の
自
由
か
ら
出
獲
し
て
い
る
。
こ

の
思
想
は
、
禁
止
の
錯
誤
に
關
す
る
聯
邦
裁
到
所
の
到
決
に
次
の
如
く
到
示
さ

れ
て
い
る
。
．
「
人
間
は
自
由
な
、
道
徳
的
自
己
決
定
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
が



故
に
法
共
同
腔
の
一
部
分
と
し
て
、
適
法
に
行
爲
し
不
法
を
避
け
る
責
任
あ
る

判
臨
を
常
に
要
求
さ
れ
る
」
。
こ
れ
は
軍
な
る
規
範
的
責
任
論
の
保
持
に
と
ど

ま
ら
ず
、
草
案
中
に
採
揮
さ
れ
た
禁
止
の
錯
誤
の
取
扱
い
を
示
す
。

　
若
し
人
間
が
そ
の
行
爲
の
實
質
的
内
容
に
責
任
を
負
う
と
す
る
な
ら
ば
、
客

観
的
に
は
全
く
誤
ま
つ
て
い
る
こ
と
の
明
ら
か
な
意
圖
に
、
主
観
的
に
義
務
に

忠
實
に
從
つ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
の
理
由
で
冤
責
せ
し
め
る
こ
と
は
で
ぎ

な
い
。
む
し
ろ
「
先
験
的
に
由
來
す
る
人
間
の
人
的
良
心
」
が
、
い
つ
い
か
な

る
時
に
も
正
し
い
道
を
示
し
、
刑
法
の
領
域
に
お
け
る
法
的
當
爲
の
要
講
に
耳

を
傾
け
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
と
別
な
例
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
も
の
。
行
爲
者
が
法
秩
序
の
原
則
的
な
命
令
を
認
識
し
か
つ
認
め
つ
つ

も
、
注
意
の
不
足
か
ら
違
法
阻
却
事
由
の
要
件
を
誤
ま
つ
て
認
め
た
場
合
。

　
草
案
に
お
い
て
、
許
容
規
定
の
現
實
的
基
礎
に
封
す
る
錯
誤
を
過
失
の
原
則

で
扱
つ
て
い
る
の
は
正
し
い
。
非
難
の
程
度
の
み
で
蹴
く
、
そ
の
種
類
も
異
な

つ
て
い
る
故
に
こ
の
二
つ
の
場
合
と
同
じ
に
取
扱
う
こ
と
は
規
範
的
責
任
概
念

か
ら
し
て
も
間
違
つ
て
い
る
。
（
こ
の
鮎
に
つ
き
い
わ
ゆ
る
責
任
説
を
と
る
學

者
と
消
極
的
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
説
の
封
立
が
あ
る
。
前
者
は
特
に
ヴ
ェ

ル
ツ
ェ
ル
一
派
が
こ
れ
を
主
張
し
、
後
者
の
例
と
し
て
は
最
近
A
・
カ
ウ
フ
マ

ン
の
論
丈
が
あ
る
a
・
N
●
お
鋒
u
国
Φ
坤
曽
、
砕
。
㎝
ω
融
・
〕
。
こ
れ
に
封
し
幅

田
助
教
授
が
前
者
の
立
揚
で
反
論
を
加
え
た
〔
ト
ト
一
頴
o
。
｝
国
Φ
坤
迎
9
ψ

一
お
崩
●
〕
。
本
文
に
よ
れ
ば
こ
の
論
雫
に
第
三
の
立
場
か
ら
の
止
揚
が
行
わ
れ

た
こ
と
に
な
る
。
）

　
禁
止
規
範
と
許
容
規
定
と
は
別
種
の
も
の
で
あ
る
。
筆
者
も
こ
の
読
に
加
推

し
た
い
。

紹
介
と
批
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IV

　
著
者
の
根
本
的
立
場
は
以
上
で
大
膣
叢
き
た
感
が
あ
る
。
以
下
の
論
述
は
、

こ
れ
迄
得
ら
れ
た
現
代
的
人
問
像
が
現
行
お
よ
び
將
來
の
法
制
度
に
い
か
に
い

か
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
一
感
、
大
要
を
撃
げ
て
み
る
。

　
さ
き
に
ふ
れ
た
保
安
監
置
の
問
題
が
二
二
頁
で
取
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
の
効

果
の
な
い
こ
と
、
お
よ
び
軍
な
る
危
瞼
性
と
い
う
こ
と
で
以
つ
て
健
全
な
る
人

間
の
最
高
の
財
で
あ
る
自
由
を
構
績
的
に
奪
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
、
相

到
的
不
定
期
刑
を
以
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
な
お
こ
の
個
所

で
い
わ
ゆ
る
行
状
責
任
（
b
魯
Φ
昌
亀
酵
岩
昌
鴨
8
冨
匡
）
に
つ
き
注
目
に
贋

す
る
分
析
が
あ
る
。

　
壬
二
頁
以
下
で
廣
報
と
陵
罪
に
つ
き
E
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
立
場
を
反
論
し

て
、
正
し
い
陵
罪
こ
そ
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
オ

ラ
ン
ダ
の
精
紳
病
學
者
バ
ー
ン
を
引
用
。

　
二
五
頁
以
下
で
「
刑
法
草
案
の
基
礎
に
あ
る
人
間
観
、
犯
罪
観
、
刑
罰
観
は

キ
リ
ス
ト
教
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
く
だ
り
の
肢
述
は
、
注
目
に

償
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
二
六
頁
以
下
で
は
、
ま
ず
機
會
犯
人
を
い
か
に
取
り
扱
う
か
が
論
じ
ら
れ
、

矯
正
所
に
類
似
の
o
o
冨
旨
践
計
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ビ
ア
の
日
掛
け
験
罪
金
制
度

（
円
即
磯
o
o
。
び
垢
器
昌
碧
9
Φ
巨
）
等
を
用
い
る
こ
と
の
根
族
に
ふ
れ
て
い
る
。

　
状
態
犯
に
つ
い
て
は
二
八
頁
以
下
で
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
制
度
を
入
れ
、
精
紳

病
馨
を
訴
訟
に
關
與
さ
せ
、
精
神
病
質
人
格
を
特
別
な
施
設
に
牧
容
す
る
立
法

措
置
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
を
ひ
く
の
は
ご
震
げ
霧
駐
島
①
旨
営
Φ
、
、

こ
＆
房
葛
9
巳
雪
的
、
．
等
に
關
す
る
若
干
の
言
及
で
あ
る
。

八
五

（
一
一
四
五
）
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三
三
頁
以
下
に
集
團
（
團
腔
）
と
犯
罪
に
つ
き
簡
箪
な
寂
述
が
あ
る
。
著
者

の
立
場
に
つ
い
て
は
他
の
論
著
に
よ
つ
て
く
わ
し
く
は
知
ら
れ
た
い
。
た
だ
そ

の
根
本
的
立
場
は
「
刑
罰
は
軍
な
る
法
盆
損
失
を
附
加
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら

ず
、
非
難
を
提
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。
行
爲
者
が
、
期
待
せ
ら
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
法
秩
序
の
命
令
に
よ
つ
て
動
機
づ
け
を
し
な
か
つ
た
こ
と
に
よ

つ
て
非
難
さ
れ
る
。
非
難
は
動
機
づ
け
の
過
程
に
お
け
る
不
服
從
と
關
係
す

る
。
し
た
が
つ
て
個
々
人
の
人
格
に
封
し
て
の
み
意
味
を
持
つ
。
刑
罰
は
結
果

と
い
う
馳
で
悪
（
O
び
Φ
一
）
と
看
倣
さ
れ
る
の
み
で
は
な
く
、
法
に
違
反
す
る

意
思
決
定
に
基
づ
く
非
難
と
し
て
も
み
ら
れ
る
」
。
し
た
が
つ
て
人
的
集
團
に

封
す
る
刑
事
罰
は
こ
の
立
場
か
ら
否
定
さ
れ
る
。

V

　
新
し
い
刑
法
草
案
は
、
道
徳
的
贋
値
の
一
定
の
秩
序
を
要
件
と
し
、
正
し
い

行
爲
へ
の
人
間
の
自
由
を
基
礎
と
し
、
こ
の
根
本
的
立
場
と
合
目
的
的
な
刑
事

政
策
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
。

　
し
か
し
新
し
い
刑
法
に
よ
つ
て
、
犯
罪
の
増
大
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
な
ど

と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
犯
罪
の
減
少
、
増
大
の
根
源
は
、
我
々
に
一
部
分
し
か
分
つ
て
い
な
い
壮

會
學
的
な
底
流
の
深
み
に
あ
り
、
．
立
法
者
の
近
づ
ぎ
難
い
も
の
で
あ
る
。
」

　
「
立
法
者
は
、
絶
え
間
な
い
福
祉
の
増
大
、
消
費
の
増
加
に
多
忙
を
極
め
て

い
る
近
代
産
業
肚
會
、
自
分
自
身
か
ら
し
て
正
し
く
教
育
さ
れ
て
い
な
い
爾
親

の
手
に
委
ね
ら
れ
た
敏
隔
だ
ら
け
の
子
弟
教
育
、
苦
螢
と
危
瞼
を
回
避
す
る
こ

と
が
そ
の
努
力
の
目
標
で
あ
る
安
易
な
生
活
態
度
、
考
え
な
し
な
悪
質
な
マ

ス
・
コ
ミ
に
よ
る
子
女
の
精
紳
的
頽
塵
に
な
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
」

八
六

（
一
　
四
六
）

　
著
者
は
今
日
最
も
必
要
な
こ
と
は
、
壮
會
と
個
人
と
の
間
の
最
も
嚴
格
な
法

治
國
家
性
の
維
持
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
罪
刑
法
定
主
義
の
明
文
化

を
引
用
し
、
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
お
け
る
保
障
義
務
、
間
接
正
犯
の
要
件
が
立

法
化
さ
れ
た
こ
と
の
中
に
こ
の
原
則
の
明
文
化
を
み
る
。

　
絡
り
に
あ
た
つ
て
、
「
羅
放
さ
れ
た
犯
人
を
眞
の
人
間
愛
で
迎
え
る
」
こ
と

を
よ
び
か
け
、
こ
れ
が
結
局
は
草
案
の
刑
事
政
策
的
目
的
を
助
け
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
我
々
に
と
つ
て
責
任
と
運
命
と
は
結
局
解
決
さ
れ
な

い
ま
ま
、
犯
罪
と
い
う
現
象
に
は
し
な
く
も
難
然
と
混
在
す
る
」
の
だ
と
い
う

事
實
を
素
直
に
意
識
す
る
こ
と
か
ら
も
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
こ

れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
隣
人
愛
の
精
紳
に
齢
す
る
と
い
う
。

　
館
い
か
な
る
人
も
他
の
人
間
に
封
し
我
れ
猫
り
正
し
と
す
る
ほ
ど
高
貴
な
も

　
の
で
は
あ
り
え
な
い
艀

　
　
　
　
　
　
ー
－
一
九
五
八
・
八
・
二
〇
．
バ
イ
・
イ
ト
に
て
稿
了
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
還
浩
一
）


