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一

　
訴
訟
は
、
前
法
的
な
も
の
か
、
後
法
的
な
も
の
か
。
論
理
的
に
ま
ず
法
と
そ
の
維
持
の
要
求
と
が
存
在
し
な
け
れ
ば
訴
訟
と
い
う
も
の
を
考
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
（
訴
訟
の
後
法
性
）
、
そ
れ
と
も
、
端
的
・
前
法
的
な
何
ら
か
の
実
践
的
必
要
だ
け
で
既
に
訴
訟
は
存
立
し
う
る
も
の
で
あ

る
か
（
訴
訟
の
前
法
性
）
。

　
終
戦
直
後
、
兼
子
一
博
士
が
、
「
従
来
の
私
見
で
は
、
民
事
訴
訟
の
目
的
を
、
私
権
の
保
護
に
求
め
る
権
利
保
護
説
を
排
し
て
、
私
法
秩
序
の
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（
二
八
○
）

実
効
性
の
保
障
に
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
お
、
私
法
法
規
並
び
に
司
法
作
用
と
云
う
、
法
体
系
の
論
理
的
構
造
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
て
、
民

事
訴
訟
の
目
的
を
後
法
律
的
に
考
え
て
い
た
．
こ
れ
に
対
し
、
今
度
は
前
法
律
的
な
、
個
人
並
び
に
社
会
に
と
つ
て
の
端
的
な
必
要
と
云
う
こ
と

に
重
点
を
お
い
て
、
訴
訟
及
び
民
事
裁
判
の
目
的
を
見
て
、
私
法
の
維
持
や
司
法
作
用
も
む
し
ろ
そ
の
手
段
を
成
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
と
考
え

た
。
即
ち
国
家
権
力
に
よ
る
私
人
間
の
紛
争
乃
至
は
利
害
の
衝
突
の
、
解
決
調
整
に
あ
る
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
．
…
…
民
事
訴
訟
の
目
的
を
、

私
法
法
規
の
実
効
性
の
保
障
に
あ
る
と
し
た
、
私
の
従
来
の
見
解
は
、
私
法
を
訴
訟
制
度
の
論
理
的
前
提
と
し
、
裁
判
が
司
法
作
用
で
あ
る
こ

と
を
絶
対
視
し
た
た
め
に
、
目
的
と
手
段
と
を
取
違
え
て
い
た
も
の
で
あ
つ
た
」
と
い
つ
て
、
い
わ
ゆ
る
紛
争
解
決
説
を
提
唱
せ
ら
れ
た
こ
と
は

（
蝋
瀞
砕
蕪
噸
醤
鰍
収
の
咄
槻
練
飢
並
醜
髪
酔
民
）
、
戦
後
の
学
界
を
基
底
に
お
い
て
支
配
す
る
こ
と
に
な
つ
た
．
や
が
て
通
説
は
訴
訟
制
度
の
目
的
を
こ
の
提
唱

に
則
つ
て
説
く
よ
う
に
な
つ
た
し
、
小
山
教
授
が
こ
う
し
た
訴
訟
観
に
そ
の
「
根
拠
」
を
求
め
つ
つ
い
わ
ゆ
る
新
訴
訟
物
理
論
を
導
入
せ
ら
れ
て

以
来
（
跡
珈
粘
彌
鯨
飛
ゆ
知
煎
騨
漸
訟
）
、
昨
今
小
室
教
授
が
「
一
般
的
訴
訟
目
的
と
訴
訟
物
概
念
と
の
連
関
の
必
然
性
に
異
議
を
さ
し
は
さ
」
ま
れ
る
ま

で
（
勃
撃
瑠
翻
翁
像
配
舐
欄
勃
訓
噂
た
難
）
、
訴
訟
物
新
説
は
機
会
あ
る
ご
と
に
紛
争
解
決
説
を
援
用
し
て
き
た
し
（
暖
糺
孜
嚇
鰍
勅
礪
隠
ガ
訴
鰍
網
納
諦
肪
樵
躍
論
訪
伽
椰
髄
跳

肋
燵
醐
吻
泌
撚
姓
外
醜
翻
講
解
醜
諦
鏑
偽
魏
桝
轍
鰯
灘
誰
毬
卿
ボ
媚
礪
黙
酌
飢
協
耕
喧
撤
鞭
萌
暢
跳
獄
）
、
転
じ
て
、
三
ヶ
月
教
授
の
い
わ
ゆ
る
新
既
判
力
説
も
訴
訟
目
的
論
と
L

て
の
紛
争
解
決
説
に
依
拠
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
（
揮
勲
「
駄
報
講
講
鰍
爾
懸
瀧
翻
嚇
縣
ユ
煽
縁
賄
）
．
ま
こ
と
に
、
既
定
の
法
規
範
（
磁
敷
館
躰
蝦
髄
厨
）
と
の
関
係

で
訴
訟
が
「
前
法
的
」
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
戦
後
の
我
国
の
学
界
が
確
立
し
た
貴
重
な
認
識
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
訴

訟
は
、
既
定
の
法
規
範
に
対
し
先
行
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
全
く
い
か
な
る
意
味
で
も
本
来
論
理
的
に
法
か
ら
自
由
な
も
の
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
か
。

　
兼
子
論
文
登
場
の
当
時
、
直
ち
に
、
私
は
、
半
ば
の
賛
成
と
半
ば
の
疑
問
と
を
表
明
し
た
（
灘
頼
礁
叛
訴
融
勧
た
囎
配
備
恥
）
。
賛
成
は
既
定
の
法
規
範
と

の
関
係
で
の
訴
訟
の
前
法
的
性
格
に
関
す
る
が
、
疑
問
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
訴
訟
が
、
な
お
何
ら
か
の
意
味
で
被
制
約
の
存
在
な
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
た
．
や
が
て
、
続
け
て
、
私
は
、
「
紛
争
の
解
決
と
具
体
法
」
と
い
う
一
文
を
書
い
て
、
私
の
見
る



と
こ
ろ
を
明
か
に
し
た
（
識
欝
瀟
磯
獅
祀
蜷
動
揚
ゼ
眠
椋
）
．
既
定
の
法
規
範
と
の
関
係
で
は
前
法
的
な
訴
訟
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
同
時

に
、
他
方
で
は
、
別
の
意
味
で
の
制
約
者
を
予
定
し
、
そ
の
論
理
的
な
先
行
な
く
し
て
は
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
被
制
約
者
」
た
る
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
趣
旨
で
あ
つ
て
、
訴
訟
に
先
行
す
る
制
約
者
が
、
そ
こ
で
は
．
「
具
体
法
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
配
九
）
．
そ
れ
は
、

し
か
し
、
「
目
的
論
議
に
持
込
ま
れ
や
す
い
混
乱
」
を
避
け
る
た
め
、
「
名
称
の
便
宜
と
約
束
し
た
」
う
え
で
、
「
実
体
論
」
抜
き
に
行
わ
れ
て
い
る
命

名
で
（
魅
）
、
実
体
論
と
し
て
は
、
そ
の
後
、
コ
定
の
・
時
間
的
場
所
的
に
一
回
か
ぎ
り
の
・
事
実
関
係
に
の
み
か
か
わ
り
、
抽
象
性
・
原
則
性

を
も
た
な
い
も
の
は
法
で
は
な
い
。
κ
具
体
μ
と
い
う
の
は
、
た
だ
、
具
体
的
事
件
に
即
し
て
発
見
せ
ら
れ
る
関
係
を
指
す
に
と
ど
め
る
べ
く
、

具
体
法
も
ま
た
抽
象
的
な
る
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
敷
術
を
附
加
し
て
お
い
た
こ
と
で
あ
つ
た
（
賄
棘
諏
講
灘
拗
鋤
醐
嚥
勤
湘
膿
酔
）
。

　
い
ま
、
こ
の
制
約
者
を
、
具
体
法
な
る
称
呼
を
捨
て
、
法
理
念
（
ま
た
は
法
価
値
も
し
く
は
法
原
則
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
（
、
莇
軸
識
諏
灘
笥
諏
購
礒
鹸

勘
翻
蠣
腓
隔
狽
輪
曙
勧
戯
跡
赫
）
。
単
に
端
的
な
紛
争
解
決
の
必
要
と
い
う
こ
と
で
は
、
訴
訟
を
他
の
紛
争
解
決
手
段
、
と
く
に
紛
争
の
行
政
的
な
い

し
は
合
目
的
的
解
決
機
構
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
は
じ
め
に
法
理
念
へ
の
志
向
が
確
立
し
、
こ
れ
に
則
り
こ
れ
を
適
用
し
た
紛
争
の
解

決
が
図
ら
れ
る
と
き
に
、
遅
れ
て
は
じ
め
て
訴
訟
と
い
う
も
の
は
成
立
す
る
（
吻
論
副
塒
舗
禰
触
簾
質
繍
硫
）
。
法
規
範
と
の
関
係
で
は
こ
れ
に
先
行
す
る
訴

訟
も
、
法
理
念
の
胎
動
を
ま
ち
、
こ
れ
に
遅
れ
、
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
て
始
め
て
存
在
す
る
「
被
制
約
者
」
た
る
に
他
な
ら
な
い
．
名
称
の
変
更
や

実
体
の
明
確
化
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
が
「
紛
争
の
解
決
と
具
体
法
」
以
来
私
が
一
貫
し
て
主
張
し
来
た
つ
た
訴
訟
目
的
論
の
ス
ジ
で
あ
つ
て
、
言

つ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
紛
争
解
決
説
に
対
す
る
紛
争
の
法
的
解
決
説
（
法
的
紛
争
解
決
説
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
．

　
法
的
紛
争
解
決
説
は
、
既
定
の
法
規
範
に
対
す
る
訴
訟
の
前
法
的
性
格
を
承
認
す
る
点
で
、
紛
争
解
決
説
と
同
じ
で
あ
る
（
棚
混
灘
廓
欄
瀞
辮
醸
鰭
皿
胴

禍
机
都
氷
魚
票
雄
曜
れ
砿
鰍
錦
嫌
嚇
難
騨
射
餐
囁
嘉
滋
襯
碗
の
）
。
そ
の
た
め
、
私
は
、
諸
家
の
議
論
を
批
判
す
る
に
際
し
て
、
し
ば
し
ば
、
「
紛
争
の
解
決
と
い

う
こ
と
を
訴
訟
の
制
度
目
的
に
す
え
る
こ
と
は
全
く
正
し
い
．
し
か
し
…
－
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
（
岬
糠
ん
脳
鰍
醐
備
爵
吻
蹄
報
欄
既
糟
加
融
蝉
噺
輩
一
一

服
蕩
廊
鰍
雛
報
八
）
、
そ
れ
が
、
私
も
ま
た
「
紛
争
解
決
目
的
に
同
調
し
、
そ
の
正
当
性
を
極
論
」
す
る
者
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
誤
解
を
生
む
こ
と
に
な
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つ
た
（
網
棚
報
哺
調
勲
勤
嚢
c
の
）
。

　
し
か
し
、
同
時
に
、
法
的
紛
争
解
決
説
は
、
法
理
念
に
よ
る
訴
訟
の
絶
対
的
な
拘
束
、
法
理
念
と
の
関
係
で
の
訴
訟
の
後
法
的
性
格
を
強
調
す

る
点
で
、
紛
争
解
決
説
と
は
全
く
異
な
る
（
肺
勲
畢
漸
調
伽
縮
鯖
眺
騨
魔
陥
踏
纈
調
鐘
幾
一
討
泌
観
罰
垂
齢
一
一
菓
静
概
塾
馳
熟
禰
蛎
働
触
擁
の
激
韓
駅
殖
莇
陳
糊
↓
ユ
黙
畷
｛
か
弘
則
燦
鞠
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ヤ

鯵
）
。
訴
訟
は
、
紛
争
の
解
決
を
そ
の
目
標
と
し
つ
つ
、
法
判
断
の
形
成
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
、
あ
わ
せ
て
、
「
紛
争
の
法
的
解
決
」
を
目

的
と
し
か
賢
と
す
る
機
構
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
鋤
賜
庸
畷
螺
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
ヘ

　
す
な
わ
ち
、
訴
訟
は
、
法
規
範
と
の
関
係
で
前
法
的
、
同
時
に
、
法
理
念
と
の
関
係
で
は
後
法
的
な
、
前
法
且
つ
後
法
的
存
在
者
に
他
な
ら
ぬ
。

二

　
法
的
紛
争
解
決
説
は
、
ほ
ん
ら
い
、
発
想
の
淵
源
に
お
い
て
、
私
の
恩
師
・
宮
崎
澄
夫
先
生
の
、
い
わ
ゆ
る
具
体
法
理
論
を
、
祖
述
し
た
も
の

で
あ
つ
た
。
訴
訟
に
先
立
つ
法
が
そ
の
は
じ
め
具
体
法
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
淵
源
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
．
宮
崎
澄
夫
教
授
は
．
戦
前

す
で
に
、
前
掲
兼
子
論
文
に
先
立
つ
、
と
う
の
以
前
か
ら
、
既
定
の
法
規
範
と
の
関
係
で
は
訴
訟
が
前
法
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
主
張
し
強

調
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
し
、
し
か
も
、
同
時
に
、
法
規
範
と
の
関
係
で
は
前
法
的
な
こ
の
訴
訟
が
、
な
お
法
的
な
被
拘
束
体
で
、
法
が
訴
訟
に

先
立
つ
こ
と
を
も
、
あ
わ
せ
て
正
し
く
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
つ
た
（
揃
賜
鯉
鹸
」
「
漏
榊
動
講
勲
）
。
こ
れ
は
、
ま
こ
と
に
、
学
界
が
尊
重
す
べ
ぎ
重
要

な
寄
与
で
あ
つ
た
と
、
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

　
し
か
し
、
教
授
は
、
第
一
に
、
既
定
の
法
規
範
が
訴
訟
に
先
行
し
え
な
い
理
由
を
、
そ
れ
が
抽
象
的
な
存
在
で
あ
る
点
に
求
め
ら
れ
、
第
二
に

は
、
こ
れ
か
ら
区
別
せ
ら
る
べ
ぎ
「
訴
訟
に
先
立
つ
法
」
を
単
独
に
且
つ
い
き
な
り
訴
訟
制
度
の
目
的
に
据
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
第
三
に
は
、

こ
の
「
訴
訟
に
先
立
つ
法
」
を
κ
具
体
法
”
と
規
定
せ
ら
れ
た
。
第
二
の
点
が
、
方
法
的
誤
謬
に
座
す
る
こ
と
は
、
嘗
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

（
揃
賜
伽
齢
噛
動
癬
融
）
．
第
一
の
点
は
、
結
局
、
第
三
の
問
題
に
帰
着
し
よ
う
（
洞
航
以
職
槻
浦
雛
鮒
宵
肪
鰭
撒
肋
跣
獅
雌
醜
翻
騨
触
擬
勤
凝
励
鞭
舳
謹
滋
襯
嚥
翻
崩
鹸
鋤
融
訊
肋
授
脇
％
煎



㍑
鰭
舳
睦
燃
価
剛
昌
嫌
仔
欝
既
は
の
囎
齢
景
雄
隈
畷
駄
』
駐
器
脇
飲
砺
ゆ
撫
菰
蹴
鋤
鹸
鋤
砥
蝿
詔
蟄
勧
敏
離
傭
曜
）
．
こ
こ
で
は
、
第
三
の
占
描
を
と
り
あ
げ
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
尤
も
、
教
授
に
あ
つ
て
、
厚
具
体
法
”
概
念
の
提
唱
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
確
定
裁
判
の
行
う
内
容
的
拘
束
力
が
社
会
的
に
独
自
重
要
な

機
能
を
営
む
こ
と
を
、
特
に
強
調
し
よ
う
と
す
る
所
に
、
主
た
る
ネ
ラ
イ
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
確
定
の
裁
判
は
そ
う
し
た
独
自
の
効

力
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
え
に
、
た
だ
、
確
定
裁
判
に
は
既
判
力
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
の
、
単
な
る
言
換
え
に
す
ぎ
な
い
し
、
そ
の
拘

束
は
絶
対
・
強
力
な
る
が
故
に
、
既
判
力
の
本
質
は
法
な
り
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
嘗
て
評
し
た
と
お
り
に
、
因
と
果
と

を
倒
錯
す
る
、
方
法
の
誤
を
お
か
す
こ
と
に
な
る
（
蘭
蝿
岬
煉
」
「
噺
剥
動
）
。
汲
取
つ
て
発
展
せ
し
む
べ
き
所
説
の
正
し
い
意
味
は
、
既
判
力
が
言
わ
れ
る

と
お
り
に
、
「
独
自
」
且
つ
「
重
要
」
な
も
の
で
、
こ
れ
を
単
な
る
訴
訟
制
度
上
の
方
便
的
”
手
段
的
な
一
小
事
態
と
み
る
こ
と
は
、
　
一
般
の
法

意
識
が
承
知
で
ぎ
な
い
と
こ
ろ
だ
と
い
う
認
識
、
お
よ
び
、
従
つ
て
、
既
判
力
に
何
ら
か
制
度
論
的
な
説
明
を
こ
え
た
一
般
法
学
的
な
基
礎
を
用

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
図
で
あ
つ
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
所
論
“
具
体
法
”
の
訴
訟
先
在
を
説
か
な
け
れ
ぽ
な
る
ま
い
．
裁
判
は
具
体

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

法
の
「
創
造
的
認
識
」
で
あ
る
と
い
う
説
明
（
繭
鵬
期
棘
淘
禰
静
切
購
）
を
通
し
て
、
教
授
が
同
時
に
附
随
的
に
考
え
て
お
ら
れ
る
と
察
し
ら
れ
る
「
訴
訟
に

先
行
・
自
存
す
る
も
の
と
し
て
の
，
具
体
法
”
」
に
こ
そ
、
所
説
の
重
点
を
移
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
畑
繍
貼
㈱
噂
つ
の
瑠
欲
謙
唄
購
塾
老
叩
「
賄
麻
略
酔

・
と
し
て
の
固
有
の
性
格
を
、
私
は
認
め
る
べ
き
も
の
と
考
へ
る
」
（
六
一
頁
）
と
い
つ
た
と
き
に
も
行
論
自
体
か
ら
明
か
な
よ
う
に
既
に
私
は
訴
訟
に
先
行
す
る
法
と
し
て
の
具
体
法
の
み
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
つ
て

既
判
力
の
内
容
と
し
て
の
具
体
法
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
既
判
力
に
つ
い
て
嘗
て
い
わ
ゆ
る
具
体
的
法
規
説
を
と
つ
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
（
前
掲
伊
東
「
既
判
力
に
っ
い
て
」
二
四
頁
註
六
二

鯵
）
）
．

　
訴
訟
が
な
お
法
的
な
被
制
約
者
で
あ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
正
し
い
。
訴
訟
に
先
行
す
る
法
は
κ
具
体
法
”
で
あ
ろ
う
か
。

　
具
体
法
と
は
、
当
該
事
件
の
あ
ら
ゆ
る
特
殊
性
に
恰
当
し
、
ま
さ
に
そ
の
具
体
的
事
件
に
妥
当
す
る
、
現
実
・
終
極
の
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

「
抽
象
的
仮
定
的
法
規
範
（
制
定
法
、
慣
習
法
等
）
は
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
我
々
の
行
動
の
規
準
た
り
得
る
も
の
で
は
な
く
、
我
々
の
行
動

の
規
準
た
り
得
る
も
の
は
、
具
体
的
現
実
的
事
実
に
即
し
た
規
範
で
あ
る
．
…
…
唯
抽
象
的
仮
定
的
法
規
範
は
、
具
体
的
現
実
的
規
範
の
認
識
に
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三
）
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（
二
八
四
）

当
つ
て
其
認
識
の
規
準
た
り
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
…
…
こ
の
具
体
的
現
実
的
法
規
範
が
即
ち
具
体
法
で
あ
る
」
と
（
喀
繭
驚
壊
鰍
報
恥
殆
囑
欄
勧
調
駐
親
瑚
髄
潤

鶉
鉱
諏
頗
題
撚
催
欝
融
編
責
讃
誰
）
．
だ
が
、
抽
象
規
範
を
「
認
識
の
規
準
」
と
し
て
「
認
識
」
せ
ら
れ
る
「
具
体
的
現
実
的
規
範
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、

抽
象
規
範
の
適
用
せ
ら
れ
た
形
態
、
抽
象
規
範
の
具
体
化
に
他
な
ら
ず
、
具
体
法
独
自
の
存
在
を
意
味
し
な
い
．
抽
象
法
令
不
備
の
事
案
に
つ
い

て
さ
え
、
何
ら
か
の
抽
象
原
理
が
具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
具
体
法
が
抽
象
原
理
を
離
れ
て
独
自
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
．
問
題
は
、
裁

判
が
指
向
し
、
訴
訟
で
具
体
化
さ
れ
る
抽
象
原
理
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
抽
象
の
具
体
化
か
、
具
体
へ
の
直
接
志
向
か
、
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
．
一
回
的
な
事
実
に
一
回
的
な
意
味
で
妥
当
す
る
法
と
い
う
も
の
は
、
名
辞
矛
盾
で
あ
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
法
（
あ
る
い
は
価
値
一
般
）

と
事
実
と
の
所
与
の
関
係
を
無
視
し
、
個
別
科
学
の
出
発
点
を
素
る
で
あ
ろ
う
。
一
回
的
な
事
実
を
こ
え
、
抽
象
性
を
持
て
ば
こ
そ
、
法
は
行

動
の
「
準
則
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
つ
て
、
「
具
体
的
現
実
的
事
実
に
即
し
た
規
範
し
が
「
抽
象
的
仮
定
的
」
原
理
と

絶
縁
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
「
規
範
」
た
る
こ
と
を
え
ず
、
「
我
々
の
行
動
の
規
準
」
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
固
よ
り
、
事
件
の
具
体
的
妥
当

な
解
決
を
庶
幾
す
る
こ
と
は
貴
重
な
努
力
で
あ
る
し
、
抽
象
の
原
理
が
経
験
上
具
体
の
処
理
を
通
じ
て
獲
得
確
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
、
制
定
法
・
慣
習
法
・
等
以
外
に
は
、
こ
れ
と
独
立
な
具
体
法
の
み
を
予
定
し
、
し
か
も
具
体
法
が
抽
象
原
理
の
具
体
化
で

は
な
く
し
て
、
こ
れ
を
控
制
す
る
何
者
も
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
具
体
的
妥
当
は
転
じ
て
恣
意
あ
る
い
は
合
目
的
な
解
決
に
堕

す
る
で
あ
ろ
う
し
（
砿
納
鮪
鱒
辮
激
縦
彫
肱
就
驚
繊
轍
⑳
磁
噌
た
）
、
抽
象
の
原
理
が
経
験
上
具
体
の
処
理
を
通
じ
て
獲
得
確
立
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に

歴
史
的
「
経
験
」
の
問
題
で
、
「
理
論
」
は
こ
れ
を
当
り
前
の
体
験
と
し
て
前
提
し
つ
つ
、
そ
の
論
理
的
な
関
係
を
整
序
す
る
の
で
あ
る
．
む
し

ろ
、
法
意
識
も
国
家
の
承
認
も
な
い
と
こ
ろ
に
「
法
」
の
存
立
を
認
め
、
国
民
の
法
意
識
に
あ
つ
て
な
お
未
熟
で
充
分
細
目
が
明
か
な
ら
ず
従
つ

て
適
用
も
区
々
と
な
る
べ
き
原
理
・
原
則
の
「
『
適
用
が
「
具
体
“
法
”
」
と
し
て
現
に
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
こ
そ
、
「
経
験
」
に
反

し
よ
う
。
訴
訟
の
前
に
は
、
具
体
法
で
な
く
、
既
に
確
立
せ
ら
れ
、
あ
る
い
は
未
だ
確
立
せ
ら
れ
な
い
、
法
理
念
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
．

　
訴
訟
に
先
立
つ
法
、
そ
れ
は
、
当
該
歴
史
的
段
階
、
当
該
社
会
的
条
件
の
も
と
で
、
人
が
、
現
実
に
指
標
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
、
法
理
念



（
ま
た
は
法
価
値
も
し
く
は
法
原
則
）
で
あ
る
。

三

　
訴
訟
が
端
的
な
紛
争
解
決
の
必
要
へ
通
説
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
既
定
の
法
規
範
と
の
関
係
に
お
い
て
訴
訟
が
論
理
的
に
前

法
的
な
性
格
を
も
つ
と
い
う
認
識
は
、
今
日
で
は
、
も
は
や
、
学
界
に
ほ
ぼ
共
通
の
智
慧
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
．
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
理

論
上
、
訴
訟
を
他
の
紛
争
解
決
機
構
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
訴
訟
が
何
か
特
別
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
国
民
の
法
意
識
上
の
事
実

も
、
裁
判
権
が
国
家
作
用
中
独
自
の
も
の
と
し
て
分
化
し
た
過
程
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
現
に
裁
判
官
が
事
件
の
解
決

を
正
し
か
ら
し
め
ん
と
し
て
努
力
し
て
い
る
所
以
を
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
つ
て
、
ま
た
、
実
践
上
に
は
、
訴
訟
に
よ
る
紛
争
の

解
決
が
恣
意
も
し
く
は
合
目
的
な
そ
れ
に
堕
す
と
も
こ
れ
を
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
大
き
な
弊
を
生
じ
る
．
法
規
範
と
の
関
係
で
前
法
的
な
訴
訟

も
、
同
時
に
、
法
理
念
と
の
関
係
で
は
後
法
的
た
り
、
被
制
約
者
た
る
こ
と
を
、
私
が
説
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
つ
て
、
昨
今
、
小
室

教
授
が
紛
争
解
決
説
を
「
あ
ま
り
に
も
無
内
容
」
な
議
論
と
断
じ
ら
れ
、
か
か
る
「
無
内
容
な
目
的
を
掲
げ
て
、
国
家
制
度
た
る
こ
と
を
強
調
し

つ
つ
職
権
主
義
の
強
化
を
叫
ぶ
」
危
険
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
正
当
な
批
判
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
踊
暢
糊
趨
た
縮
融
耐
畷
齢
瀬
馳
劫
醐
橡
虻
）
．

　
訴
訟
は
、
法
理
念
を
侯
つ
て
は
じ
め
て
、
訴
訟
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
．
法
理
念
は
価
値
一
般
で
は
な
く
（
従
つ
て
道
徳
や
合
目
的
性
と
異
な
り
）
、

訴
訟
は
専
ら
こ
れ
に
の
み
方
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
訴
訟
が
他
の
紛
争
解
決
機
構
か
ら
区
別
さ
れ
る
．
法
理
念
へ
の
専
向
が
可
能
と
な

つ
て
は
じ
め
て
裁
判
権
は
一
般
国
家
作
用
か
ら
分
化
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
伴
つ
て
国
民
意
識
に
お
け
る
訴
訟
と
い
う
も
の
の
特
殊
な
位
置
も

形
成
さ
れ
る
．
法
理
念
が
訴
訟
を
拘
束
す
れ
ば
こ
そ
、
裁
判
官
は
預
託
せ
ら
れ
た
紛
争
の
解
決
を
法
理
念
に
従
つ
て
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
り
、
恣
意
も
し
く
は
単
に
合
目
的
な
裁
判
は
当
然
裁
判
の
本
質
に
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
．

　
法
理
念
は
、
し
か
し
、
法
規
範
で
は
な
い
．
一
義
的
に
作
為
・
不
作
為
を
命
じ
る
行
動
準
則
が
、
国
民
の
法
意
識
の
5
ち
に
、
ま
た
は
国
家
の
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定
立
権
を
も
つ
て
、
実
在
せ
し
め
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
．
法
規
範
は
存
立
し
う
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
凝
翻
鞭
激
鮒
勧
猷
断
撚
胴
が
）
。
固
よ
り
、
法
規
範
は

法
理
念
に
基
づ
き
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
で
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
必
要
な
法
規
範
が
悉
く
法
理
念
か
ら
取
出
さ
れ
尽
く
し
た
状
態
は
現
実

に
は
あ
り
え
な
い
．
法
理
念
は
完
全
に
常
に
総
て
の
事
象
を
蔽
い
つ
く
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
法
規
範
は
常
時
不
完
全
な
欠
鉄
の
あ
る
存
在
で
あ

る
．
訴
訟
は
、
法
理
念
を
前
提
と
し
、
こ
れ
に
制
約
さ
れ
つ
つ
も
、
法
規
範
の
有
無
に
拘
ら
ず
行
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
法
理
念
を

適
用
し
、
裁
判
所
の
法
規
範
と
信
じ
る
も
の
を
作
出
し
て
宣
言
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
裁
判
は
．
ど
こ
ま
で
も
「
法
の
判
断
」
で

あ
る
（
燈
祉
陶
雌
蛾
臥
嚥
働
開
紳
）
。
裁
判
権
は
立
法
権
と
は
異
な
る
か
ら
（
脱
賦
姻
鴎
脈
猷
織
礪
）
、
裁
判
所
が
法
規
範
と
信
じ
て
作
出
す
る
も
の
は
、
そ
れ
自
体

な
お
法
規
範
で
は
な
く
し
て
．
法
規
範
の
試
案
た
る
に
す
ぎ
ず
．
判
決
の
既
判
力
も
そ
れ
自
体
ザ
具
体
法
”
た
る
も
の
で
は
な
い
（
胴
脂
脇
撒
伽
諏
噸

鍼
器
蹴
）
．

　
立
法
も
裁
判
も
、
法
理
念
確
立
・
深
化
の
た
め
の
人
間
の
歴
史
的
文
化
作
業
に
他
な
ら
ず
、
法
理
念
を
或
内
容
に
固
定
し
、
あ
る
い
は
、
具
体

法
の
形
で
常
に
当
然
す
べ
て
の
事
件
に
つ
い
て
法
規
範
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
予
定
す
る
が
ご
と
き
は
、
人
が
無
時
間
の
世
界
に
住
む
と
空
想

す
る
こ
と
で
あ
る
．
法
理
念
分
化
の
度
合
も
、
そ
の
内
容
も
、
法
規
範
成
立
の
程
度
・
態
様
も
、
す
べ
て
、
時
代
に
よ
り
、
社
会
に
よ
つ
て
異
な

る
と
と
も
に
、
立
法
や
裁
判
と
い
う
も
の
は
か
か
る
法
の
進
化
過
程
へ
の
関
与
を
意
味
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
．

　
法
理
念
が
法
規
範
と
は
異
な
る
と
し
て
も
、
法
規
範
が
法
理
念
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
一
を
た
ず
ね
る
の
に
そ
の
他
を
顧
み

な
い
こ
と
は
当
然
に
不
可
能
で
あ
る
．
法
規
範
の
理
解
が
法
理
念
へ
の
顧
慮
を
要
す
る
こ
と
は
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
法
理

念
を
直
接
に
志
向
す
べ
き
訴
訟
も
、
そ
れ
が
或
時
代
・
或
社
会
の
訴
訟
で
あ
る
以
上
は
、
其
時
代
・
其
社
会
の
既
定
の
法
規
範
を
顧
慮
し
、
そ
こ

に
現
存
し
て
い
る
法
理
念
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
訴
訟
に
お
け
る
法
規
範
の
適
用
、
な
い
し
訴
訟
に
対
す
る
法
規
範
の
拘
束
と
い
う

こ
と
の
意
味
で
あ
つ
て
、
近
代
国
家
に
お
け
る
法
律
裁
判
主
義
と
い
う
の
は
、
裁
判
所
が
国
会
の
定
立
し
た
法
規
範
草
案
を
既
定
の
法
規
範
と
し

て
扱
う
べ
き
こ
と
（
姻
絵
胴
雄
磁
睡
鍵
髄
知
雅
い
燭
願
賑
を
）
を
意
味
す
る
．
か
く
て
、
法
理
念
の
適
用
と
法
規
範
の
適
用
と
は
、
法
規
範
完
備
の
状
況
下
で
は



甚
だ
近
似
す
る
に
至
り
（
配
隙
赫
譲
縫
商
鳳
茄
梗
）
、
そ
の
た
め
、
訴
訟
の
法
規
範
先
在
を
説
く
必
要
は
な
い
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
が
、
訴
訟
が
前
法
的
な

も
の
で
な
け
れ
ば
、
法
規
範
欠
鉄
の
ケ
ー
ス
や
法
規
範
不
備
の
時
代
を
も
含
め
た
一
貫
し
た
理
解
が
で
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
．
の
み
な
ら
ず
、

法
理
念
に
直
接
す
べ
き
訴
訟
が
法
規
範
を
顧
み
る
べ
き
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
其
時
代
・
其
社
会
に
形
成
さ
れ
た
内
容
．
態
容
．
程
度
に
お
け
る

法
理
念
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
つ
て
、
具
体
法
理
論
の
説
く
所
と
は
や
や
異
な
り
、
法
は
国
民
の
法
意
識
に
あ
つ
て
法
理

念
の
部
分
か
ら
動
き
は
じ
め
る
も
の
で
法
規
範
の
部
分
か
ら
動
く
も
の
で
は
な
い
の
が
経
験
上
の
事
実
で
あ
る
か
ら
、
法
理
念
に
明
白
に
反
す
る

確
定
判
決
に
は
既
判
力
を
否
定
す
べ
き
こ
と
や
、
法
理
念
に
明
白
に
反
す
る
国
会
の
立
法
に
は
法
律
と
し
て
の
効
力
を
否
定
す
べ
き
こ
と
と
共

に
、
た
と
え
近
代
国
家
の
法
律
裁
判
主
義
の
も
と
に
お
い
て
も
、
一
た
ん
法
律
と
し
て
有
効
に
成
立
し
た
と
認
め
ら
れ
る
法
規
範
が
、
新
た
に
確

立
し
た
法
理
念
に
明
白
に
反
す
る
と
裁
判
所
が
認
め
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
立
法
上
の
措
置
を
侯
た
ず
に
当
然
当
該
法
規
範
の
適
用
を
拒
否
す

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
哲
学
な
い
し
法
哲
学
が
、
右
の
消
息
を
ど
う
評
価
し
、
ど
う
構
成
す
る
か
は
、
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
。
民
事
訴
訟
法
の
理
解
に
必
要
な
限

度
、
必
要
な
内
容
に
お
い
て
、
法
理
念
と
法
規
範
と
の
関
係
は
、
大
要
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

　
訴
訟
法
上
、
”
既
判
力
”
の
本
質
が
、
訴
訟
目
的
か
ら
演
繹
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
嘗
て
述
べ
た
（
賄
輔
醐
蘇
穐
翫
醐
助
茜
恥
て
」
）
。
最
近
の
我
国
の
既

判
力
理
論
で
、
正
し
く
既
判
力
の
本
質
を
訴
訟
目
的
か
ら
演
繹
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、
三
ヶ
月
教
授
の
所
説
で
あ
る
（
臨
鰍
棚
荊
綿
乙
麟
蝶
鰍
初

嬰
（
歌
鳩
此
配
港
町
謁
難
珊
購
嚇
）
．
だ
が
、
教
授
に
あ
つ
て
、
演
繹
の
淵
源
と
せ
ら
れ
る
訴
訟
目
的
は
、
単
な
る
紛
争
の
解
決
と
い
う
こ
と
で
あ

つ
た
．
単
な
る
紛
争
の
解
決
を
訴
訟
の
目
的
と
考
え
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
目
的
に
由
来
す
る
既
判
力
は
、
既
に
単
な
る
「
反
覆
の
禁
止
」
、
す
な

わ
ち
端
的
な
一
事
不
再
理
で
は
あ
り
え
ま
い
（
磯
糀
轍
授
瑠
蹴
眺
躰
贋
蘭
嫌
槻
恥
畜
騙
糊
耀
職
曳
服
一
獲
磁
茄
恥
認
隷
節
）
．
そ
し
て
、
実
は
、
訴
訟
の
制
度
目
的
そ
の
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も
の
が
．
単
な
る
紛
争
の
解
決
で
は
な
く
し
て
、
紛
争
の
法
的
解
決
に
あ
る
と
、
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
．
確
定
裁
判
に
よ
つ
て
与
え
ら
れ

た
解
決
が
法
的
な
解
決
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
既
判
力
が
蒸
返
し
禁
止
の
法
制
度
的
拘
束
力
で
あ
り
う
る
の
で
あ
つ
て
、
既
判
力
は
、
決
し
て
、
何

よ
り
も
先
ず
蒸
返
し
を
禁
ず
べ
し
と
の
要
請
と
し
て
成
立
つ
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
、
た
だ
解
決
さ
れ
た
の
だ
か
ら
蒸
返
し
を
禁
ず
べ
し
と
の

要
請
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
い
．
そ
れ
は
、
よ
ろ
し
く
、
確
定
判
決
の
裁
判
内
容
に
与
え
ら
れ
た
「
正
し
さ
の
担
保
」
と
理
解
せ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
つ
て
、
後
訴
の
裁
判
官
に
対
す
る
拘
束
お
よ
び
矛
盾
裁
判
の
排
斥
と
い
う
そ
の
訴
訟
上
の
積
極
お
よ
び
消
極
の
効
果
は
、
か
か
る
実
体
的
な

淵
源
か
ら
結
果
と
し
て
生
じ
る
も
の
と
認
む
べ
ぎ
で
あ
る
（
揃
唯
胴
斯
気
訓
財
頁
冨

　
お
よ
そ
、
確
定
の
裁
判
が
、
蒸
返
し
禁
止
の
効
力
を
伴
う
べ
き
こ
と
は
、
何
人
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
実
践
的
な
必
要
で
あ
る
．
こ
の
実
践
的

な
必
要
を
単
純
も
し
く
は
性
急
に
既
判
力
本
質
論
に
投
影
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
一
事
不
再
理
説
を
生
じ
、
同
じ
く
実
践
的
な
必
要
の
み
を
顧
慮
し

た
紛
争
解
決
説
が
、
一
事
不
再
理
説
を
基
礎
づ
け
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
。
だ
が
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ひ
と
り
実
践
的
な
必
要

と
い
う
こ
と
か
ら
だ
け
で
は
、
制
度
が
生
ま
れ
て
く
る
由
は
な
い
と
い
う
道
理
で
あ
る
（
概
瀾
勧
灘
齢
獅
麗
働
髄
鷹
紛
蜆
失
）
．
ひ
と
り
「
必
要
」
と
い
う

こ
と
か
ら
だ
け
で
は
、
制
度
と
い
う
も
の
は
な
お
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
．
必
要
に
は
「
可
能
」
が
対
応
し
、
素
地
が
熟
し
て
漸
く
制
度
は

成
立
に
達
す
る
。
こ
れ
は
日
常
卑
近
の
消
息
で
あ
つ
て
、
裁
判
の
場
合
に
も
、
そ
れ
は
、
既
に
、
既
判
力
を
抜
ぎ
に
し
て
も
、
尊
重
し
従
う
べ
き

或
種
の
拘
束
意
識
を
伴
う
事
実
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
既
に
事
実
上
一
定
の
拘
束
意
識
が
存
す
れ
ば
こ
そ
、
必
要
を
感
じ
る
国
家
が
こ
れ
を

捉
え
て
法
的
効
力
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
つ
て
、
か
く
て
制
度
的
に
造
形
せ
ら
れ
た
も
の
が
確
定
判
決
の
既
判
力
に
他
な
ら
な
い

（
瀞
ヌ
．
義
臨
鋤
羅
）
。
既
判
力
の
本
質
を
紛
争
蒸
返
し
の
「
必
要
」
の
み
か
ら
考
え
て
い
く
の
は
、
「
可
能
」
の
由
来
を
忘
れ
た
片
手
落
の
議
論
で
あ
つ

て
、
そ
の
本
質
論
は
、
む
し
ろ
、
実
践
の
必
要
を
制
度
的
な
効
力
へ
媒
介
し
転
化
し
う
る
素
地
の
探
究
へ
向
か
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
裁
判
は
正

し
い
、
と
い
う
の
が
、
素
地
を
な
す
既
判
力
以
前
の
事
実
上
の
拘
束
意
識
の
核
心
で
あ
ろ
う
．
既
判
力
は
、
こ
れ
に
対
し
、
裁
判
を
正
し
い
も
の

と
扱
え
と
い
う
．
法
制
度
上
の
強
制
で
あ
つ
て
、
右
の
意
識
あ
る
が
故
に
こ
そ
か
か
る
強
制
は
可
能
な
の
で
あ
り
、
従
つ
て
、
逆
に
、
強
制
が
制



度
的
に
行
わ
れ
る
限
度
で
右
の
意
識
は
現
行
法
上
妥
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
，
確
定
裁
判
の
内
容
の
正
し
さ
の
、
こ
う
し
た

意
味
で
の
「
法
的
担
保
」
の
制
度
な
い
し
効
力
、
そ
れ
こ
そ
が
既
判
力
の
本
質
で
あ
つ
て
、
実
体
権
へ
裁
判
が
及
ぽ
す
更
改
的
作
用
や
後
訴
裁
判

官
の
拘
束
お
よ
び
矛
盾
裁
判
の
排
斥
の
ご
と
き
は
、
法
（
と
制
度
上
扱
わ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
）
に
は
従
う
べ
き
も
の
と
の
一
般
原
則
を
媒
介
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
へ

て
、
正
し
さ
の
担
保
と
い
う
本
質
か
ら
流
出
す
る
既
判
力
の
作
用
の
諸
相
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
（
厩
誰
功
一
鳶
い
）
．

　
然
ら
ば
、
何
故
、
既
判
力
は
「
正
し
さ
の
担
保
」
で
あ
り
う
る
か
。
そ
れ
は
、
訴
訟
な
い
し
裁
判
が
、
法
理
念
の
適
用
を
使
命
と
し
て
存
在
す

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
．
こ
こ
で
も
、
国
家
権
力
を
挙
げ
る
だ
け
で
は
、
既
判
力
が
正
し
さ
の
「
担
保
」
た
る
所
以
を
説
明
す
る
に
足
り
な
い
。

な
る
ほ
ど
、
権
力
は
、
一
時
そ
の
必
要
を
強
行
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
制
度
と
し
て
の
永
続
的
な
強
行
は
、
強
行
さ
れ
る
も
の

の
内
容
に
応
じ
た
（
辮
鰭
の
の
対
継
醜
磁
禰
畝
筋
a
練
漁
的
暉
鰯
賦
）
妥
当
根
拠
を
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
．

　
訴
訟
が
法
理
念
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
一
方
に
お
い
て
、
事
実
、
裁
判
は
、
正
し
い
も
の
と
す
る
意
識
に
よ
つ
て
迎
え
ら
れ
る
．

原
被
両
造
対
立
の
構
造
（
片
言
に
裁
判
し
な
い
用
意
）
・
上
訴
・
再
審
・
厳
格
な
諸
方
式
・
等
、
手
続
が
一
定
の
慎
重
な
構
造
を
具
え
る
の
は
、
訴
訟

が
法
理
念
に
奉
仕
す
べ
ぎ
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
手
続
が
慎
重
に
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
は
、
通
常
裁
判
を
不
当
と
難
じ
る
決
め

手
を
持
ち
え
な
い
の
み
な
ら
ず
、
互
に
法
理
念
論
争
を
続
け
る
よ
り
は
裁
判
に
従
う
方
が
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
は
早
道
だ
か
ら
で
あ
る
（
輸
尋
．
調

難
針
降
二
》
そ
し
て
、
他
方
に
お
い
て
、
訴
訟
が
法
理
念
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
事
実
上
の
被
拘
束
意
識
を
、
国
家
は
そ
の
権
力
を
も

つ
て
法
制
度
的
な
効
力
に
ま
で
、
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
．
裁
判
は
法
規
範
で
は
な
く
し
て
単
な
る
裁
判
官
の
法
規
範
試
案
に
す
ぎ
な
い
こ
と
前

に
見
た
と
お
り
で
あ
る
し
、
個
々
的
に
は
裁
判
官
の
法
理
念
適
用
の
随
分
不
正
確
な
場
合
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
既
判
力
は
、
通
常
現

実
に
も
存
在
す
る
裁
判
官
の
法
理
念
へ
の
志
向
に
依
拠
し
て
、
そ
の
法
規
範
試
案
に
、
当
該
事
件
か
ぎ
り
法
規
範
と
同
一
の
効
力
を
強
行
さ
せ
る

の
で
あ
る
（
描
磁
棟
甜
揮
服
肪
鯨
踊
勲
防
罰
結
⑳
剛
助
嫡
醇
厩
防
罵

　
従
つ
て
、
た
と
え
ば
、
確
走
裁
判
の
内
容
が
、
国
民
意
識
の
う
ち
に
確
立
さ
れ
た
法
理
念
に
（
翫
臨
罐
馳
淋
恥
翫
灘
厩
瞭
軸
畷
）
明
白
に
反
す
る
（
順
君
髄
翫
脇
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のの

醐
舶
肛
魔
舳
暁
）
場
合
の
ご
と
き
は
（
監
猟
融
轍
嫡
討
騒
獅
漁
）
、
確
定
裁
判
と
い
え
ど
も
既
判
力
を
生
じ
な
い
こ
と
を
認
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
た
と
え

ば
、
裁
判
を
目
し
て
、
法
の
適
用
を
手
段
と
す
る
「
法
律
効
果
の
宣
言
」
と
考
え
る
が
ご
と
き
は
（
輯
猛
吻
脈
ゆ
蜘
糠
のの
撫
甑
幡
諸
激
％
湿
嗣
麟
疇
瀦
砒
昂
衆
灌
燗
励
耐
）
、

な
お
裁
判
の
本
質
を
十
全
に
理
解
し
な
い
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
蝦
州
切
鵡
師
耐
瓢
切
帥
伽
鉦
胤
鍵
“
で
）
．
裁
判
は
、
法
理
念
の
適
用
に
よ
る

「
法
規
範
試
案
の
宣
言
」
（
費
肋
臆
株
誕
猷
肱
初
樋
鯛
ぎ
榊
町
麟
詳
渤
躁
麺
櫨
、
一
、
、
、
、
）
を
本
質
と
す
る
も
の
で
、
法
律
効
果
（
噺
轍
酌
灘
筋
麟
制
も
）
の
確
定
は
法
確
定
の
主
観

的
側
面
に
す
ぎ
な
い
（
灘
明
鉾
融
騨
繭
鹸
鴛
航
蘇
）
。

　
か
く
て
、
法
理
念
の
訴
訟
に
対
す
る
支
配
、
従
つ
て
、
法
規
範
に
対
し
て
は
先
行
的
な
訴
訟
の
、
法
理
念
に
対
す
る
後
行
性
は
、
確
定
裁
判
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

既
判
力
の
、
本
質
を
支
え
る
基
礎
を
、
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
私
は
考
え
る
。

五

　
同
様
に
し
て
、
”
訴
訟
物
”
の
概
念
も
ま
た
、
訴
訟
目
的
か
ら
演
繹
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（
硲
棘
一
一
礒
齢
識
劃
肋
桝
豫
虻
畦
騨
）
。
小
室
教
授
の
前
掲

の
論
文
は
、
諸
説
の
現
実
を
証
拠
と
し
て
、
こ
の
関
連
に
疑
を
さ
し
は
さ
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
（
輸
欄
謝
蝿
都
郭
轍
剛
餓
伽
號
剥
動
樹
像
バ
酷
）
、
諸
説
の
現
実

（
控
姻
諏
弊
謝
）
が
適
確
な
関
連
を
示
し
て
い
な
い
の
は
、
む
し
ろ
目
的
規
定
の
方
が
曖
昧
な
た
め
で
、
訴
訟
目
的
と
訴
訟
物
概
念
と
の
間
に
関
連
が
な

い
か
ら
で
は
な
い
。

　
既
定
の
法
規
範
を
訴
訟
の
前
提
と
す
る
訴
訟
観
が
、
い
わ
ゆ
る
旧
説
的
な
訴
訟
物
理
論
に
赴
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
、
論
理
的
必
然
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
調
識
環
鍛
働
斑
甑
帥
鮮
謙
翻
満
稀
燃
厳
襯
朧
驚
捌
耐
る
）
。
法
規
範
に
奉
仕
す
る
裁
判
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
そ
の
内
容
を
規
定
さ
れ
る
ほ
か

は
な
く
、
裁
判
の
対
象
以
外
に
訴
訟
の
対
象
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
峨
醐
働
鮒
激
撫
衡
曜
蜘
鮒
糠
識
謎
醐
騨
鮎
貿
潮
報
碑
壁
妻
翫
ユ
恥
配
鍵
触
恥
卯
祉
馳
繍
肌
た
）
。
他

方
、
法
規
範
を
訴
訟
の
前
提
か
ら
取
去
り
、
端
的
な
紛
争
の
解
決
を
訴
訟
の
目
的
と
考
え
る
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
新
理
論
を
も
つ
て
訴
訟
物
を

考
え
ざ
る
を
え
な
い
（
舗
調
艀
練
撫
鰍
拗
こ
の
働
礁
勤
兜
催
虻
鰍
諏
の
の
耀
蝋
麓
鎌
踏
諺
D
獲
絶
芽
稽
）
）
。
法
規
範
へ
の
依
存
を
捨
て
た
以
上
は
、
訴
訟
に
固
有
な
何
ら



か
の
因
子
の
み
を
も
つ
て
、
裁
判
し
た
が
つ
て
訴
訟
の
対
象
を
考
え
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
（
擁
磁
麟
融
のの
漸
羅
働
障
珈
挫
駅
噺
蹴
榊
物
鮪
勒
舗
価
“
締
諦
筋
鄭
鰍
鱒
累

肌
鯉
鰍
購
磁
諦
阻
緻
詑
韻
靴
％
泣
戦
霧
裳
隙
糊
錬
仏
帳
瘤
融
肛
躰
）
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
私
の
い
わ
ゆ
る
動
態
的
訴
訟
物
理
論
は
、
そ
の
敦
れ
と
も
異
な
る
前
提

を
有
す
る
．

　
尤
も
、
動
態
的
訴
訟
物
理
論
に
対
し
て
は
、
あ
る
い
は
、
旧
説
・
新
説
の
対
立
と
は
関
わ
り
を
持
た
な
い
と
か
（
細
駄
諦
鐵
難
鮎
騒
脈
馳
ン
㎡
恨
傳
噺

頁
）
、
旧
説
の
帰
結
を
た
だ
説
明
し
直
し
た
に
止
ま
る
と
か
の
批
評
が
行
わ
れ
（
諺
勘
明
～
珊
購
訴
）
、
一
般
に
そ
れ
が
新
旧
両
説
と
実
際
面
で
ど
う
異
な

つ
て
く
る
も
の
か
、
な
お
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
の
疑
念
が
存
す
る
。
だ
が
、
い
ま
、
同
二
箇
の
社
会
事
実
に
基
づ
き
、
目

的
物
の
引
渡
を
、
所
有
権
に
基
づ
い
て
も
、
占
有
権
に
基
づ
い
て
も
、
賃
貸
借
契
約
上
の
債
権
に
基
づ
い
て
も
、
ひ
と
し
く
訴
求
し
う
る
原
告
が

あ
る
と
し
よ
う
（
詮
切
暢
船
雌
⑳
㌫
狙
ゆ
蛍
蝦
蘭
励
喘
環
健
繍
脚
救
紹
斬
繍
燃
独
鮪
細
繍
蘇
繊
一
欝
窺
馳
肪
効
質
蹴
融
蟹
ゲ
騎
畑
輌
）
．
こ
の
原
告
が
、
全
く
そ
の
法
律
的
構
成
を
示

す
こ
と
な
く
、
目
的
物
を
特
定
し
、
社
会
的
事
実
を
示
し
て
、
端
的
に
、
目
的
物
引
渡
請
求
の
訴
を
お
こ
し
た
と
す
る
と
、
訴
訟
上
の
取
扱
は
ど

う
な
る
か
。
旧
説
に
従
え
ば
、
か
よ
う
な
訴
は
請
求
の
一
定
を
欠
く
不
適
法
な
訴
で
あ
る
か
ら
、
本
来
は
訴
が
不
適
法
と
し
て
却
下
せ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
．
こ
の
結
果
を
救
う
も
の
は
、
申
立
の
解
釈
か
、
訴
状
の
補
正
命
令
か
、
釈
明
権
の
行
使
で
あ
ろ
う
が
、
救
済
せ
ら
れ
て
A
B
二

箇
の
権
利
が
主
張
せ
ら
れ
た
も
の
と
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
A
の
み
を
審
理
し
て
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
判
決
は
、
確
定
し
て
も
C
に
は

そ
の
既
判
力
を
及
ぼ
さ
な
い
と
と
も
に
、
B
権
利
は
い
つ
ま
で
も
訴
訟
に
係
属
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
．
他
方
、
新
説
に
従
え
ば
、
か
よ
う
な
訴

は
そ
の
ま
ま
適
法
で
且
つ
唯
一
箇
の
請
求
を
包
含
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
訴
訟
資
料
の
関
係
か
ら
に
も
せ
よ
、
裁
判
所
の
過
失
も
し
く
は
故
意
に

基
づ
く
に
も
せ
よ
、
こ
の
一
箇
一
全
の
請
求
が
A
権
利
の
側
面
か
ら
の
み
審
理
せ
ら
れ
て
請
求
棄
却
の
判
決
が
確
定
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
．
そ

う
し
た
場
合
に
も
原
告
は
B
・
C
の
側
面
か
ら
の
審
理
を
求
め
て
問
題
を
蒸
返
す
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
且
つ
既
判
力
は
所
有
物
引
渡
請
求
権
を
で

な
し
に
端
的
無
色
な
引
渡
請
求
権
そ
の
も
の
の
不
存
在
を
確
定
す
る
．
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
も
し
動
態
的
訴
訟
物
理
論
に
従
う
な
ら
、
こ
の
種
の

訴
は
そ
の
ま
ま
全
く
適
法
で
排
斥
も
で
き
な
け
れ
ば
救
済
の
必
要
も
な
い
．
し
か
し
、
何
ら
か
の
理
由
か
ら
、
請
求
が
A
権
利
の
観
点
か
ら
の
み
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審
理
せ
ら
れ
て
請
求
棄
却
の
裁
判
が
確
定
し
た
と
す
る
と
、
今
や
請
求
は
当
初
か
ら
A
権
利
の
み
の
主
張
で
あ
つ
た
こ
と
に
意
味
的
に
確
定
し

（
齢
隙
勃
罐
加
勅
嚇
醸
肋
娠
甦
肚
雄
埴
）
、
従
つ
て
、
既
判
力
は
B
・
C
の
権
利
に
及
ば
ず
、
B
・
C
の
訴
訟
係
属
も
通
常
全
く
残
存
し
な
い
．
逆
に
、
A
権

利
の
観
点
か
ら
の
み
審
理
せ
ら
れ
て
請
求
が
認
容
さ
れ
た
場
合
も
、
当
然
に
B
・
C
の
権
利
が
係
属
を
失
う
の
で
は
な
く
、
選
択
的
併
合
と
し
て

扱
う
べ
き
や
否
は
原
告
の
意
思
に
か
か
る
．
請
求
権
競
合
の
場
合
で
も
単
純
併
合
は
可
能
で
あ
つ
て
、
単
純
併
合
な
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
が
そ
れ

ぞ
れ
に
裁
判
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
確
定
す
る
．
決
し
て
、
動
態
的
訴
訟
物
理
論
は
、
旧
新
両
説
の
対
立
と
関
わ
り
を
持
た
な
い
わ
け
で
は
な
く

（
驕
翻
辮
欝
蜥
脇
じ
の
も
麗
窃
虻
毅
黎
簸
錺
糊
騰
難
魁
鷺
聡
脚
貿
騰
（
鵬
轄
蒲
蘇
携
鑛
齢
露
欝
溜
鰹
薩
㌍
認
諏
瀕
驕
藻
灘
曾
袈
郭
篇

鋤
聞
敵
謙
嚇
朧
⑳
雛
妨
撚
厩
燗
願
靴
耐
噛
赫
勉
憶
魏
晒
艦
葎
殴
疾
筋
襲
鑓
稿
態
）
、
ま
た
、
旧
説
の
帰
結
を
た
だ
説
明
し
直
し
た
に
止
ま
る
の
で
も
な
い
（
鮮
綱
齢
瀟
謹
罐
頗
謝

艇
鰹
範
瓠
い
）
．

　
或
時
代
・
或
社
会
の
法
理
念
は
、
当
該
社
会
既
定
の
法
規
範
か
ら
認
識
せ
ら
れ
る
以
外
、
こ
れ
を
認
識
す
べ
き
手
段
を
も
た
ぬ
（
揃
髄
ポ
融
顯
欄
撚
棚

削
肌
激
號
齢
侃
鋳
位
尉
鴨
働
柵
雛
舷
臨
莇
劉
証
灘
魔
獣
畦
幌
稔
鰯
織
⑩
好
鍛
槻
髄
骸
翻
蝋
貿
畷
濫
獅
眺
魔
勧
醜
琳
齢
撒
蹴
銅
襲
曜
机
捗
拷
に
》
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
法
理
念
は
、

自
然
法
に
堕
す
る
（
砂
眠
祖
鍋
磁
麗
輪
醗
旗
勘
妨
撒
鵬
甜
触
瞠
揃
魏
し
）
．
且
つ
、
裁
判
は
．
法
規
範
の
妥
当
す
る
社
会
へ
係
争
事
件
を
還
流
さ
せ
な
け
れ
ば
意
味

が
な
い
（
礎
動
徽
⑳
塒
鋤
断
湘
轍
）
。
だ
か
ら
、
裁
判
の
内
容
は
、
法
規
範
と
同
じ
性
質
を
も
つ
て
こ
れ
と
調
和
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
こ
の
意
味
で
、

新
説
の
よ
う
に
、
裁
判
対
象
し
た
が
つ
て
訴
訟
対
象
を
、
全
く
法
規
範
か
ら
切
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
．
し
か
し
、
同
時
に
、
裁
判
が
社
会
に
還

流
す
べ
き
は
、
そ
の
最
終
の
結
果
に
お
い
て
で
あ
り
、
訴
の
当
初
か
ら
法
規
範
の
個
別
化
を
図
る
こ
と
は
無
用
で
も
あ
り
又
し
ば
し
ば
不
可
能
な

こ
と
で
あ
る
．
従
つ
て
、
旧
説
の
よ
う
に
訴
訟
対
象
を
訴
の
当
初
か
ら
法
規
範
で
識
別
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
こ
の
点
で
は
寧
ろ
新
説
の
対
処
仕

方
に
従
う
べ
き
で
あ
る
が
、
然
る
と
き
は
、
法
規
範
以
外
の
識
別
基
準
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
基
準
こ
そ
は
法
理
念
で
あ
つ
て
、
法
規
範

に
は
先
行
す
る
も
、
法
理
念
に
よ
つ
て
は
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
訴
訟
観
が
、
動
態
的
訴
訟
物
理
論
の
前
提
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
即
ち
、
訴
の
当
初
に
お
い
て
は
、
原
告
の
申
立
が
そ
の
も
の
と
し
て
、
一
箇
の
法
理
念
に
依
拠
す
る
か
ぎ
り
、
同
一
事
実
に
基
づ
く
同
一
内
容



の
救
済
の
要
求
は
、
一
箇
の
請
求
を
包
含
す
る
．
法
理
念
は
抽
象
か
ら
具
体
へ
段
階
を
成
し
て
統
制
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
は
そ
の

敦
れ
の
段
階
に
お
い
て
法
理
念
を
援
用
す
る
こ
と
も
可
能
な
筈
で
、
理
念
の
単
複
異
同
は
、
す
べ
て
、
且
つ
、
常
に
、
原
告
の
申
立
の
内
容
自
体

ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

が
現
に
援
用
し
う
る
段
階
・
種
類
・
内
容
の
理
念
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
前
例
・
引
渡
の
訴
は
、
所
有
物
引
渡

の
訴
と
し
て
起
こ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
権
利
を
細
別
し
な
い
端
的
な
引
渡
の
訴
と
し
て
も
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
．
前
の
場
合
に
は
同
一

物
の
契
約
上
の
債
権
に
基
づ
く
引
渡
請
求
は
別
箇
の
請
求
だ
が
、
後
の
場
合
に
は
原
告
は
（
法
理
念
の
段
階
構
造
を
遡
上
し
て
諸
種
の
請
求
権
を

一
括
し
う
る
高
み
に
お
い
て
）
唯
一
つ
の
法
理
念
に
依
拠
す
る
の
で
あ
り
、
従
つ
て
当
初
に
お
い
て
請
求
は
唯
一
箇
で
あ
る
．
請
求
の
動
態
的
把

握
を
要
す
る
の
は
、
請
求
が
か
く
最
初
に
は
グ
ロ
パ
ー
ル
な
場
合
に
も
、
裁
判
は
こ
れ
を
法
規
範
試
案
宣
言
の
形
で
処
理
し
、
且
つ
事
件
を
社
会

に
還
流
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
．
法
理
念
上
同
一
で
あ
れ
ば
、
給
付
判
決
と
確
認
判
決
と
の
同
時
不
定
要
求
も
、
適
法
且
つ
当
初
一

箇
の
請
求
と
考
う
べ
く
、
申
立
自
体
に
二
箇
の
理
念
が
含
ま
れ
る
な
ら
、
た
と
え
ば
同
一
物
を
明
確
自
覚
的
に
所
有
権
と
契
約
上
の
債
権
に
基
づ

い
て
引
渡
訴
求
す
る
場
合
に
は
、
別
異
の
二
箇
の
請
求
が
併
合
せ
ら
れ
た
訴
と
認
む
べ
き
で
あ
る
。

　
法
理
念
に
は
、
他
方
、
法
規
範
の
同
質
性
を
決
定
す
る
た
め
に
援
用
さ
れ
る
役
割
も
あ
る
（
剛
勧
静
％
備
諒
離
騒
蛤
訪
倣
縢
襯
給
肋
暴
め
澗
噸
蹴
嚇
縣
蹴
融
緬
瀧
伽
覗

購
雄
地
働
物
糊
譲
棚
暁
酷
繰
⑳
曝
》
旧
説
は
実
際
に
は
実
体
権
の
異
同
を
た
ず
ね
て
屡
々
法
理
念
に
遡
つ
て
い
る
し
（
磧
慣
碓
艘
駒
の
の
糊
輔
備
野
陳
は
脳
棚
襯
繍
融
胱
纏
酌
辮
獄

よ
）
、
新
説
も
実
際
に
は
訴
訟
上
の
固
有
の
契
機
と
称
し
な
が
ら
法
理
念
に
導
か
れ
て
当
該
契
機
の
取
捨
を
行
つ
て
い
る
（
呼
彫
を
噸
綱
翻
縣
繊
嚥
識
物
蠣
縣
蔀

馳
堵
M
こ
れ
ら
は
、
法
理
念
が
訴
訟
物
の
特
定
基
準
と
し
て
相
当
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
る
．
そ
れ
が
基
準
と
し
て
余
り
に
も
不
明

確
に
す
ぎ
る
と
い
う
点
は
、
基
準
と
な
し
え
な
い
口
実
に
は
な
ら
な
い
．
歴
史
的
実
践
を
通
し
て
堆
積
せ
ら
る
べ
き
智
慧
は
、
す
べ
て
、
現
在
、

こ
の
時
点
に
お
い
て
は
不
明
確
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
つ
て
、
寧
ろ
、
他
に
基
準
あ
り
と
誤
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
正
し
い
方
向
へ
の
開
拓
が
遅
ら

さ
れ
若
し
く
は
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
、
灌
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

　
か
く
て
、
法
理
念
の
訴
訟
に
対
す
る
支
配
は
、
訴
訟
物
特
定
の
基
準
を
も
、
終
局
的
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。

　
　
　
訴
訟
に
先
立
つ
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
　
（
二
九
三
）



訴
訟
に
先
立
つ
法

一
六

（
二
九
四
）

×

×

×

〔
お
断
リ
〕
　
本
稿
は
昭
和
三
八
年
八
月
に
執
筆
し
て
『
論
集
・
法
と
裁
判
』
に
寄
稿
し
た
旧
稿
で
あ
る
。
論
集
の
発
刊
を
予
定
し
て
そ
の
一
部
を
他
の
論
稿
で
援
用
し
て
し

　
ま
つ
た
の
で
、
是
非
と
も
原
態
の
ま
ま
発
表
す
る
義
務
が
あ
る
と
こ
ろ
、
右
論
集
は
刊
行
の
見
込
み
が
立
た
な
く
な
つ
た
よ
う
な
の
で
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
本
誌
を
借
り

　
て
こ
れ
を
公
表
す
る
（
吉
川
博
士
還
暦
論
文
集
上
巻
の
拙
稿
で
引
用
し
た
別
稿
と
は
こ
の
論
稿
で
あ
る
）
。
今
の
時
を
択
ん
だ
の
は
、
近
く
訴
訟
物
に
つ
い
て
の
新
稿
が

印
刷
に
な
る
と
こ
ろ
（
民
商
法
雑
誌
昭
和
四
二
年
三
月
号
掲
載
予
定
）
、
新
稿
は
本
稿
を
前
提
と
し
て
お
り
、
且
つ
本
稿
の
一
部
を
修
正
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
た
め
、

　
こ
れ
以
上
、
右
論
集
の
刊
行
を
待
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
た
め
で
あ
る
。


