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紹介と批評

『
8
0
岳
日
＝
旨
の
o
『
犀
四

qQ
讐
辱
8
蕊
§
§
評
ご
竃
。
。
簿
ま
§
＆
黛
画
。
。
簿
ミ

　
　
さ
罫
。
魯
｝

qQ
健
。
。
欝
蓉
9
器
簿
§
§
静
ぎ
§
』
画
§
§
母
寝
。
。
§
§
喚
§

　
　
ミ
§
邑
む
恥
§
恥
き
§
§
＆

　
切
＆
ぎ
＼
2
睾
K
o
時
㈹
≦
毘
R
α
。
9
昌
醇
」
O
o
。
曾
お
q
ω
魯
g

ヨ
ア
ヒ
ム
・
ル
シ
ュ
カ
軸
者

　
　
『
論
理
的
・
分
析
的
方
法
に
よ
る
刑
法
』

　
嗣
　
本
書
は
、
学
生
の
た
め
に
書
か
れ
た
演
習
書
（
事
例
問
題
集
）
で
あ

る
が
、
方
法
論
的
に
顕
著
な
特
色
を
持
つ
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

法
学
方
法
論
の
分
野
で
広
く
注
目
さ
れ
た
研
究
を
残
し
て
い
る
が
、
理
論

刑
法
学
の
領
域
に
お
い
て
も
、
独
自
の
徹
底
し
た
分
析
に
よ
つ
て
異
彩
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

放
つ
多
く
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
本
書
は
、
四
〇
〇
頁
を
越
え
る
大

ぎ
な
書
物
で
あ
り
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
理
論
刑
法
学
研
究
の
総
決
算
と

し
て
の
意
味
を
持
つ
こ
と
は
疑
い
が
な
い
Q

　
以
下
に
お
い
て
は
、
若
干
の
感
想
を
つ
け
加
え
な
が
ら
、
本
書
の
大
要

を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
1
）
　
ル
シ
ュ
カ
の
法
学
方
法
論
上
の
見
解
は
、
青
井
秀
夫
「
現
代
西
ド
イ
ツ
法

　
律
学
的
方
法
論
の
一
断
面
（
続
）
ー
『
法
律
学
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
』
の
紹
介

　
　
と
検
討
1
」
法
学
三
九
巻
三
・
四
号
〔
一
九
七
六
年
〕
八
七
頁
以
下
に
お
い
て
詳

　
　
し
く
紹
介
・
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
（
2
）
　
ル
シ
ュ
カ
の
経
歴
・
著
作
等
に
つ
い
て
は
、
宮
澤
浩
一
・
西
ド
イ
ツ
刑
法

　
学
〔
一
九
七
八
年
〕
二
一
…
頁
以
下
、
同
・
追
録
∬
〔
一
九
八
一
年
〕
一
八
頁
、
同
・

　
追
録
皿
〔
一
九
八
三
年
〕
二
四
頁
を
参
照
。

　
二
　
序
文
に
お
い
て
は
、
本
書
に
お
い
て
ル
シ
ュ
カ
の
用
い
る
基
本
的

な
方
法
（
「
論
理
的
・
分
析
的
方
法
」
）
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
皿

～
瓶
頁
）
。
ま
ず
、
ル
シ
ュ
カ
は
、
こ
れ
ま
で
の
刑
法
学
研
究
の
問
題
点
を

指
摘
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
如
何
な
る
方
法
を
採
る
べ
き
か
を
論

ず
る
。

　
ル
シ
ュ
カ
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
刑
法
の
教
科
書
に
お
い
て
は
、
一
つ
の

統
一
的
な
観
点
の
下
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
諸
事
例
が
、
体
系
に
よ
っ
て
分

断
さ
れ
て
研
究
さ
れ
る
と
い
う
弊
害
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
関

連
性
の
あ
る
諸
問
題
を
一
体
の
も
の
と
し
て
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
根
本
に

あ
る
諸
原
理
を
究
明
し
な
が
ら
研
究
す
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
妨
げ
ら
れ

て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
刑
法
総
論
に
お
い
て
は
、
問
題
と
さ
れ
る
事
例
が

た
ま
た
ま
思
い
つ
か
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
犯

罪
論
体
系
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
孤
立
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
た
め
に
、
他
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の
事
例
と
の
間
に
あ
る
内
的
な
関
連
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
一
面
性
」
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
事

例
か
ら
出
発
し
て
、
関
連
性
の
あ
る
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
諸
事
例
を
考
案

す
る
、
即
ち
「
事
例
を
体
系
的
に
展
開
す
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
本

書
の
副
題
参
照
）
。
そ
の
上
で
、
あ
る
事
例
グ
ル
ー
プ
の
解
決
を
規
定
す
る

原
理
を
発
見
し
、
他
の
事
例
グ
ル
ー
プ
の
解
決
を
規
定
す
る
原
理
と
の
体

系
的
な
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
従
来
の
「
体
系
的
」
「
演
繹
的
」
方
法
に
対
し
て
、
ル
シ

ュ
カ
は
、
事
例
か
ら
出
発
し
て
、
関
連
あ
る
一
類
型
の
事
例
の
解
決
を
規

定
す
る
原
理
を
発
見
し
、
こ
れ
と
他
の
類
型
の
事
例
の
解
決
を
規
定
す
る

原
理
と
の
関
係
を
究
明
し
、
よ
り
高
次
の
原
理
を
求
め
る
と
い
う
、
い
わ

ぽ
帰
納
的
な
方
法
を
採
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
・

そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
、
学
と
し
て
の
刑
法
学
の
対
象
・
任
務
は
何
な
の

　
　
　
（
3
）

で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
ル
シ
ュ
カ
に
よ
れ
ば
、
学
問
と
し
て
の
刑
法
学
の
対
象
は
刑
法
典
で
は

な
い
。
刑
法
典
は
、
諸
々
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
解
答
を
示
し
て
い
る

の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
刑
法
典
は
常
に
欠
陥
を
伴
っ
て
い
る
。

加
え
て
、
学
問
の
対
象
は
、
時
代
・
場
所
に
よ
っ
て
変
わ
る
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
刑
法
学
の
対
象
は
、
問
い
そ
れ
自
体
で
あ
る
。

時
代
と
と
も
に
間
題
の
解
決
方
法
は
変
化
し
て
も
、
問
題
自
体
は
変
わ
ら

な
い
し
、
立
法
者
が
こ
れ
に
手
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

我
々
は
、
問
題
の
解
決
を
規
定
す
る
前
法
的
・
後
法
的
原
理
を
究
明
し
て
、

実
定
法
自
体
を
批
判
し
得
る
基
準
（
竃
島
ω
鼠
σ
Φ
）
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
ル
シ
ュ
カ
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
方
法
は
「
論
理
的
・
分
析

的
方
法
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
そ
れ
が
「
分
析
的
」
で
あ
る
の
は
、

様
々
な
事
例
問
題
の
解
決
を
分
析
し
て
、
整
合
的
な
解
決
が
な
さ
れ
て
い

る
か
、
一
つ
の
間
題
の
解
決
が
他
の
問
題
の
解
決
と
矛
盾
し
な
い
か
、
そ

れ
ぞ
れ
の
間
題
解
決
の
拠
っ
て
立
つ
原
理
は
何
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
（
な
お
、
本
書
三
八
八
頁
参
照
）
o

他
方
、
　
「
論
理
的
」
で
あ
る
こ
と
は
、
刑
法
学
の
議
論
が
合
理
性
を
持
つ

た
め
の
前
提
で
あ
る
Q
換
言
す
れ
ぽ
、
刑
法
学
の
命
題
や
論
証
が
有
意
味

で
あ
り
、
合
理
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
論
理
法
則
や
（
日
常
）
言
語
の
使

用
規
則
に
従
う
こ
と
が
必
須
の
条
件
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
　
「
規
範

的
」
「
評
価
的
」
考
察
方
法
も
ま
た
限
界
づ
け
ら
れ
、
　
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ル
シ
ュ
カ
は
、
次
の
よ
う

に
主
張
す
る
Q
　
法
律
を
文
字
通
り
に
読
む
こ
と
（
そ
れ
が
合
理
性
の
第
一
条

件
で
あ
る
）
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
「
解
釈
」
の
名
の
下
に
日
常

の
用
語
法
を
破
る
よ
う
な
意
味
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
法
律
に
不
充
分

な
と
こ
ろ
や
矛
盾
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
な
ら
、
『
疑
わ
し
い
』

『
矛
盾
が
あ
る
』
と
言
う
べ
き
で
、
　
「
解
釈
」
に
よ
り
こ
れ
を
覆
い
隠
し

て
は
な
ら
な
い
。
用
い
ら
れ
る
概
念
は
、
明
確
で
、
他
と
は
っ
き
り
区
別

さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
一
度
与
え
ら
れ
た
定
義
は
、
最
後

ま
で
守
り
通
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
　
「
論
理
的
・
分
析

的
方
法
」
を
採
る
本
書
が
強
調
す
る
の
は
、
「
知
的
誠
実
さ
（
葺
色
爵
9
－

①
＝
Φ
寄
自
呂
冨
ぢ
」
の
要
求
な
の
で
あ
る
Q
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紹介と批評

　
以
上
の
よ
う
な
ル
シ
ュ
カ
の
見
解
は
、
法
学
方
法
論
に
お
け
る
最
近
の

傾
向
と
切
り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
従

来
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
自
然
科
学
的
な
意
味
に
お
け
る
、
理
論

の
f
間
題
状
況
を
離
れ
た
ー
「
客
観
性
」
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、

実
践
の
レ
ベ
ル
に
定
位
し
、
一
定
の
「
対
話
状
況
」
の
中
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

！
シ
ョ
ソ
を
通
じ
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
獲
得
す
る
た
め
の
諸
条
件
を
求
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

よ
う
と
す
る
近
時
の
有
力
な
流
れ
の
中
で
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
o
そ
の
意
味
で
、
ル
シ
ュ
カ
の
所
説
は
極
め
て
刺
激
的

で
あ
る
が
、
立
ち
入
っ
た
検
討
は
別
の
機
会
に
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
と

思
う
。

　
（
3
）
　
刑
法
解
釈
学
の
対
象
と
任
務
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
は
、
U
器
幹
冨
？

　
3
0
拝
琴
ロ
畠
弩
畠
3
爵
Φ
三
》
O
》
ご
o
o
ご
9
N
鴇
葺
に
詳
し
く
展
開
さ

　
れ
て
い
る
。

　
（
4
）
　
簡
単
に
は
、
き
ミ
導
境
§
き
蜜
o
些
o
号
三
①
耳
Φ
α
醇
閑
9
鐸
ω
毒
一
の
器
デ

　
零
ぎ
2
9
》
覧
一
●
お
o
o
辞
ψ
一
8
捧
参
照
。
哲
学
的
背
景
に
つ
い
て
は
、

　
、
靴
憶
噸
§
さ
魯
、
§
偽
、
マ
の
ぽ
旨
Φ
騨
ω
爵
8
比
o
P
一
p
師
零
一
詩
嵩
9
ざ
淳
q
箆

　
幻
①
艶
①
箆
o
P
ぽ
揖
ロ
ω
伊
q
Φ
o
q
．
〈
8
＝
①
一
目
暮
冨
年
g
富
。
F
一
。
お
b
ω
．

　
曽
一
舞
が
示
唆
に
富
む
。

　
三
第
一
章
で
は
、
犯
罪
を
構
成
す
る
諸
々
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
相
互
の

時
聞
的
・
内
容
的
な
関
係
が
問
題
と
さ
れ
る
（
一
～
六
七
頁
）
。
　
ル
シ
ュ
カ

は
、
諸
事
例
の
検
討
を
通
じ
、
犯
罪
メ
ル
ク
マ
ー
ル
相
互
の
関
係
に
妥
当

す
る
原
則
と
し
て
、
同
時
存
在
の
原
則
（
ω
ぎ
葺
き
巴
鼠
冨
胃
一
欝
§
と
関

連
性
の
原
則
（
寄
3
お
欝
冨
醤
§
を
導
き
出
す
。

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
同
時
存
在
の
原
則
と
は
、
全
て
の
犯
罪
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
実
行
行
為
の

時
点
で
同
時
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
従
っ

て
、
例
え
ば
、
「
事
前
の
故
意
（
3
一
拐
彗
3
8
8
諺
）
」
や
「
事
後
の
故
意

（
量
諾
誓
訂
8
琴
拐
と
は
、
門
法
的
意
味
に
お
け
る
故
意
で
は
有
り
得
な
い
Q

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ま
た
、
関
連
性
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
を
構
成
す
る
諸
々
の
メ
ル
ク
マ

！
ル
は
相
互
に
関
連
し
合
う
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
犯
罪
の
成
立

が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
構
成
要
件
に
該
当
し
、
何
ら
か
の

犯
罪
の
故
意
が
あ
り
、
何
ら
か
の
点
で
違
法
で
あ
り
、
責
任
が
あ
る
と
い

う
の
で
は
足
り
な
い
の
で
あ
る
・
こ
う
し
た
同
時
存
在
の
原
則
お
よ
び
関

連
性
の
原
則
は
、
い
ず
れ
も
、
論
理
学
の
法
則
の
一
つ
で
あ
る
「
同
一
律

（
自
同
律
）
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
o

　
同
時
存
在
の
原
則
か
ら
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
概
括
的

故
意
」
の
事
例
で
あ
る
。
例
え
ば
、
（
未
必
的
）
殺
意
を
も
っ
て
首
を
絞
め
、

相
手
が
す
で
に
死
亡
し
た
も
の
と
思
っ
て
肥
溜
め
に
投
じ
た
た
め
溺
死
し

た
よ
う
な
揚
合
、
ル
シ
ュ
カ
に
よ
れ
ぽ
、
殺
人
既
遂
罪
の
成
立
を
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
Q
何
故
な
ら
ば
、
第
一
に
、
現
実
に
死
亡
の
結
果
を
生

じ
さ
せ
た
行
為
を
行
な
っ
た
時
点
に
お
い
て
は
殺
意
が
な
く
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
殺
人
既
遂
を
認
め
る
の
は
同
時
存
在
の
原
則
に
反
す
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ら
で
あ
る
・
第
二
に
、
首
を
絞
め
る
こ
と
は
溺
死
さ
せ
る
た
め
の
相
当
な

手
段
で
な
い
以
上
、
首
を
絞
め
る
行
為
と
溺
死
の
結
果
の
間
に
「
客
観
的

目
的
連
関
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
首
を
絞
め
る
こ
と
が

（
す
で
に
）
殺
人
の
実
行
行
為
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
同
じ
人
閲
を
（
故
意
と

過
失
で
）
二
度
殺
し
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
不
合
理
だ
か
ら
で
あ
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る
o

　
他
方
、
　
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
の
事
例
に
つ
い
て
同
時
存
在

の
原
則
を
守
ろ
う
と
す
る
と
、
責
任
能
力
の
あ
る
時
点
に
遡
っ
て
構
成
要

件
の
実
現
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ル
シ
ュ
カ
に
よ

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
遡
及
説
（
＜
。
旨
R
一
縄
琶
鴉
3
客
村
ε
」
は
否
定
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
犯
罪
構
成
要
件
の
言
語
が
国
語
と
し

て
の
意
味
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
原
因
設
定
時
の
行
為
に
構
成
要

件
該
当
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
例
え
ば
、
飲
酒
行
為
が
「
窃
取
」
に

あ
た
る
と
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
）
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
刑
罰
法

規
は
犯
罪
行
為
そ
れ
自
体
を
処
罰
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
犯
罪
行
為
の

原
因
と
な
る
行
為
を
処
罰
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
Q
そ
こ
で
、

原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
可
罰
性
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
正
面
か

ら
責
任
能
力
に
関
す
る
規
定
（
西
ド
ィ
ッ
刑
法
二
〇
条
）
の
例
外
を
認
め
る
以

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

外
に
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
Q
こ
う
し
て
、
ル
シ
ュ
カ
は
、
実
行
行
為
の

時
点
を
遡
ら
せ
て
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
る
「
遡
及
説
」
を
放
棄
し
て
、

率
直
に
責
任
能
力
の
規
定
の
例
外
を
認
め
る
と
い
う
「
醒
め
た
分
析
」
で

置
ぎ
か
え
る
べ
き
で
あ
り
、
1
些
か
逆
説
的
に
聞
こ
え
る
が
ー
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
て
は
じ
め
て
同
時
存
在
の
原
則
は
守
ら
れ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ル
シ
ュ
カ
の
言
う
「
同
時
存
在
の
原
則
」
の
内
容
自
体
は
、
こ

れ
ま
で
も
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
新
し
い
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
同
時
存
在
の
原
則
が
間
接
正
犯
の
場
合
な
ど
に
も

困
難
な
問
題
を
提
供
す
る
こ
と
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
　
「
遡
及
説
」
批
判
を
中
心
と
す
る
ル
シ
ュ
カ
の
見
解
の
妥
当
性

は
1
本
書
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
1
間
接
正
犯
論
・
共
犯
論

に
お
い
て
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
　
「
概
括
的
故

意
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
第
一
の
行
為
の
時
点
で
未
必
的
殺
意
が
あ
っ
た

に
過
ぎ
な
い
場
合
に
考
察
の
対
象
を
限
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
確

定
的
殺
意
を
も
っ
て
第
一
の
行
為
を
行
な
っ
た
場
合
や
、
さ
ら
に
は
殺
害

後
の
死
体
の
処
理
の
た
め
に
第
二
の
行
為
を
行
な
う
こ
と
を
事
前
に
予
定

し
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
の
は
不
可
解
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
（
少
な
く
と
も
後
者
の
場
合
に
は
既
遂
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ル

シ
ュ
カ
の
立
場
か
ら
は
そ
の
理
由
づ
け
が
困
難
で
あ
る
）
o

　
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
に
関
す
る
ル
シ
ュ
カ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、

何
よ
り
も
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
如
何
な
る
限
度
で
、
ル
シ
ュ
カ
の
言
う

例
外
が
許
容
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
Q
ル
シ
ュ
カ
は
、
第
四
章
で
、

問
題
を
一
般
化
し
た
上
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い

る
◎
そ
こ
で
、
続
い
て
、
第
四
章
の
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
Q

　
（
5
）
　
す
で
に
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
に
つ
い
て
、
「
遡
及
説
」
は
否
定

　
す
べ
ぎ
で
あ
り
、
責
任
能
力
の
規
定
の
適
用
範
囲
を
制
限
す
る
と
い
う
理
論
構

　
成
に
よ
る
べ
ぎ
だ
と
し
た
筆
者
の
論
稿
と
し
て
、
U
R
切
①
讐
窪
α
醇
8
菖
o

　
＝
ぴ
o
冨
ぼ
o
窪
器
ロ
民
島
①
切
①
磯
急
呂
琶
鵬
一
年
g
ω
導
鉱
富
爵
①
＃
ー

　
ω
O
国
幹
曽
℃
ω
o
o
ど
甘
ω
一
8
00
｝
ω
，
0
罐
諌
●
脚
ζ
Φ
昌
o
号
昌
胃
o
巨
o
琶
o

　
げ
Φ
剛
O
o
賊
↓
暮
N
弩
①
9
昌
q
凝
訂
9
N
ω
号
三
山
q
昌
㌶
匡
騎
屏
o
器
q
o
の
↓
㌣

　
3
3
り
ω
o
げ
類
N
響
閃
8
。
冒
げ
村
堕
一
鴇
声
¢
藤
o
o
謹
●
が
あ
る
Q

　
四
　
ル
シ
ュ
カ
に
よ
れ
ば
、
　
「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
と
同
じ

問
題
は
、
責
任
能
力
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
を
構
成
す
る
全
て
の
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要
素
と
の
関
係
で
生
ず
る
。
つ
ま
り
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
問

　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

題
は
、
行
為
時
に
犯
罪
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
一
つ
が
欠
け
、
し
か
も
、
そ
の

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

欠
け
た
こ
と
に
つ
い
て
行
為
者
に
何
ら
か
の
「
責
任
」
が
認
め
ら
れ
る
よ

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

う
な
事
例
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
べ
き
か
の
問
題
に
噌
般
化
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
免
責
的
緊
急
避
難
（
酉
ド
イ
ツ
刑
法
三
五
条
）
に
つ
い
て
見
る
と
、
緊
急
避

難
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
自
ら
惹
起
し
た
者
は
、
緊
急
避
難
に
よ
っ
て

免
責
さ
れ
な
い
こ
と
が
実
定
法
上
規
定
さ
れ
て
い
る
（
三
五
条
一
項
二
段
）
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ル
シ
ュ
カ
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
よ
う
な
例
外
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
危

難
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
義
務
違
反
（
○
瑳
β
①
旨
魯
零
毘
9
－

§
凝
）
」
が
肯
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
義
務
は
、
　
「
本
来
の

（
實
ぎ
驚
）
規
範
」
（
例
え
ば
、
「
入
を
殺
す
な
」
「
傷
害
す
る
な
」
と
い
っ
た
禁
止

や
命
令
）
の
持
つ
法
益
保
護
の
目
的
を
十
二
分
に
達
成
す
る
た
め
に
補
充

的
に
必
要
と
な
る
コ
一
次
的
な
（
ω
Φ
ざ
鼠
警
）
規
範
」
か
ら
生
じ
、
行
為
の

時
点
を
判
断
時
と
す
る
客
観
的
な
判
断
に
よ
り
避
難
行
為
に
出
ざ
る
を
得

な
い
可
能
性
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
危
難
状
況
に
自
ら
陥
る
こ
と
に
よ
っ

て
侵
害
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ル
シ
ュ
カ
は
、
そ
も
そ

も
免
責
事
由
が
存
在
し
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
る
「
通
常
の
帰
責
（
o
？

α
窪
岳
。
ざ
N
霞
。
。
ぎ
琶
㎎
）
」
と
、
免
責
事
由
の
原
則
的
な
要
件
が
充
足
さ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
例
外
的
に
免
責
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
の
「
例

外
的
帰
責
（
m
島
9
。
a
窪
集
9
。
N
彗
8
ぎ
弩
㎎
）
」
と
を
区
別
し
、
例
外
的

帰
責
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
の
要
件
と
そ
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
責
任
能
力
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
Q
責
任
能
力
が
行
為

時
に
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
例
外
的
帰
責
」
が
認
め
ら
れ
る
た

め
に
は
、
責
任
能
力
の
状
態
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
義
務
違
反
」

が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
行
為
者
は
、
例

外
的
に
、
責
任
無
能
力
の
状
態
下
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
問
わ

れ
る
の
で
あ
り
、
　
「
遡
及
説
」
の
言
う
よ
う
に
、
原
因
設
定
時
の
行
為
に

遡
ρ
、
て
責
任
を
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
ほ
か
、
同
様
の
こ
と
は
、

不
作
為
犯
に
お
い
て
作
為
義
務
を
果
た
し
得
る
能
力
を
自
ら
事
前
に
失
わ

せ
た
場
合
や
、
故
意
・
違
法
性
の
意
識
な
ど
の
帰
責
要
件
を
自
ら
失
わ
せ

た
揚
合
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
・
こ
れ
ら
の
場
合
に
も
、
「
例
外
的
帰
責
」

は
許
さ
れ
、
従
っ
て
、
そ
の
要
件
と
限
界
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
シ
ュ
カ
に
よ
れ
ば
、
行
為
の
違
法
性
に
関
係
す
る

（
客
観
的
）
要
件
に
つ
い
て
は
事
情
が
異
な
る
。
例
え
ば
、
行
為
時
に
客
観

的
構
成
要
件
要
素
の
叫
つ
を
具
備
し
な
い
よ
う
に
し
た
場
合
（
公
務
員
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

請
託
を
受
け
ず
に
行
な
っ
た
不
正
行
為
に
つ
い
て
、
辞
職
し
た
後
に
賄
賂
に
あ
た
る

利
益
を
得
た
よ
う
な
場
合
）
、
そ
こ
に
は
義
務
違
反
が
存
在
せ
ず
、
「
例
外
的

帰
責
」
を
認
め
る
訳
に
は
行
か
な
い
・
同
様
に
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る

緊
急
避
難
（
西
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条
）
に
つ
い
て
も
、
危
難
を
自
ら
招
い
た
事

例
で
「
例
外
的
帰
責
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
・

　
そ
れ
で
は
、
何
故
、
こ
の
よ
う
に
「
例
外
的
帰
責
」
を
認
め
得
る
場
合

と
認
め
得
な
い
場
合
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ル
シ
ュ
カ
に
よ
れ
ば
、

刑
法
上
の
規
則
（
寄
鴨
一
”
＜
。
議
。
導
聾
）
の
中
に
は
、
違
法
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
規
則
と
帰
責
の
有
無
を
判
断
す
る
規
則
と
い
う
二
つ
の
独
立
し
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た
規
則
の
体
系
が
存
在
す
る
。
違
法
性
の
存
否
を
判
断
す
る
規
則
と
帰
責

に
関
す
る
規
則
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
性
格
を
持
つ
か
ら
、
前
者
に
関

す
る
事
情
に
つ
い
て
は
「
例
外
的
帰
責
」
が
認
め
ら
れ
ず
、
後
者
に
関
す

る
事
情
に
つ
い
て
は
「
例
外
的
帰
責
」
を
認
め
得
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ル
シ
ュ
カ
は
、
違
法
性
を
判
断
す
る
法
命
題
（
特
に
、
違
法
阻
却

を
規
定
す
る
群
容
命
題
）
の
中
に
も
、
規
範
と
規
範
の
干
渉
・
競
合
を
調
整

し
た
り
、
一
定
の
場
合
に
は
あ
る
規
範
に
よ
る
義
務
づ
け
自
体
を
高
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

観
点
か
ら
否
定
す
る
「
メ
タ
規
範
」
が
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
認
め
ら

れ
る
義
務
の
衝
突
や
正
当
防
衛
な
ど
に
つ
い
て
は
「
例
外
的
帰
責
」
を
認

め
得
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
例
え
ぽ
、
挑
発
防
衛
の
場
合
な
ど
）
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
ル
シ
ュ
カ
の
見
解
に
は
、
興
味
深
い
も
の
が
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
は
立
ち
入
っ
た
検
討
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
　
「
通
常
の
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

責
」
と
「
例
外
的
帰
責
」
を
率
直
に
区
別
し
、
特
に
「
例
外
的
帰
責
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

基
礎
づ
け
る
「
義
務
（
○
σ
ぎ
鴨
魯
①
5
」
が
本
来
の
規
範
と
は
区
別
さ
れ

る
「
二
次
的
な
禁
止
・
命
令
」
か
ら
生
ず
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
西
ド
イ
ッ
刑
法
の
（
違
法
性
を
阻
却
す
る
）
緊
急

避
難
が
、
反
面
に
お
い
て
、
避
難
者
の
緊
急
救
助
義
務
（
三
…
二
条
c
）
や

そ
の
他
の
作
為
義
務
（
＝
二
条
参
照
）
、
　
お
よ
び
被
害
者
側
の
受
忍
義
務
や

さ
ら
に
は
一
定
の
作
為
義
務
を
予
定
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
　
「
例
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

的
帰
責
」
を
認
め
る
と
義
務
づ
け
の
上
で
の
矛
盾
・
混
乱
が
生
ず
る
が
、

正
当
防
衛
の
よ
う
に
行
為
者
に
反
撃
の
「
権
利
」
を
与
え
る
に
過
ぎ
な
い

場
合
に
は
問
題
は
起
こ
ら
な
い
と
い
う
の
も
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の

区
別
を
、
当
該
の
正
当
化
事
由
が
「
メ
タ
規
範
」
に
基
づ
く
も
の
か
ど
う

か
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
に
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
が
、
西
ド
イ

ツ
の
実
定
法
の
解
釈
と
し
て
、
多
く
の
点
で
ル
シ
ュ
カ
の
見
解
が
説
得
力

を
持
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
疑
問
に
感
ず
る
点
も
な
く
は
な
い
。
原
因
に
お
い
て
自
由

な
行
為
に
限
っ
て
み
て
も
、
ル
シ
ュ
カ
の
見
解
を
採
る
と
ぎ
、
原
因
設
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

行
為
と
現
実
の
加
害
行
為
と
の
関
連
が
弱
め
ら
れ
、
処
罰
範
囲
の
拡
大
が

危
惧
さ
れ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
例
え
ば
、
故
意
犯

を
認
め
る
た
め
に
は
、
原
因
設
定
時
に
お
い
て
、
　
「
利
用
意
思
」
は
も
ち
ろ
ん
結
果

の
予
見
さ
え
も
不
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
）
o

　
（
6
）
　
規
範
体
系
に
内
在
す
る
原
理
に
よ
り
、
規
範
違
反
が
存
在
し
な
い
と
さ
れ

　
　
る
場
合
の
通
常
の
正
当
化
事
由
（
冒
帯
器
旨
ぎ
導
雲
δ
9
霞
菊
①
9
ヰ
巽
怠
－

　
α
q
ロ
轟
薦
霊
巳
）
と
、
「
メ
タ
規
範
」
に
基
づ
く
正
当
化
事
由
（
o
答
養
薯
斡
o
ヨ
㌣

　
江
ω
号
9
園
9
騨
8
暮
灯
ロ
旨
四
薦
控
口
α
）
の
区
別
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の

　
　
国
曇
醤
ω
鴇
け
Φ
目
四
江
ω
9
①
智
魯
昌
①
鼠
㎎
琶
暢
鵬
注
且
ρ
窄
ω
霰
。
耳
葬
艮
擁

　
　
U
冨
ぽ
き
這
ミ
｝
ψ
一
〇
。
O
斥
（
紹
介
、
恒
光
徹
・
甲
南
法
学
≡
二
巻
一
号
六

　
　
一
頁
以
下
）
参
照
。

　
（
7
）
　
例
外
的
帰
責
を
認
め
得
る
根
拠
に
関
す
る
原
理
的
考
察
は
、
曽
霊
算
貫
窪

　
　
血
震
N
ξ
Φ
9
p
賃
ロ
堕
一
箋
9
ω
。
蕊
鷺
に
見
ら
れ
る
。

　
（
8
）
　
な
お
、
O
黛
ミ
誉
ミ
鳶
ぎ
跨
、
ω
＃
鉱
冨
o
耳
り
≧
蒔
①
B
o
3
醇
↓
o
芦

　
一
拐
ω
｝
ω
。
酷
q
男
ロ
㊥
p
目
c。
参
照
。

　
五
　
第
二
章
に
お
い
て
は
、
緊
急
避
難
（
お
よ
び
正
当
防
衛
）
と
、
危
難

の
状
況
に
お
い
て
関
係
者
の
負
う
様
々
な
作
為
・
不
作
為
義
務
と
の
論
理

的
な
対
応
関
係
が
ト
ー
タ
ル
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
（
六
八
～
一
七
六
頁
）
。
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特
に
、
　
（
攻
撃
的
．
防
禦
的
）
緊
急
避
難
の
「
権
利
（
ω
9
轟
募
器
）
」
と
そ

れ
に
対
応
す
る
様
々
な
義
務
を
基
礎
づ
け
る
諸
原
理
を
明
ら
か
に
し
、
権

利
と
義
務
の
間
の
相
互
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
が
第
二
章
の
テ
ー
マ
で
あ

る
。　

本
章
の
分
析
に
お
い
て
、
ル
シ
ュ
カ
の
「
論
理
的
・
分
析
的
方
法
」
が

最
も
精
彩
を
放
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
西
ド
イ
ッ
の
実
定
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
解
釈
論
が
中
心
で
、
我
々
の
直
接
の
参
考
に
な
る
点
は
少
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
、
詳
し
い
内
容
の
紹
介
は
省
略
し
た
い
。

・
六
　
第
三
章
で
は
、
錯
誤
論
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
（
一
七
七
～
二
六
八

頁
）
。
こ
こ
で
は
、
事
実
の
錯
誤
、
特
に
違
法
性
に
関
係
す
る
事
実
の
錯

誤
に
つ
い
て
の
ル
シ
ュ
カ
の
見
解
を
紹
介
し
よ
う
。

　
錯
誤
と
は
犯
罪
の
客
観
面
と
主
観
面
の
翻
驕
を
言
う
が
、
そ
も
そ
も
客

観
面
と
主
観
面
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
一
六
通
り
の
可
能
性
し
か

ヤ
　
　
　
ヤ

な
い
（
し
か
も
、
こ
の
一
六
個
の
事
例
の
う
ち
、
客
観
面
と
主
観
面
が
符
合
す

る
四
事
例
を
除
く
と
、
錯
誤
と
し
て
間
題
と
な
る
の
は
コ
一
事
例
に
過
ぎ
な
い
こ
と

に
な
る
）
。
こ
う
し
て
、
こ
れ
ら
全
て
の
事
例
に
つ
い
て
矛
盾
の
な
い
首
尾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

一
貫
し
た
解
釈
を
発
見
す
る
こ
老
が
課
題
と
な
る
。

　
ル
シ
ュ
カ
に
よ
れ
ば
、
西
ド
イ
ッ
の
通
説
的
見
解
を
前
提
と
し
て
、
こ

れ
ら
の
事
例
を
矛
盾
な
く
解
決
す
る
た
め
に
は
、
次
の
二
つ
の
原
則
を
立

て
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
違
法
阻
却
事
由
の
客
観
的
要

件
が
存
在
す
る
と
き
に
は
ー
た
と
え
、
行
為
者
が
そ
の
事
情
を
認
識
し

な
か
っ
た
と
し
て
も
1
既
遂
に
は
な
り
得
な
い
（
逆
か
ら
言
え
ば
、
犯
罪

が
既
遂
と
な
る
た
め
に
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
存
在
し
、
か
つ
正
当
化

事
由
に
あ
た
る
事
実
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
）
Q
第
二
に
、
違
法
阻

却
事
由
に
あ
た
る
事
情
を
認
識
し
た
と
き
は
、
故
意
犯
の
違
法
は
阻
却
さ

れ
る
◎
従
っ
て
、
（
構
成
要
件
的
故
意
と
は
区
別
さ
れ
た
）
違
法
要
素
と
し
て

の
故
意
（
冨
零
8
器
訂
）
が
阻
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

　
第
一
の
原
則
は
、
何
故
、
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
違
法
阻
却
事
由
の
客
観
的
要
件
は
存
在
す
る
が
、
行
為
者
が
こ
れ

を
認
識
し
て
い
な
い
場
合
（
例
え
ば
、
偶
然
防
衛
の
よ
う
に
主
観
的
正
当
化
要

素
た
る
防
衛
の
意
思
が
存
在
し
な
い
場
合
）
に
は
、
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
い

と
す
る
の
が
西
ド
イ
ツ
の
通
説
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ル
シ
ュ
カ
に
よ
れ

ば
、
客
観
的
に
違
法
阻
却
事
由
が
あ
る
以
上
、
違
法
だ
と
し
て
も
、
純
然

た
る
故
意
既
遂
犯
の
場
合
と
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
通

常
の
未
遂
犯
の
場
合
と
同
様
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
主
観
面

に
お
い
て
未
遂
犯
の
場
合
と
全
く
同
じ
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
客
観
面

に
お
い
て
も
、
未
遂
犯
の
場
合
と
違
法
阻
却
事
由
の
客
観
的
要
件
の
み
が

存
在
す
る
場
合
と
で
は
、
（
既
遂
の
）
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
要
素
が
そ
れ

ぞ
れ
片
方
ず
つ
欠
如
す
る
点
で
共
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
原
則
も
、

諸
々
の
事
例
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
前
述
の
よ
う

に
、
違
法
阻
却
事
由
の
客
観
的
要
件
が
存
在
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
行
為
者

が
認
識
し
て
い
な
い
場
合
に
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
な
い
と
す
る
と
、
そ
の

こ
と
は
、
（
客
観
面
で
は
正
当
化
の
た
め
の
要
件
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
に
）

行
為
者
が
違
法
な
事
実
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
行

為
が
違
法
だ
と
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
客
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観
的
に
も
違
法
阻
却
事
由
の
要
件
が
存
し
な
い
純
然
た
る
故
意
既
遂
犯
の

場
合
に
も
、
実
は
、
主
観
面
の
認
識
が
故
意
の
不
法
を
基
礎
づ
け
て
い
る

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
、
客
観
的
に
は
存
在
し
な
い
、
違
法

阻
却
事
由
に
あ
た
る
事
実
を
認
識
し
た
場
合
（
例
え
ば
、
誤
想
防
衛
．
誤
想

避
難
の
場
合
）
に
は
、
故
意
の
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
決
定
的
な
要
素
が

欠
け
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
違
法
要
素
た
る
故
意

が
阻
却
さ
れ
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に

し
て
、
ル
シ
ュ
カ
は
、
前
記
の
二
つ
の
原
則
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

問
題
と
な
る
錯
誤
事
例
も
全
て
矛
盾
な
く
解
決
し
得
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
右
の
よ
う
な
ル
シ
ュ
カ
の
分
析
に
お
い
て
は
、
構
成
要
件
に
あ

た
る
事
実
も
違
法
阻
却
事
由
に
あ
た
る
事
実
も
、
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る

に
あ
た
っ
て
は
全
く
同
等
の
意
味
を
持
つ
と
い
う
規
範
論
上
の
立
場
が
前

提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
同
じ

前
提
に
立
っ
て
、
特
に
違
法
阻
却
の
要
件
と
し
て
主
観
的
正
当
化
要
素
が

必
要
だ
と
す
る
見
解
を
採
る
限
り
は
、
ル
シ
ュ
カ
の
所
説
の
正
当
性
を
疑

い
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
9
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
究
明
は
、
∪
9
0
β
①
誘
鼠
注
α
霧

　
閃
o
。
拝
ω
＆
融
一
讐
o
帥
房
珪
鼠
一
ω
昌
ゆ
9
冨
暮
㎡
①
目
幹
揖
＃
o
o
鐸
”
O
》
お
c。
O
｝

　
ω
●
一
搾
に
見
ら
れ
る
。

　
七
さ
て
、
本
書
に
は
、
右
に
紹
介
し
た
本
論
の
ほ
か
、
付
録
（
》
〒

富
飼
）
と
し
て
二
章
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
犯
罪
競
合

論
に
関
す
る
比
較
的
詳
し
い
叙
述
で
あ
り
（
三
七
八
～
三
八
七
頁
）
、
他
は
、

本
論
に
現
れ
た
重
要
な
諸
概
念
に
つ
い
て
の
解
説
（
三
八
八
～
四
二
八
頁
）

で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
特
に
興
味
深
い
の
は
、
ル
シ
ュ
カ
の
犯
罪
競
合
に

関
す
る
見
解
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
犯
罪
競
合
、
特
に
い
わ
ゆ
る
法
条
競
合
を
め
ぐ
っ
て

は
概
念
の
混
乱
が
著
し
く
、
そ
の
判
断
方
法
も
充
分
整
理
さ
れ
て
い
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

状
況
に
あ
る
Q
ル
シ
ュ
カ
は
、
ク
ル
ー
ク
の
分
析
に
従
い
論
理
学
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
用
い
て
透
徹
し
た
理
解
に
達
し
て
い
る
o

　
思
う
に
、
罪
数
論
は
、
当
該
の
事
実
を
如
何
な
る
刑
罰
法
規
に
よ
っ
て

評
価
す
べ
き
か
（
単
一
の
刑
罰
法
規
に
よ
る
一
回
的
な
評
価
で
足
り
る
か
、
複
数
の

刑
罰
法
規
に
よ
る
評
価
が
必
要
か
、
あ
る
い
は
同
一
刑
罰
法
規
に
よ
る
複
数
回
の
評

価
が
必
要
か
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
　
（
そ
れ
を
前
提
と
し
て
）
事
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

対
す
る
処
断
刑
を
確
定
す
る
こ
と
の
二
つ
の
課
題
を
持
っ
て
い
る
Q
そ
し

て
、
ク
ル
ー
ク
・
ル
シ
ュ
カ
の
分
析
は
、
特
に
、
当
該
事
例
の
包
括
的
評

価
に
必
要
な
刑
罰
法
規
お
よ
び
そ
の
評
価
の
回
数
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
適
用
刑
罰
法
規
の
確
定
の
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
、
重
要
な
示
唆
を

与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
犯
罪
競
合
論
の
基
礎
を

反
省
す
る
に
際
し
て
慎
重
な
検
討
を
必
要
と
す
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
ル
シ
ュ
カ
は
、
ま
ず
、
一
個
の
行
為
に
対
し
て
複
数
の
刑
罰
法
規
を
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

用
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
場
合
と
、
数
個
の
独
立
し
た
行
為
に
対
し
て

複
数
の
刑
罰
法
規
を
適
用
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
場
合
と
に
大
別
す
る
。

　
ま
ず
、
前
者
の
場
合
、
例
え
ば
、
一
個
の
行
為
に
対
し
て
相
異
な
る
二

つ
の
刑
罰
法
規
の
適
用
が
問
題
に
な
る
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
そ

も
そ
も
相
異
な
る
二
つ
の
犯
罪
構
成
要
件
の
成
立
範
囲
相
互
の
関
係
に
つ
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ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

い
て
は
、
論
理
的
に
三
つ
の
可
能
性
し
か
有
り
得
な
い
Q
す
な
わ
ち
、
ω

二
つ
の
構
成
要
件
を
同
時
に
充
足
す
る
具
体
的
な
行
為
を
全
く
考
え
得
な

い
場
合
、
㈲
二
つ
の
構
成
要
件
の
成
立
範
囲
が
重
な
り
合
う
場
合
、
従
っ

て
、
二
つ
の
構
成
要
件
を
同
時
に
充
足
す
る
具
体
的
な
行
為
が
一
つ
以
上

想
定
で
き
る
場
合
、
そ
し
て
、
㈹
一
つ
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
行
為
は

同
時
に
必
ず
他
の
構
成
要
件
を
も
充
足
す
る
が
、
そ
の
逆
は
真
で
な
い
場

合
、
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
一
個
の
行
為
に
対
す
る
二
つ
の
刑
罰
法
規
の

適
用
が
問
題
に
な
る
場
合
は
、
結
局
、
③
の
場
合
か
⑥
の
場
合
か
の
ど
ち

ら
か
で
し
か
な
い
。
③
は
、
特
別
法
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
場
合
（
特
別

関
係
）
で
あ
り
、
②
に
は
、
④
法
律
の
明
示
の
規
定
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
か

の
刑
罰
法
規
だ
け
が
適
用
さ
れ
る
場
合
（
明
示
の
補
充
関
係
）
、
＠
解
釈
上
、

一
方
の
刑
罰
法
規
の
み
が
適
用
さ
れ
る
場
合
（
黙
示
の
補
充
関
係
”
吸
収
関
係
）
、

◎
観
念
的
競
合
の
場
合
の
三
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

ル
シ
ュ
カ
に
よ
れ
ば
、
法
条
競
合
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
は
、
特
別
関
係

と
補
充
関
係
の
二
種
類
し
か
有
り
得
ず
、
い
わ
ゆ
る
吸
収
関
係
は
、
補
充

関
係
の
一
場
合
を
な
す
下
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
他
方
に
お
い
て
、
複
数
の
独
立
し
た
行
為
に
対
し
て
複
数
の
刑
罰
法
規

を
適
用
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
は
、
実
在
的
競
合
（
国
8
鼻
8
ざ
？

3
自
）
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
（
広
義
の
）
実
在
的
競
合
の
中
に
は
、
併
合

罪
（
冨
琶
①
耳
ぽ
δ
ば
か
り
で
な
く
、
共
罰
的
事
前
・
事
後
・
随
伴
行
為

と
し
て
結
局
は
一
つ
の
刑
罰
法
規
の
み
で
処
断
さ
れ
る
場
合
が
含
ま
れ
る

が
、
独
立
し
た
複
数
の
行
為
が
処
罰
の
対
象
と
な
る
以
上
、
こ
の
場
合
を

も
「
法
条
競
合
」
と
呼
ぶ
の
は
適
切
で
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
q
、
註
罫
肉
ミ
軸
N
信
日
ω
£
旨
諌
α
9
Q
o
ω
9
N
Φ
舞
o
p
犀
霞
3
震
鳩
N
ω
掌

H
薯
ω
阜
O
o
o
り
一
3
9
ω
。
ω
8
龍
●

（
1
1
）
　
例
え
ば
、
肉
富
、
ぎ
憶
“
⇔
q
魯
ミ
裁
誉
貸
黛
総
き
ω
ヰ
畦
お
o
犀
“
》
＝
o
q
①
目
①
ぎ
Φ
吋

↓
o
芦
い
Φ
冴
げ
琴
F
P
＞
亀
一
●
ご
刈
9
一
〇
〇
＼
一
鷺
こ
ω
。
謡
Q
臣
h
●

　
八
　
以
上
で
本
書
の
紹
介
を
終
え
る
。
疑
い
も
な
く
明
ら
か
な
こ
と
は
、

本
書
の
中
に
、
刑
法
解
釈
学
の
方
法
に
関
す
る
一
個
の
新
し
い
「
思
想
」

が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
わ
が
国
の
刑
法
学
に
お

け
る
方
法
論
研
究
の
現
状
を
反
省
す
る
よ
す
が
と
す
る
た
め
に
も
、
本
書

の
よ
う
な
書
物
に
接
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
田
　
　
良
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