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紹
介
と
批
評

巧
o
一
凝
導
頃
Z
き
爵
ρ

N
霞
い
Φ
ぼ
Φ
＜
o
筥
ω
＃
鋒
び
程
窪
瀬
げ
崔
㎎

　
国
営
㈲
①
一
珪
暫
α
q
・
N
ロ
ヨ
＜
①
嘗
璋
巳
の
＜
8
ω
貫
鋒
吋
8
辟
亀
品
目
慧
犀

　
目
α
国
吋
冒
ぎ
。
ざ
鴨
p
一
8
轟
・
謡
㊤
ψ

ウ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ナ
ウ
ケ
著

　
　
『
詐
　
　
欺
　
　
論
』

　
　
　
　
　
扁
、
著
者
に
つ
い
て

　
本
書
の
著
者
ウ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ナ
ウ
ケ
は
、
キ
ー
ル
大
学
の
ヘ
ル
ム
：
ト

・
マ
イ
ヤ
i
教
授
の
愛
弟
子
で
あ
る
。
一
九
三
三
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、

本
年
と
つ
て
三
三
歳
の
若
い
学
者
で
あ
る
。
そ
の
略
歴
と
現
在
ま
で
に
発
表
さ

れ
た
著
作
は
、
さ
き
に
発
表
し
た
「
西
ド
イ
ッ
刑
法
学
の
現
状
」
（
本
誌
三
八
巻

八
号
一
二
一
頁
）
に
詳
し
く
書
い
た
か
ら
、
御
参
照
願
い
た
い
。

　
ナ
ウ
ケ
の
学
生
生
活
は
大
へ
ん
多
彩
で
あ
つ
て
、
キ
ー
ル
大
学
か
ら
、
ス
イ

ス
の
・
！
ザ
ン
ヌ
、
イ
ギ
リ
ス
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
の
諸
大
学
に
学
び
、
視
野
を
広

め
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
（
一
九
六
五
年
一
月
一
九
日
附
の
私
信
に
よ
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
　
へ
四
五
八
）

　
キ
ー
ル
大
学
に
帰
つ
て
、
マ
イ
ヤ
；
教
授
の
も
と
で
研
究
生
活
に
入
り
、
学

位
を
取
得
し
た
の
は
一
九
五
九
年
で
あ
る
。
論
文
は
、
内
導
け
o
且
良
Φ
冨
｝

島
。
一
。
鴨
零
ず
①
N
妻
導
撃
爵
①
。
箒
局
o
ま
旨
碧
冨
一
8
鱒
●
乞
鉾
9
困
①
一
零
即
Φ
。
算
叩

三
器
o
拐
魯
亀
葺
o
ぎ
》
夢
彗
e
属
ロ
騎
象
．
．
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
著
書
で
、
ナ
ウ
ケ
は
カ
ン
ト
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
の
当
該
著
作
を
丹
念

に
読
み
、
そ
の
両
者
の
相
関
点
を
克
明
に
分
析
し
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
の
心
理

強
制
説
が
カ
ン
ト
の
哲
学
に
密
接
な
依
存
関
係
を
も
ち
、
そ
の
法
と
道
徳
に
関

す
る
所
説
の
大
き
な
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
証
明
し
よ
う
と
試
み
た

も
の
で
あ
つ
て
、
全
体
と
し
て
見
る
な
ら
ば
決
し
て
派
手
な
議
論
を
展
開
し
て

は
い
な
い
が
、
堅
実
な
学
風
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
と
評
し
う
る
。

　
そ
の
後
、
さ
ら
に
研
鑓
を
重
ね
、
五
年
の
後
に
、
即
ち
一
三
歳
の
と
き
に
教

授
資
格
請
求
論
文
を
提
出
し
て
私
講
師
と
な
り
、
間
も
な
く
同
大
学
の
正
教
授

に
迎
え
ら
れ
た
．
ド
イ
ッ
の
大
学
の
慣
例
に
よ
れ
ぽ
私
講
師
と
な
つ
た
大
学
で

直
ち
に
正
教
授
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
つ
て
、
他
の
大
学
か
ら
招
聰
さ

れ
る
こ
と
な
く
長
い
こ
と
そ
の
ま
ま
居
続
け
、
員
外
教
授
と
な
る
以
外
に
は
、

一
度
は
他
大
学
に
移
つ
て
後
、
招
か
れ
て
も
ど
る
こ
と
を
常
と
す
る
。
ナ
ウ
ケ

の
場
合
は
、
キ
ー
ル
大
学
の
刑
法
主
任
教
授
マ
イ
ヤ
ー
の
定
年
退
官
と
殆
ん
ど

時
を
同
じ
く
し
て
い
た
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
力
量
の
評
価
も
高
か

つ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
推
測
の
材
料
が
、
こ
こ
に
紹
介
を
し
よ
う
と
す
る
教
授
資
格
請

求
論
文
「
詐
欺
論
」
で
あ
る
。
正
し
く
は
「
可
罰
的
詐
欺
に
関
す
る
研
究
」
で

あ
る
．
こ
の
表
題
に
、
実
は
著
者
の
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
よ
う
．
本
書
嫁
、
マ
イ
ヤ
ー
教
授
の
編
集
し
て
居
る



内
噌
ぎ
ぎ
o
♂
讐
巴
后
団
ミ
つ
3
…
鴨
F
田
ρ
ぢ
3
’
と
し
て
公
刊
さ
瓦
た
．

　
つ
い
で
な
が
ら
、
マ
イ
ヤ
ー
教
授
の
育
て
た
弟
子
は
、
現
在
ま
で
ナ
ゥ
ケ
の

他
に
三
人
居
り
、
現
在
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
正
教
授
で
あ
る
ゲ
：
ル
ス
（
キ

；
ル
法
学
叢
書
第
二
巻
の
浩
酔
な
著
書
N
霞
零
ぼ
Φ
＜
書
α
霞
凶
o
爵
畦
話
醤
レ
Q
O
一
で

知
ら
れ
て
い
る
．
前
出
、
西
ド
イ
ッ
刑
法
学
の
現
状
八
八
頁
以
下
参
照
）
、
現
在
キ
ー

ー
ル
大
学
私
講
師
で
あ
る
ヘ
ル
マ
ー
　
（
刑
事
学
研
究
第
二
巻
の
O
Φ
吋
O
婁
。
す

『
飢
房
く
零
げ
冨
o
げ
零
β
づ
島
＆
①
ω
ざ
げ
電
仁
”
o
R
び
く
窪
乏
毘
『
‘
p
暁
一
〇
〇
〇
や
ー
一
〇
轟
伊
一
〇
〇
一
で
知
ら

れ
て
い
る
。
前
出
、
、
西
ド
イ
ッ
刑
法
学
の
現
状
九
四
頁
以
下
参
照
）
の
他
、
　
一
九

六
五
年
夏
学
期
に
ク
ラ
ウ
ゼ
（
寄
窪
琶
が
私
講
師
に
就
任
し
た
と
い
う
。
資
格

論
文
の
公
刊
は
ま
だ
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
キ
ー
ル
大
学
に
は
、

一
九
六
五
年
夏
学
期
か
ら
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
の
ブ
ル
ン
ス
の
弟
子
で
あ
る
シ

ュ
ミ
ッ
ト
（
期
①
旨
霞
の
畠
昌
山
）
が
正
教
授
と
し
て
招
聰
さ
れ
、
刑
法
第
二
講
座

を
担
当
し
て
い
る
と
い
う
．

二
、
本
書
の
構
成
に
つ
い
て

　
本
書
は
そ
の
副
題
に
も
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
詐
欺
の
研
究
を
手
が
か
り
と

し
て
、
い
わ
ゆ
る
”
刑
法
理
論
学
”
と
刑
事
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
つ
の
寄

与
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
従
つ
て
、
そ
の
第
一
章
で
は
「
理
論
学
」
と
刑
事
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
の

議
論
の
展
開
過
程
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
を
提
起
し
た

イ
タ
リ
ー
の
実
証
学
派
の
見
解
、
そ
れ
を
継
承
し
さ
ら
に
展
開
し
た
v
・
リ
ス

ト
、
及
び
そ
の
後
の
議
論
の
進
展
（
？
）
に
つ
い
イ
、
論
じ
る
。
そ
の
論
述
の
中

で
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
背
後
に
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
刑
事
学
に
特
有
な
犯
罪

　
　
　
紹
介
と
批
評

概
念
の
意
義
や
内
容
り
説
明
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
続
く
世
代
の
考
え
方
の
展
開

過
程
が
描
か
れ
て
い
る
．
著
者
に
よ
れ
ば
、
刑
事
学
と
刑
法
理
論
学
と
が
有
機

的
な
関
聯
を
も
ち
え
な
か
つ
た
の
は
、
結
局
イ
タ
リ
ー
実
証
主
義
の
｝
丁
－
セ
の

一
面
性
、
特
に
社
会
的
危
険
性
の
概
念
を
一
面
的
に
強
調
し
た
こ
と
に
あ
る
。

著
者
は
、
こ
の
両
者
を
密
接
な
関
係
に
置
く
た
め
に
一
般
予
防
と
刑
事
学
と
刑

法
理
論
学
の
三
者
の
相
関
性
を
重
視
す
る
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
．

　
第
二
章
は
詐
欺
論
の
法
制
史
的
、
学
説
史
的
な
展
開
過
程
を
究
明
す
る
。
こ

の
章
の
論
述
自
体
は
、
比
較
的
簡
潔
な
筆
致
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
詐
欺
罪
の

ご
と
く
、
他
の
犯
罪
構
成
要
件
と
の
限
界
づ
け
が
困
難
な
罪
質
を
有
す
る
類
型

を
研
究
す
る
態
度
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
考
察
は
不
可
欠
で
あ
り
．
ナ

ウ
ケ
は
当
該
時
代
の
文
献
に
も
よ
く
当
た
つ
て
い
る
。
即
ち
、
一
八
・
九
世
紀

の
文
献
を
可
能
な
限
り
渉
猟
し
て
、
普
通
ラ
ン
ト
法
・
一
八
四
三
、
四
五
、
四

七
年
の
諸
刑
法
草
案
審
議
の
経
過
を
略
述
し
た
後
に
、
一
八
五
一
年
の
プ
・
イ

セ
ン
刑
法
第
二
四
｝
条
以
下
の
詐
欺
の
規
定
を
紹
介
す
る
。
さ
ら
に
、
プ
ロ
イ

セ
ン
高
等
裁
判
所
の
判
例
を
検
討
し
た
後
、
当
時
の
代
表
的
な
理
論
家
で
あ
る

ケ
ス
ト
リ
ン
と
メ
ル
ケ
ル
の
議
論
を
も
紹
介
し
て
い
る
。
次
い
で
、
北
ド
イ
ツ

聯
邦
刑
法
の
詐
欺
罪
の
規
定
が
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
（
現
行
刑
法
典
）
の
規
定
に
拡

張
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
移
行
段
階
に
位
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
三
章
は
詐
欺
の
理
論
を
検
討
す
る
た
め
に
重
要
な
刑
事
学
的
デ
ー
タ
ー
を

用
い
て
経
験
科
学
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
詐
欺
犯
罪
の
警
察

統
計
、
そ
の
暗
数
、
詐
欺
罪
の
量
刑
を
論
じ
、
現
行
法
上
の
詐
欺
行
為
（
そ
の

現
実
的
適
用
の
際
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
処
罰
に
価
し
な
い
現
象
形
式
を
含
む
）
、

そ
の
行
為
者
（
累
犯
的
行
為
者
．
慣
習
的
詐
欺
犯
人
等
）
に
つ
い
て
、
特
に
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噌
〇
七
　
　
　
（
四
五
九
V



　
　
　
紹
介
と
批
評

般
予
防
と
詐
欺
の
処
罰
の
意
義
を
中
心
に
し
て
論
定
す
る
。
つ
ま
り
．
詐
欺
に

対
す
る
現
行
法
の
処
罰
規
定
は
そ
れ
自
体
と
し
て
刑
法
の
道
徳
形
成
力
を
も
つ

か
否
か
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
で
は
、
現
行
法
上
の
詐
欺
罪
の
構
成
要
件
が
基
本
法
第
一
〇
三
条
二

項
の
規
定
上
許
さ
れ
る
か
、
つ
ま
り
、
詐
欺
罪
は
こ
れ
を
処
罰
す
る
た
め
に
あ

ら
か
じ
め
法
律
上
明
定
さ
る
べ
し
と
す
る
憲
法
上
の
要
請
に
か
な
つ
て
い
る
と

い
え
る
か
否
か
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
．
特
に
、
刑
事
政
策
的
な
一
般
予
防

の
見
地
と
、
詐
欺
罪
が
法
律
上
明
定
さ
れ
解
釈
上
も
基
本
法
の
根
本
思
想
に
反

す
る
ル
ー
ズ
な
適
用
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
比
較
し
、
さ
ら
に
、
今
日
大

い
に
議
論
を
よ
ん
で
い
る
不
作
為
犯
論
と
関
聯
せ
し
め
て
論
じ
て
い
る
。

　
第
五
章
は
一
九
六
二
年
刑
法
改
正
草
案
に
お
け
る
詐
欺
罪
の
規
定
の
批
判
に

当
て
ら
れ
、
刑
法
改
正
大
委
員
会
に
お
け
る
議
事
録
、
公
表
さ
れ
た
論
説
等
に

も
と
づ
き
、
同
案
第
二
五
二
条
以
下
の
も
つ
問
題
性
を
細
か
く
分
析
し
、
結
び

と
し
て
自
己
の
改
正
案
を
提
示
し
て
い
る
。

三
、
本
書
の
特
色
に
つ
い
て

　
本
書
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
非
常
に
多
岐
、
多
彩
な
内
容
を
も
ち
、
詐

欺
罪
に
つ
い
て
沿
革
史
的
考
察
と
経
験
科
学
的
考
察
と
い
う
多
元
的
な
研
究
方

法
を
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
理
論
刑
法
学
と
刑
事
学
と
の
関
聯
性
に
つ

い
て
刑
事
学
は
①
刑
法
理
論
上
の
成
果
に
基
づ
く
処
罰
が
、
い
か
な
る
事
実
上

の
効
果
を
も
つ
か
を
検
討
し
．
そ
れ
を
当
罰
性
の
概
念
で
も
つ
て
評
価
し
、
逆

に
理
論
を
そ
の
尺
度
か
ら
再
評
価
す
る
。
又
、
刑
事
学
は
②
理
論
が
探
究
し
た

処
罰
の
要
件
が
ど
の
程
度
ま
で
一
般
予
防
の
基
礎
と
し
て
適
当
で
あ
る
か
、
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
　
　
（
四
六
〇
）

ま
り
威
嚇
力
が
あ
り
道
徳
を
形
成
す
る
力
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
㌧
う

　
学
説
史
及
び
沿
革
史
的
考
察
は
、
詐
欺
罪
を
構
成
す
る
多
様
な
メ
ル
ク
マ
ー

ル
と
そ
の
成
文
化
の
過
程
を
究
明
す
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
法

の
文
言
が
妥
当
で
あ
る
か
、
現
実
を
把
握
す
る
の
に
適
切
で
あ
る
か
を
摘
示
す

る
の
に
重
要
で
あ
る
。

　
こ
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
著
者
の
試
み
は
か
な
り
成
功
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
一
八
三
三
年
ま
脅
の
詐
欺
罪
の
構
成
要
件
化
は
普
通
ラ
ソ
ト
法

の
強
い
影
響
の
下
に
あ
り
、
偽
造
罪
と
の
区
別
が
ま
だ
不
明
確
で
あ
つ
て
、
む

し
ろ
そ
の
多
く
が
偽
造
罪
に
吸
収
さ
れ
て
居
た
。
一
八
四
三
年
の
プ
ロ
シ
ア
刑

法
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
一
般
的
か
つ
包
括
的
な
詐
．
欺
罪
の
構
成
要
件
を
も
つ

に
い
た
つ
た
。
但
し
、
刑
法
を
立
法
す
る
審
議
過
程
で
は
契
約
上
の
詐
欺
と

か
些
細
な
詐
欺
を
処
罰
す
る
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
つ

た
。
も
つ
と
も
詐
欺
の
理
論
的
根
本
構
造
と
他
の
偽
臓
的
行
為
と
の
限
界
が
不

明
で
あ
つ
て
、
そ
の
内
容
は
法
律
の
歴
史
的
意
義
や
刑
事
政
策
的
な
基
本
態
度

の
研
究
と
併
せ
考
え
て
は
じ
め
て
理
解
し
う
る
複
雑
な
構
成
要
件
と
な
つ
た
．

等
々
の
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
又
、
本
書
の
特
色
は
現
行
法
適
用
の
際
の
不
安
定
さ
、
特
に
そ
の
際
限
の
な

い
拡
張
ぶ
り
に
対
し
鋭
い
批
判
を
向
け
て
い
る
点
に
も
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の

も
現
行
法
の
規
定
が
多
義
的
な
文
言
を
も
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
実
務
が
当

罰
性
の
な
い
も
の
を
処
罰
し
よ
う
と
努
め
る
か
ら
で
も
あ
る
。
特
に
「
損
害
」

の
概
念
、
「
虚
偽
の
事
実
」
の
場
合
の
「
事
実
」
、
　
「
錯
誤
を
よ
び
起
し
又
は
持

続
さ
せ
」
の
場
合
の
「
錯
誤
」
と
い
つ
た
概
念
は
殆
ん
ど
う
や
む
や
に
な
つ
た



程
広
く
解
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
以
上
要
約
し
た
よ
う
に
、
詐
欺

の
概
念
は
記
述
的
概
念
か
ら
規
範
的
概
念
に
変
容
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
と

い
う
実
態
が
そ
の
詳
細
な
論
述
に
よ
つ
て
明
示
さ
れ
た
。

　
現
在
の
実
務
で
は
現
行
法
の
立
法
者
が
殆
ん
ど
予
想
も
し
な
か
つ
た
事
案
、

無
銭
飲
食
や
無
銭
宿
泊
、
割
賦
販
売
の
こ
じ
れ
と
し
て
の
詐
欺
、
無
賃
乗
車
、

自
動
販
売
機
の
不
正
使
用
等
も
第
二
六
三
条
で
処
罰
し
て
居
る
と
い
う
事
実
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
第
三
章
一
二
節
）
。
著
者
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
つ
い
て
刑

事
政
策
上
の
要
請
が
詐
欺
の
理
論
を
そ
の
本
来
の
限
度
を
い
ち
じ
る
し
く
逸
脱

さ
せ
た
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

　
次
に
、
比
較
的
詳
し
く
、
ボ
ソ
基
本
法
と
の
関
聯
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
（
第
四
章
）
。
つ
ま
り
、
右
に
の
べ
た
よ
う
な
「
詐
欺
概

念
」
の
際
限
の
な
い
拡
張
は
、
は
た
し
て
「
法
律
的
な
規
定
性
」
を
要
請
し
て

い
る
基
本
法
第
一
〇
三
条
二
項
に
違
反
し
な
い
か
。
他
方
、
刑
事
政
策
上
の
要

請
が
た
と
え
詐
欺
罪
の
実
定
法
化
の
底
流
を
な
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を

積
極
的
に
文
言
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
、
と
い
5
．
勿
論
、
だ
か
ら

と
い
つ
て
、
実
務
が
不
確
定
な
内
容
の
文
言
に
刑
事
政
策
的
な
要
請
を
こ
め
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
と
に
、
民
事
関
係
に
不
必
要
な
介
入
を
し
、
本
来
当

罰
性
の
な
い
筈
の
態
度
に
処
罰
の
領
域
を
拡
張
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
、

と
い
う
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
学
界
、
実
務
界
に
強
い
、
い
わ
ゆ
る
厚
何
で
も
処

罰
す
る
（
＜
邑
弩
聾
邑
）
態
度
”
か
ら
見
れ
ば
異
端
者
の
議
論
で
は
あ
る
が
、

我
々
に
は
共
感
を
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
す
で
に
右
で
若
干
紹
介
し
た
著
者
の
試
み
、
即
ち
、
刑
事
学
の
素
材
を
詐
欺

の
規
定
を
考
え
る
上
で
何
と
か
生
か
そ
う
と
す
る
意
図
は
、
正
し
い
志
向
で
あ

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

る
と
思
う
。
事
実
と
し
て
の
犯
罪
現
象
の
認
識
に
立
脚
し
な
い
条
文
化
な
ど
は

意
味
が
な
い
し
、
こ
の
点
で
第
五
章
の
刑
法
改
正
大
委
員
会
の
審
議
の
際
に
な

さ
れ
た
発
言
に
対
し
て
は
、
か
な
り
き
び
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
著
者
は
真
に
当
罰
的
な
詐
欺
の
類
型
を
構
成
要
件
化
す
る
に
は
、

現
行
法
も
、
一
九
六
二
年
草
案
二
五
二
条
以
下
も
不
適
切
で
あ
る
と
し
、
そ
の

対
案
と
し
て
一
八
五
一
年
の
プ
・
シ
ア
刑
法
の
規
定
の
体
裁
に
近
い
自
己
の
案

を
提
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
自
己
又
は
他
人
に
違
法
な
財
産
的
利
益
を
供
す

る
目
的
を
も
つ
て
、
明
示
的
又
は
間
接
的
説
明
に
お
い
て
、
特
定
の
、
不
真
実

で
事
実
に
関
す
る
言
明
を
な
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
他
人
に
錯
誤
を
ひ
き
起
し
又

は
そ
れ
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
他
人
の
財
産
に
損
害
を
加
え
た
者
は
．

詐
欺
の
か
ど
で
処
罰
す
る
：
…
」
と
い
う
。

四
、
本
書
の
評
価
に
つ
い
て

　
た
し
か
に
、
立
法
者
は
新
ら
し
い
刑
法
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
と
き
刑
事
学

が
残
し
た
業
績
を
立
法
化
に
役
立
て
る
こ
と
を
怠
つ
て
き
た
し
、
そ
れ
と
真
剣

に
と
り
組
も
う
と
す
る
気
持
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
事
実
学
」
と
「
規
範
学
」
と

の
職
分
の
区
別
（
こ
れ
は
存
在
と
当
為
は
違
う
と
い
う
考
え
方
に
立
脚
し
て
い

る
）
に
拘
泥
し
て
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
敬
遠
し
て
き
た
む
き
が
あ
る
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
経
験
的
な
研
究
が
刑
法
理
論
や
刑
事
立
法
に
い
か
に

寄
与
す
る
か
、
両
者
の
有
機
的
関
聯
づ
け
の
在
り
方
い
か
ん
と
い
う
点
を
追
及

し
た
著
者
の
努
力
は
充
分
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
学
説
史
的
、

法
制
史
的
な
考
察
を
加
え
た
こ
と
で
こ
の
「
可
罰
的
な
詐
欺
」
の
研
究
は
、
厚

み
と
幅
を
も
つ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
　
（
四
六
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
現
在
の
判
例
の
傾
向
が
行
き
す
ぎ
た
概
念
の
拡
張
を
生
み
．
し
か
も
そ
れ
を

許
し
て
い
る
契
機
が
実
定
法
の
文
言
自
体
の
中
に
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
将
来
の

刑
法
の
立
法
者
は
依
然
と
し
て
「
現
実
」
の
「
素
材
」
に
立
脚
し
な
い
、
観
念

的
な
議
論
、
或
い
は
「
従
来
の
文
言
の
言
い
廻
し
の
上
で
の
変
化
」
だ
け
に
終

始
し
て
い
る
と
い
つ
た
批
判
は
我
々
に
も
耳
を
傾
け
さ
せ
る
説
得
力
を
も
つ
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。

　
さ
し
当
つ
て
、
気
の
つ
い
た
二
、
三
の
点
を
あ
げ
て
お
く
な
ら
ば
、
不
作
為

に
よ
る
詐
欺
に
つ
い
て
私
ば
論
者
の
立
場
に
は
同
意
出
来
な
い
。
周
知
の
よ
う

に
不
作
為
犯
論
は
現
在
の
西
ド
イ
ッ
刑
法
学
の
一
つ
の
焦
点
で
あ
る
。
理
論
上

そ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
目
的
的
行
為
論
の
体
系
に
こ
の
概
念
を
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
う
る
か
と
い
つ
た
点
に
あ
り
、
他
方
、
実
務
上
は
「
作
為
」
を
予

定
し
た
行
為
類
型
を
「
不
作
為
」
で
犯
す
と
い
う
形
を
と
る
「
不
真
正
不
作
為

犯
」
が
、
実
定
法
上
の
規
定
性
と
相
容
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
問

題
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
ア
ル
．
ミ
ソ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
9
①
U
品
B
毘
屏
α
畦
¢
β
審
＝
騨
器
暮
o
q
呂
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一
詩
言

這
U
O
　
ω
●
8
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鱒
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①
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置
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）
や
グ
リ
ュ
ー

ン
ワ
ル
ト
（
N
弩
繋
里
嘗
畠
塁
寄
O。
9
…
晩
ユ
興
巨
9
ぽ
富
ロ
ご
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碁
器
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盤
量
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＃
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●
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禽
P
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含
。
勝
實
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留
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頃
ロ
邑
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急
民
－

き
α
q
留
・
留
げ
困
7
昌
巳
冨
写
曾
”
曾
幕
一
畠
ρ
．
．
N
の
貫
ミ
扇
↑
ま
」
8
轟
●
ψ
ゼ
R
）

さ
ら
に
は
ボ
ッ
ケ
ル
マ
γ
（
瀬
＃
轟
奉
昌
耳
含
言
プ
禦
ザ
妻
①
碍
O
戸
留
プ
巨
鼻
－
田
馨
ご

お
2
堕
ω
爲
篤
）
や
マ
イ
ヤ
ー
（
の
写
亀
冨
。
ぎ
’
＞
一
眞
目
亀
。
這
密
●
堕
一
ご
ご
、
そ

し
て
矛
、
の
立
場
を
肯
定
す
る
ナ
ウ
ケ
等
の
不
作
為
犯
論
、
殊
に
、
不
作
為
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
　
（
四
六
二
）

を
特
に
改
め
て
実
定
法
上
、
個
別
具
体
的
に
記
述
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
考

え
方
は
法
律
解
釈
の
本
質
を
誤
解
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
．
何
故
な
ら
ア
ル

ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
が
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
類
推
は
法
律
的
思
考
の
本
質

を
な
す
も
の
で
あ
つ
て
、
「
事
物
の
本
性
」
を
触
媒
と
し
（
カ
ウ
フ
マ
ン
は
こ
れ

に
類
型
肖
巻
塁
。
．
を
用
い
る
）
、
実
定
法
規
と
事
実
と
を
類
推
的
に
関
聯
づ
け
、

「
法
を
見
出
す
」
こ
と
こ
そ
、
法
律
的
思
考
の
本
質
を
な
し
、
そ
の
方
法
の
本
来

の
在
り
方
に
か
な
う
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
や
グ
リ

ュ
ー
ン
ワ
ル
ト
の
立
場
は
、
「
過
去
の
法
実
証
主
義
の
時
期
遅
れ
の
開
花
」
で
あ

る
と
い
つ
て
よ
い
（
＞
旨
ザ
5
国
”
蔑
賢
彗
貸
＞
量
一
〇
讐
o
↑
5
α
‘
客
費
ε
吋
畠
霞
留
魯
φ
．
．

N
罐
憲
魯
o
冒
ぼ
一
マ
品
凶
葭
ぎ
ぼ
o
ぎ
ヨ
弓
『
b
器
’
一
8
9
ψ
β
や
）
。
こ
の
点
は
．

大
い
に
批
判
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
著
者
は
コ
般
予
防
」
と
「
刑
罰
の
道
徳
形
成
力
」
を
強
調
し
て

い
る
が
、
彼
自
身
の
提
案
す
る
規
定
が
若
し
実
現
す
る
と
し
て
、
は
た
し
て
そ
れ

は
今
日
の
実
務
が
直
面
し
、
何
等
か
の
手
を
う
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
、
新
ら
し
い
タ
イ
プ
の
詐
欺
の
形
体
に
対
し
て
有
効
か
つ
適
切
な
対
抗

手
段
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
ド
イ
ツ
は
起
訴
法
定
主
義
の
立
て
前
を
と
つ
て

居
り
、
検
察
官
が
起
訴
猶
予
を
行
う
余
地
は
極
め
て
少
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
何
等
処
罰
の
可
能
性
の
娠
い
実
定
法
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、

結
局
裁
判
所
と
し
て
は
、
そ
の
文
言
を
解
釈
に
よ
つ
て
拡
げ
ざ
る
を
え
な
い
の

で
は
な
い
か
。
若
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
提
案
さ
れ
た
よ
う
な
案
は
余
り
現
実
性

を
も
ち
え
な
い
の
で
は
な
い
か
．
論
者
が
再
三
に
わ
た
つ
て
強
調
す
る
コ
般
予

防
的
な
効
果
」
を
ナ
ウ
ケ
案
自
体
に
期
待
し
う
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
刑
事
学
と
刑
法
理
論
の
関
係
で
あ
る
が
、
私
に
は
ナ
ウ
ケ
の
言
う



「
刑
事
学
」
が
、
ま
だ
古
典
的
な
刑
事
学
の
域
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
と
思
わ
れ

て
な
ら
な
い
。
も
う
少
し
、
一
人
間
関
係
の
刑
事
学
」
或
い
は
「
多
元
的
社
会

の
刑
事
学
」
を
志
向
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
一
般
予

防
と
か
当
罰
性
と
か
い
つ
た
概
念
に
拘
泥
し
て
い
る
以
上
は
、
そ
の
種
の
刑
事

学
に
現
実
を
直
視
し
、
そ
れ
と
対
決
す
る
役
割
を
期
待
し
え
な
い
と
考
え
る
。

　
勿
論
、
ナ
ウ
ケ
が
こ
の
論
文
を
提
出
し
た
と
き
に
は
．
師
マ
イ
ヤ
ー
の
刑
事

学
に
つ
い
て
の
見
解
の
拘
束
下
に
あ
つ
た
。
も
つ
と
も
マ
イ
ヤ
ー
は
か
つ
て
の

よ
う
に
、
刑
事
学
の
精
神
科
学
性
を
強
調
す
る
立
場
（
囚
二
巨
鍔
喜
暮
鱒
野

O
Φ
翼
＄
惹
毯
冨
。
富
砕
N
聾
り
≦
。
ω
↑
塁
這
ω
o
。
あ
」
矯
）
を
す
て
て
、
自
然
科
学

の
諸
分
野
の
成
果
を
と
り
入
れ
よ
う
と
す
る
立
場
（
o。
ヰ
鋒
お
号
醇
珠
。
善
毎
｝

号
暮
。
ロ
鼠
馨
韻
①
舅
一
8
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年
一
昌
づ
。
一
。
盤
3
。
勾
。
韓
言
品
①
β
●
ω
“
一
ω
①
“
）

を
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
刑
事
学
的
思
考
に
は
限
界
が
あ
る
。
ナ
ウ
ケ

の
著
書
に
は
マ
イ
ヤ
ー
教
授
に
対
す
る
遠
慮
が
う
か
が
わ
れ
る
．
要
す
る
に
師

の
説
を
多
く
引
ぎ
合
い
に
出
し
て
論
じ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
、
本
書

に
規
わ
れ
た
限
り
で
の
ナ
ウ
ケ
の
「
刑
事
学
」
の
限
界
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
．
し
か
し
、
彼
自
身
、
イ
ギ
リ
ス
に
学
ん
だ
経
験
も
あ
る
こ
と
だ
し
、
ア

メ
リ
カ
の
社
会
学
に
つ
い
て
知
識
は
も
つ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
そ
れ
と
対
決
す

る
以
上
ば
、
動
的
に
発
展
し
、
多
様
な
考
え
方
、
多
元
的
な
価
値
感
に
分
裂
し

た
現
代
社
会
の
変
遷
に
対
す
る
感
覚
を
も
つ
て
、
刑
事
学
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
筈
で
あ
る
．

　
こ
の
点
か
ら
し
て
、
ナ
ウ
ケ
の
本
来
の
考
え
方
、
そ
の
本
領
の
発
揮
は
、
彼

自
身
が
｝
人
立
ち
し
た
今
後
の
作
品
に
現
わ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
よ
い
で
あ

ろ
5
。
又
、
ナ
ウ
ケ
の
学
風
は
資
料
を
厳
密
に
検
討
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
か

　
　
　
紹
介
と
批
評

ら
、
刑
事
学
の
趨
勢
を
ふ
ま
え
た
上
で
必
ず
や
国
際
的
な
視
野
に
立
つ
て
も
の

を
考
え
て
ゆ
く
に
相
違
な
い
と
考
え
る
。

　
マ
イ
ヤ
ー
の
支
配
領
域
を
は
な
れ
、
ナ
ウ
ケ
が
真
に
心
の
中
に
暖
め
て
い
る

テ
ー
マ
を
吐
露
す
る
日
を
私
は
待
ち
た
い
．
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
り
、
そ

れ
を
行
う
に
充
分
な
力
量
を
持
つ
人
で
あ
る
と
私
は
信
じ
て
疑
わ
な
い
。

　
な
お
、
本
書
に
対
す
る
書
評
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
O
げ
鼠
蝕
巷
国
。
罵
R

が
ゴ
ル
ト
ダ
ン
マ
ー
刑
法
雑
誌
一
九
六
五
年
九
月
号
二
八
八
頁
で
簡
単
に
行
つ

た
も
の
が
目
に
つ
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
六
・
二
・
二
〇
稿
　
（
宮
沢
　
浩
一
）

一
一

（
四
六
三
）


