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序
　
論

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
学
説
上
、
不
正
流
用
論
（
ヨ
一
鶏
薯
3
肩
巨
一
8
爵
8
身
）
を
内
部
者
取
引
規
制
の
基
礎
理
論
と
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
近
時
の
文
献
で
こ
れ
を
否
定
す
る
も

（
3
）の

が
あ
る
。
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）

　
筆
者
は
、
一
九
八
0
年
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
で
あ
る
9
鼠
邑
鼠
く
と
巳
叶
＆
o
Q
鼠
鼠
ω
事
件
に
お
い
て
反
対
意
見
を
述
べ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

野
茜
簿
首
席
判
事
が
説
く
不
正
流
用
論
は
、
内
部
者
取
引
規
制
の
基
礎
理
論
と
し
て
正
当
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
内
部
者
取
引

規
制
の
基
礎
理
論
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
理
解
す
る
が
、
実
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
一
体
何
を
も
っ
て
不
正
流
用
論
と

す
る
か
と
い
う
こ
と
自
体
、
学
説
上
、
明
確
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
不
正
流
用
論
を
内
部
者
取
引
規
制
の
基
礎
理
論
と
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
見
解
が
ど
の
よ
う
な
理
解
を
不
正

流
用
論
と
考
え
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
否
定
論
が
説
く
と
こ
ろ
が
果
し
て
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
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第
一
　
不
正
流
用
論
と
は
？

　
一
　
ω
里
9
の
理
解
に
よ
る
不
正
流
用
論

　
o
。
巴
ゴ
は
、
不
正
流
用
論
を
初
め
て
適
用
し
た
判
決
は
9
置
邑
鼠
く
と
巳
6
a
ω
鼠
δ
8
事
件
の
多
数
意
見
で
あ
っ
た
と
し
て
、
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
不
正
流
用
論
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
当
初
の
判
決
は
、
内
部
者
取
引
の
責
任
を
追
及
す
る
事
案
に
お
い
て
は
、
厳
格
な
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
要
求
に
し
た
が
っ
て
詐
欺
の
構
成
要
素
が
全
て
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
た
。
殊
に
裁
判
所
は
不
正
流
用
論
の
適



用
に
際
し
て
、
原
告
に
対
し
て
開
示
義
務
に
違
反
す
る
故
意
に
基
づ
い
た
虚
偽
表
示
の
存
在
と
虚
偽
表
示
に
対
し
て
信
頼
す
る
こ
と
が
相

当
で
あ
っ
た
こ
と
の
立
証
を
要
求
し
た
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
O
臣
胃
⑩
ま
＜
’
⊂
巳
け
巴
oo
鼠
δ
窃
事
件
が
挙
げ
ら
れ
、
O
獣
胃
①
ま
＜
。
⊂
巳
雫

a
o
。
鼠
＄
の
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
不
開
示
は
開
示
す
べ
き
義
務
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
詐
欺
を
構
成
す
る
も
の
と
判

示
し
た
。
9
冨
邑
σ
は
、
印
刷
会
社
の
従
業
員
で
あ
っ
て
、
印
刷
原
稿
を
読
ん
で
、
数
社
の
公
開
買
付
の
対
象
会
社
の
名
称
を
推
知
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
情
報
を
入
手
し
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
O
田
胃
①
鼠
は
会
社
の
内
部
者
で
は
な
く
、
ま
た
会
社
と
何
ら
か
の
関

係
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
か
ら
、
情
報
を
開
示
す
べ
き
義
務
も
ま
た
証
券
の
取
引
を
差
し
控
え
る
べ
き
義
務
も
負
う
こ
と
は
な
い

と
し
た
が
、
こ
の
9
鼠
邑
鼠
＜
。
⊂
巳
け
＆
幹
讐
霧
事
件
の
判
決
か
ら
生
じ
た
理
論
が
、
そ
の
後
に
不
正
流
用
論
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
は
、
開
示
ま
た
は
取
引
を
差
し
控
え
る
べ
き
義
務
は
、
取
引
を
行
う
者
が
何
人
か
に
対
し
て
負
担
す
る
忠
実
義
務
に
違
反
す
る

窃
盗
ま
た
は
不
正
な
流
用
に
基
づ
い
て
取
引
が
行
わ
れ
る
と
き
に
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。

不正流用論（Mlsapproprlatlon　Theory）の再検討

　
二
　
9
層
①
一
一
m
＜
ヒ
ヨ
a
ω
富
一
雷
事
件
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決

　
O
該
巽
。
一
田
ダ
C
巳
8
α
幹
讐
3
事
件
は
次
の
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
た
。

　
O
該
巽
①
詩
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
本
店
を
置
い
て
金
融
関
係
の
文
書
の
印
刷
を
業
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
評
＆
一
。
汐
雷
。
・
社
の
写

植
室
に
お
い
て
、
割
付
作
業
を
担
当
す
る
従
業
員
（
菖
鷺
5
℃
ヨ
き
）
で
あ
り
、
会
社
が
受
注
し
た
印
刷
原
稿
の
中
に
は
、
五
件
の
企
業
買

収
（
8
も
9
讐
3
髪
8
ぐ
霞
）
の
告
知
書
（
嘗
8
巨
8
き
①
昌
）
の
た
め
の
原
稿
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
原
稿
が
9
冨
邑
鼠
の
手
に
渡
さ
れ

た
時
点
で
は
、
企
業
買
収
の
対
象
会
社
の
名
称
は
、
ブ
ラ
ン
ク
ま
た
は
偽
名
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
秘
匿
さ
れ
て
お
り
、
現
実
の
会
社

名
は
印
刷
の
直
前
に
評
＆
一
。
零
①
器
社
に
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
9
置
邑
鼠
は
、
公
開
買
付
（
8
邑
霞
o
需
霞
）

の
目
論
見
書
の
印
刷
原
稿
に
秘
匿
さ
れ
て
い
た
五
個
の
公
開
買
付
の
対
象
会
社
の
名
称
を
自
ら
判
読
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
会
社
の
株
式
を

事
前
に
買
い
つ
け
て
三
万
ド
ル
の
利
益
を
あ
げ
た
。
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そ
こ
で
、
9
置
邑
鼠
が
内
部
情
報
に
基
づ
い
て
行
っ
た
株
式
の
取
得
は
、
証
券
取
引
法
規
則
一
。
げ
占
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
内
部
者

取
引
に
該
当
す
る
と
し
て
、
旨
O
が
告
発
し
、
第
一
審
は
、
9
冨
邑
『
を
有
罪
と
し
、
控
訴
審
で
あ
る
連
邦
第
二
巡
回
控
訴
裁
判
所
は
、

「
会
社
の
内
部
者
で
あ
ろ
う
と
否
と
、
…
…
重
要
な
未
公
開
情
報
を
適
式
に
入
手
す
る
者
が
、
当
該
情
報
を
利
用
し
て
株
式
の
取
引
を
行

う
に
際
し
て
は
、
常
に
当
該
情
報
を
開
示
す
べ
き
義
務
が
発
生
す
る
。
」
と
判
示
し
て
、
判
旨
が
、
「
開
示
ま
た
は
断
念
の
原
則
」
を
採
用

し
て
、
重
要
な
未
公
開
情
報
の
単
な
る
所
持
か
ら
開
示
ま
た
は
断
念
の
義
務
が
生
ず
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
第
一
審
を
支
持
し

て
控
訴
を
棄
却
し
た
の
で
、
9
冨
邑
5
が
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

　
℃
o
語
＝
判
事
に
よ
る
連
邦
最
高
裁
の
多
数
意
見
は
、
「
本
件
で
は
、
上
告
人
が
沈
黙
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
法
律
効
果
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
。
地
方
裁
判
所
の
判
決
は
、
上
告
人
が
、
将
来
起
こ
る
べ
き
企
業
買
収
に
よ
っ
て
被
買
収
会
社
の
株
式
の
価
格
が
上
昇
す
る
こ

と
を
認
識
し
て
、
被
買
収
会
社
の
株
式
の
売
主
に
対
し
て
、
故
意
に
情
報
の
開
示
を
慨
怠
し
た
と
し
て
、
陪
審
員
が
上
告
人
を
有
罪
と
判

断
す
る
の
を
許
容
し
た
。
し
か
し
、
か
か
る
状
況
の
下
に
お
い
て
、
沈
黙
が
証
券
取
引
法
一
〇
条
b
項
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う

か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
証
券
取
引
法
一
〇
条
b
項
の
用
語
法
お
よ
び
立
法
の
経
緯
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
S
E
C
や
連
邦
裁
判
所
の

解
釈
と
同
様
に
重
要
で
あ
る
。
…
…
一
〇
条
b
項
は
、
詐
欺
的
な
悪
習
を
阻
止
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
包
括
規
定
で
あ
る
が
、
…
…
立
法

の
経
緯
も
ま
た
法
律
自
身
も
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
対
す
る
何
ら
の
指
針
を
も
示
し
て
い
な
い
。
…
－
証
券
取
引
委
員
会
は
、
9
身
〕
国
o
－

σ
震
房
事
件
に
お
い
て
、
株
式
の
発
行
会
社
の
取
締
役
で
あ
り
、
か
つ
証
券
会
社
の
代
表
者
を
兼
ね
る
者
か
ら
、
未
公
開
情
報
を
入
手
し
て

株
式
を
売
却
し
た
仲
買
人
と
、
彼
が
所
属
す
る
会
社
を
、
証
券
取
引
法
一
〇
条
b
項
違
反
と
判
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
券
取
引
法
一

〇
条
b
項
の
発
展
に
関
す
る
重
要
な
第
一
歩
を
歩
み
出
し
た
。
し
か
し
、
あ
る
者
が
、
取
引
を
行
う
に
際
し
て
、
事
前
の
重
要
情
報
の
開

示
の
慨
怠
を
理
由
と
し
て
詐
欺
を
は
た
ら
い
た
と
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
受
任
者
で
あ
る
が
故
に
、
ま
た
は
そ
れ
に
類
似
し
た
信
頼
関
係
に

あ
る
が
故
に
、
情
報
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
9
身
讐
勾
o
げ
霞
房
事
件
の
審
決
に
際
し
て
、
S
E
C
は
、
会
社
に
お
け
る
職

位
の
存
在
の
故
に
秘
密
情
報
を
入
手
し
た
内
部
者
と
当
該
会
社
の
株
主
と
の
間
に
お
け
る
信
頼
関
係
の
存
在
の
認
定
を
行
っ
て
お
り
、
こ

4



の
関
係
こ
そ
が
、
情
報
を
有
し
な
い
株
主
に
対
し
て
会
社
内
部
者
が
不
公
正
に
も
優
位
に
立
つ
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
理
由
の
故
に
、

開
示
義
務
を
発
生
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
…
…
か
く
て
、
株
式
の
取
得
ま
た
は
売
却
に
際
し
て
沈
黙
を
守
る
こ
と
が
適
法
で
あ
る
か
、
そ
れ

と
も
違
法
で
あ
る
に
つ
い
て
、
制
定
法
の
文
言
や
立
法
の
経
緯
は
、
何
ら
の
指
針
を
も
与
え
て
い
な
い
が
、
証
券
取
引
法
一
〇
条
b
項
に

基
づ
く
詐
欺
の
訴
の
基
礎
を
構
成
す
る
詐
欺
に
基
づ
く
責
任
は
…
…
取
引
の
当
事
者
間
に
お
け
る
信
頼
関
係
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
既
に
確
立
さ
れ
て
お
り
、
…
…
上
告
人
の
有
罪
を
認
め
た
第
↓
審
を
、
所
持
理
論
を
用
い
て
支
持
し
た
原
審
を
破
棄
す
る
。
」
と

　
　
（
7
）

述
べ
た
。

不正流用論（Mlsappropriatlon　Theory）の再検討

　
三
　
一
く
一
＆
の
理
解
に
よ
る
不
正
流
用
論

　
前
掲
一
九
九
三
年
ノ
ー
ト
の
著
者
で
あ
る
逐
ま
は
、
9
鼠
邑
5
＜
●
C
a
6
a
ω
声
6
霧
事
件
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て

首
席
裁
判
官
を
務
め
た
野
お
霞
首
席
判
事
が
反
対
意
見
の
中
で
表
明
し
た
見
解
が
不
正
流
用
論
で
あ
る
と
す
る
が
、
匿
＆
は
、
議
論
の

前
提
と
し
て
、
9
冨
邑
5
＜
と
三
け
a
ω
鼠
σ
⑩
ω
事
件
に
お
け
る
各
裁
判
官
の
意
見
を
基
礎
と
し
て
内
部
者
取
引
規
制
を
根
拠
づ
け
る
理
論

を
採
り
上
げ
て
検
討
し
た
上
で
、
野
茜
霞
首
席
判
事
の
反
対
意
見
を
挙
げ
、
野
茜
霞
首
席
判
事
が
不
正
流
用
論
を
示
し
て
い
る
も
の
と

把
握
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
匿
ま
に
よ
る
各
裁
判
官
の
意
見
の
理
解
か
ら
見
て
い
く
。

　
ア
　
困
ま
に
よ
る
℃
○
語
＝
判
事
の
多
数
意
見
の
理
解

　
匿
段
は
、
「
重
要
な
未
公
開
情
報
に
接
触
し
て
い
る
が
、
株
主
ま
た
は
会
社
に
対
し
て
何
ら
信
頼
関
係
（
邑
毘
8
昌
6
0
コ
歪
磐
）
に

は
な
い
者
が
、
［
証
券
の
］
取
引
に
際
し
て
開
示
ま
た
は
断
念
の
義
務
を
負
う
か
ど
う
か
は
、
明
白
で
は
な
い
。
…
…
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、

9
置
琶
『
＜
と
巳
け
＆
ω
鼠
け
窃
事
件
に
お
い
て
、
重
要
な
未
公
開
情
報
の
開
示
を
行
わ
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
、
開
示
の
根
拠
と
な
る
信

頼
関
係
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
て
、
証
券
取
引
法
規
則
一
。
げ
占
違
反
の
責
任
を
否
定
し
た
。
…
…
〔
ま
た
〕
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
開
示

義
務
は
未
公
開
情
報
の
単
な
る
所
持
か
ら
は
発
生
せ
ず
、
開
示
義
務
が
発
生
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
信
頼
関
係
が
存
在
し
な
け
れ
ば

5
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（
8
）

な
ら
な
い
も
の
と
し
た
。
」

と
指
摘
し
た
上
で
、
0
9
胃
①
萄
＜
●
C
三
け
＆
ω
鼠
ひ
8
事
件
の
多
数
意
見
は
、
取
引
の
当
事
者
は
平
等
に
情
報
を
保
有
す
べ
き
で
あ
る
と
す

る
情
報
均
等
論
（
冨
円
ξ
o
二
氏
霞
B
毘
〇
三
ぎ
o
蔓
）
を
否
定
し
て
お
り
、
多
数
意
見
が
情
報
均
等
論
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
は
、
ω
連

邦
議
会
の
意
思
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
の
基
礎
を
何
ら
提
供
し
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ
び
の
一
般
的
に
取
引
の
当
事
者
に
情
報
の
開
示
の

義
務
を
認
め
る
理
論
は
、
開
示
の
義
務
は
取
引
の
当
事
者
間
に
お
け
る
特
別
の
関
係
の
存
在
を
根
拠
と
し
て
生
ず
る
と
す
る
伝
統
的
な
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

解
に
反
す
る
こ
と
、
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。

　
イ
　
宏
＆
に
よ
る
ω
ε
お
冨
判
事
の
補
足
意
見
の
理
解

　
匿
3
は
、
曽
①
お
霧
判
事
に
よ
る
補
足
意
見
は
、
O
竃
鷺
①
ま
＜
●
¢
三
δ
＆
ω
＄
一
8
事
件
の
多
数
意
見
に
加
わ
っ
た
者
の
中
、
唯
一
当
事

者
適
格
（
。
。
一
睾
象
お
δ
。
。
き
）
の
問
題
と
し
て
、
内
部
者
取
引
の
相
手
方
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
、
何
人
か
に
対
す
る
義
務
の
違
反
を
問
う

訴
の
当
事
者
適
格
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
内
部
者
取
引
の
責
任
を
追
及
す
る
に
際
し
て
は
、
秘
密
情
報
の
不
正
な

入
手
が
行
わ
れ
た
旨
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
証
券
取
引
法
規
則
一
。
げ
ー
㎝
が
言
う
「
証
券
の
買
付
ま
た
は
売

却
に
関
し
て
の
情
報
の
所
有
者
に
対
す
る
「
詐
欺
ま
た
は
欺
岡
」
の
存
在
を
主
張
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
秘
密
情
報
が
不
法
に
獲
得
さ

れ
こ
と
が
内
部
者
取
引
規
制
違
反
の
責
任
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
り
、
不
法
に
入
手
し
た
情
報
を
証
券
の
取
引
に
際
し
て
利
用
す

る
こ
と
が
、
証
券
取
引
法
規
則
一
3
占
に
言
う
情
報
の
所
有
者
に
対
す
る
「
証
券
の
買
付
ま
た
は
売
却
に
関
し
て
の
詐
欺
ま
た
は
欺
岡

（
守
讐
α
9
号
8
5
」
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
が
、
o
。
8
お
房
判
事
自
身
、
内
部
者
取
引
の
相
手
方
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
、
何
人

か
に
対
す
る
義
務
の
違
反
を
問
う
訴
の
当
事
者
適
格
を
認
め
た
と
し
て
も
、
情
報
の
本
来
の
所
有
者
は
取
引
の
対
象
と
さ
れ
た
証
券
の
購

入
者
で
も
ま
た
売
却
者
で
も
な
い
た
め
、
損
害
を
回
復
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
、
自
ら
認
め
て
い

（
1
0
）

る
。

　
ウ
　
困
ま
に
よ
る
牢
Φ
暮
彗
判
事
の
補
足
意
見
の
理
解

6
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困
段
は
、
呼
Φ
暮
讐
判
事
の
補
足
意
見
を
要
約
し
て
、
牢
①
馨
讐
判
事
は
、
何
人
も
、
証
券
の
取
得
ま
た
は
売
却
に
際
し
て
、
未
公
開

情
報
を
不
当
に
入
手
し
、
ま
た
は
自
己
の
利
益
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
は
、
証
券
取
引
法
一
〇
条
b
項
に
違
反
す
る
も
の
と
述
べ
て
い

る
、
と
指
摘
し
た
上
で
、
野
①
壼
彗
判
事
は
多
数
意
見
に
賛
同
す
る
も
の
の
、
零
①
目
讐
判
事
の
見
解
は
、
曽
①
＜
①
霧
判
事
が
述
べ
た
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

よ
り
も
、
よ
り
射
程
範
囲
を
広
げ
る
見
解
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
。

　
工
　
困
段
に
よ
る
ω
鼠
良
日
茸
判
事
の
反
対
意
見
の
理
解

　
国
節
鼻
ヨ
琶
判
事
の
意
見
に
は
、
匡
曽
警
巴
一
判
事
が
共
同
参
加
し
て
い
る
が
、
寄
段
は
、
「
取
引
の
反
対
当
事
者
と
し
て
は
合
法
的
に

は
入
手
で
き
な
い
未
公
開
の
秘
密
情
報
に
接
触
し
て
い
る
（
霧
8
器
）
者
が
、
当
該
情
報
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
証
券
を
、
情
報
上
の
優

越
的
地
位
を
利
用
し
て
取
引
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
図
る
こ
と
は
、
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
げ
ふ
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
る
。
」
と
し
た

国
跨
畠
ヨ
§
判
事
の
意
見
を
引
用
し
た
後
に
、
望
霧
犀
日
暮
判
事
が
採
用
す
る
基
準
は
、
ω
∈
＆
昌
ε
教
授
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
情

報
接
触
論
（
8
8
器
8
一
亀
9
ヨ
讐
S
け
ぎ
o
q
）
と
同
一
で
あ
っ
て
、
匿
ま
自
身
こ
れ
を
採
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
情
報
接
触

論
こ
そ
が
、
O
毎
霞
①
凝
事
件
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
各
裁
判
官
の
見
解
の
中
で
最
も
広
範
囲
な
射
程
距
離
を
も
つ
も

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
内
部
取
引
者
が
情
報
を
入
手
す
る
に
際
し
て
不
法
な
行
為
を
行
っ
た
こ
と
は
、
内
部
取
引
者
の
責
任
が

発
生
す
る
た
め
の
要
件
と
は
さ
れ
ず
、
未
公
開
の
情
報
を
利
用
し
て
証
券
市
場
に
お
い
て
証
券
の
取
引
を
行
う
こ
と
が
不
法
と
さ
れ
る
の

は
、
内
部
取
引
者
が
、
反
対
当
事
者
と
し
て
は
合
法
的
に
は
当
該
情
報
を
入
手
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
す

（
1
2
）

る
。

　
オ
　
困
段
に
よ
る
野
茜
霞
首
席
判
事
の
反
対
意
見
の
理
解

　
困
往
は
、
野
お
畦
首
席
判
事
が
、
「
未
公
開
の
情
報
を
不
正
流
用
（
ヨ
一
ω
碧
冥
o
冥
蚤
一
8
）
し
た
者
は
、
当
該
情
報
を
開
示
す
る
か
取
引

を
断
念
す
べ
き
絶
対
的
な
義
務
を
負
担
す
る
。
」
と
述
べ
た
こ
と
は
、
違
法
な
手
段
に
よ
っ
て
入
手
し
た
情
報
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
義
務

の
存
在
の
有
無
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
開
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
野
茜
霞
首
席
判
事
が
、

7
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「
O
試
胃
①
ま
の
行
動
は
、
正
に
印
刷
会
社
の
注
意
書
に
も
拘
わ
ら
ず
、
彼
に
対
し
て
最
大
の
信
頼
を
も
っ
て
託
さ
れ
た
価
値
あ
る
未
公
開

情
報
の
文
字
通
り
の
不
正
流
用
　
　
遠
慮
な
く
言
う
と
盗
取

不
正
流
用
論
で
あ
る
と
理
解
す
る
。

　
（
1
3
）

で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
野
お
霞
首
席
判
事
の
見
解
が

第
二
　
ω
巴
ビ
と
困
ま
に
よ
る
不
正
流
用
論
に
対
す
る
批
判

8

　
一
　
ω
①
一
9
に
よ
る
不
正
流
用
論
に
対
す
る
批
判

　
ω
巴
げ
仁
は
、
不
正
流
用
論
を
ま
ず
経
済
学
の
立
場
か
ら
批
判
し
、
次
い
で
法
の
体
系
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
経
済
学

の
立
場
か
ら
す
る
批
判
か
ら
ω
巴
ど
に
よ
る
批
判
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　
ア
　
経
済
学
の
立
場
か
ら
の
批
判

　
ω
巴
ゴ
は
、
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　
不
正
流
用
論
は
、
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
げ
占
が
有
す
る
経
済
的
な
機
能
、
す
な
わ
ち
市
場
の
無
欠
性
（
巨
①
讐
ξ
9
ヨ
胃
ぎ
一
）
の
維
持
、

に
対
し
て
は
不
十
分
に
作
用
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
不
正
流
用
論
は
、
そ
の
規
制
を
不
正
流
用
さ
れ
た
未
公
開
情
報
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た

証
券
の
取
引
に
限
定
し
て
い
る
た
め
、
不
正
流
用
論
は
不
均
衡
な
市
場
取
引
の
中
の
一
類
型
を
禁
止
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
不
正
流
用
論
に

よ
れ
ば
、
取
引
の
当
事
者
が
情
報
に
つ
い
て
異
な
っ
た
接
近
の
程
度
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
情
報
上
の
優
位
が
適
法
に
獲
得
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
情
報
上
の
優
位
を
利
用
し
て
取
引
を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
。
し
か
し
、
経
済
学
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
情
報
上
の
地
位
の
相
違
を
認
め
る
こ
と
自
体
が
非
効
率
的
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
、
市
場
の
欠
陥
（
ヨ
貰
落
題
巴
一
弩
窃
）
を

許
容
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
不
正
流
用
論
が
特
定
の
取
引
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
情
報
上
の
不
均
衡
と
い
う
問
題
を
無
視
す
る
も
の
で
あ

り
、
市
場
の
構
造
中
に
存
在
す
る
不
完
全
性
に
よ
っ
て
、
効
率
的
な
市
場
の
実
現
は
阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
。
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競
争
が
完
全
に
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
財
の
価
格
と
供
給
は
自
動
調
節
さ
れ
る
が
、
市
場
が
完
全
な
競
争
市
場
で
あ
る
た
め
に
は
、
①

市
場
に
対
す
る
参
加
者
が
多
数
で
あ
る
こ
と
、
②
各
参
加
者
が
交
渉
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
③
市
場
を
通
し
て
完
全
に
市
場
価
格
を
認

識
し
た
上
で
の
消
費
者
の
選
択
（
冥
の
諭
話
8
。
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
④
利
益
を
最
大
限
に
増
進
さ
せ
る
こ
と
を
欲
す
る
生
産
者
が
、
市
場

価
格
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
⑤
平
等
に
市
場
に
接
触
で
き
る
る
こ
と
、
の
五
要
件
が
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
情

報
上
の
不
均
衡
（
一
畦
8
B
客
8
器
図
ヨ
ヨ
。
け
運
）
は
、
買
主
と
売
主
と
の
間
に
お
け
る
交
渉
力
の
不
均
衡
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
情
報

上
の
不
均
衡
は
、
市
場
が
も
た
ら
す
効
用
（
言
一
ξ
ご
8
江
自
）
お
よ
び
消
費
者
行
動
に
対
し
て
歪
曲
効
果
（
≦
胃
嘗
韻
集
婁
）
を
与
え
、

情
報
上
劣
後
す
る
当
事
者
が
負
担
す
る
リ
ス
ク
を
増
大
さ
せ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
一
種
の
市
場
の
欠
陥
（
ヨ
胃
ぎ
＝
毘
ξ
。
）
と
な
り
、
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

券
の
供
給
の
効
率
的
な
配
分
を
不
可
能
と
す
る
。

　
イ
　
法
の
体
系
の
立
場
か
ら
の
批
判

　
内
部
者
取
引
規
制
の
法
の
体
系
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
こ
れ
を
財
産
権
の
保
護
の
問
題
を
基
礎
と
し
て
構
成
す
る
方
法
と
、
取
引
上
の

地
位
の
保
護
の
問
題
を
基
礎
と
し
て
構
成
す
る
方
法
と
に
分
け
て
、
前
者
を
財
産
法
の
立
場
、
後
者
を
取
引
法
の
立
場
、
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
る
が
、
o
o
巴
再
は
、
不
正
流
用
論
は
前
者
の
財
産
法
の
立
場
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　
経
済
学
上
の
問
題
点
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
は
、
不
正
流
用
論
が
そ
の
適
用
の
前
提
と
す
る
法
の
体
系
上
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

内
部
者
取
引
規
制
の
理
論
と
し
て
は
、
財
産
権
の
保
護
を
基
礎
と
す
る
理
論
（
財
産
法
の
理
論
ロ
冥
8
霞
蔓
－
げ
霧
＆
甚
8
幕
ω
）
と
取
引
の
保

護
を
基
礎
と
す
る
理
論
（
取
引
法
の
理
論
謝
9
可
8
菩
器
＆
夢
①
自
歪
）
と
が
あ
り
う
る
が
、
内
部
者
取
引
の
性
質
か
ら
す
る
と
、
取
引
の

保
護
を
基
礎
と
す
る
体
系
が
採
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
残
念
な
が
ら
、
不
正
流
用
論
は
、
財
産
の
保
護
を
基
礎
と
す
る
理
論
で
あ
る
た
め
、
法
の
体
系
と
法
律
上
の
要
請
を
裏
切
っ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
不
正
流
用
論
を
採
用
し
た
裁
判
所
の
判
決
は
、
非
難
を
浴
び
て
い
る
が
、
法
の
体
系
に
つ
い
て
の
観
点
の
相
違
か
ら
生
ず
る

財
産
法
の
立
場
と
取
引
法
と
い
う
二
つ
の
基
本
的
な
内
部
者
取
引
規
制
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁

9
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判
所
の
支
配
的
な
判
決
の
背
後
に
存
在
す
る
法
の
体
系
を
検
証
し
、
か
つ
そ
の
法
の
体
系
の
構
成
を
伝
統
的
な
法
概
念
と
結
び
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
財
産
法
の
理
論
は
、
内
部
者
取
引
の
法
体
系
的
な
問
題
、
す
な
わ
ち
所
与
の
禁
止
の
妥
当
性
の
問
題
の
局
面
に
お
い
て
、
権
利
侵
害
の

要
素
の
分
析
の
局
面
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
情
報
の
不
正
流
用
の
性
質
の
議
論
の
局
面
に
お
い
て
、
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
に
対

す
る
適
用
の
結
果
は
、
内
部
者
取
引
に
お
い
て
最
も
肝
要
な
点
は
、
個
人
の
間
に
お
け
る
資
産
の
所
有
の
配
分
の
問
題
に
あ
る
と
い
う
こ

　
　
　
（
1
5
）

と
で
あ
る
…
…
。

10

　
ニ
　
ス
己
ユ
に
よ
る
不
正
流
用
論
に
対
す
る
批
判

　
困
注
は
、
以
下
の
よ
う
に
不
正
流
用
論
を
批
判
す
る
。

　
不
正
流
用
論
は
怪
し
げ
な
法
律
論
に
基
礎
を
置
く
の
で
、
こ
れ
は
内
部
者
取
引
規
制
の
理
論
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
。

　
不
正
流
用
論
は
、
信
託
関
係
に
違
反
せ
ず
に
獲
得
し
た
未
公
開
情
報
を
有
す
る
者
に
、
こ
れ
を
利
用
し
て
市
場
で
証
券
の
取
引
を
行
う

こ
と
を
許
容
す
る
。
不
正
流
用
論
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、
情
報
の
入
手
に
際
し
て
必
然
に
伴
う
不
法
な
行
為
と
情
報
を
不
法
に
入

手
さ
れ
て
し
ま
っ
た
当
事
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、
何
処
か
ら
入
手
さ
れ
た
か
ま
た
ど
の
よ
う
に
入
手
さ
れ
た
か
で

は
な
く
、
未
公
開
情
報
が
不
正
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
証
券
取
引
法
規
則
ε
げ
占
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
の
核
心
は
、
未
公
開
情
報
を
有
す
る
取
引
の
一
方
当
事
者
が
、
反
対
当
事
者
は
こ
の

未
公
開
情
報
を
合
法
的
に
は
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
同
規
則

違
反
の
責
任
の
発
生
に
必
要
と
さ
れ
る
故
意
は
、
証
券
の
売
主
ま
た
は
買
主
を
騙
し
て
、
も
し
取
引
の
当
事
者
が
反
対
当
事
者
が
情
報
を

有
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
行
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
行
為
を
行
わ
せ
る
に
つ
い
て
の
故
意
で
あ
る
。
…
…
〔
不
正
流
用
論
と
較
べ

て
〕
よ
り
直
接
的
か
つ
論
理
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
未
公
開
情
報
を
開
示
す
べ
き
義
務
を
、
反
対
当
事
者
と
し
て
は
発
見
で
き
な
い
未
公



開
情
報
に
つ
い
て
認
め
る
立
場
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
情
報
を
開
示
し
な
か
っ
た
こ
と
や
取
引
を
差
し
控
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
を
開
示
し
た
り
差
し
控
え
る
べ
き

義
務
に
違
反
し
た
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
義
務
は
、
取
引
の
反
対
当
事
者
に
対
し
て
直
接
に
負
う
も
の
で
あ
っ
て
、
証
券
の
取
引
に
は
ま

っ
た
く
関
係
が
な
い
情
報
の
所
有
者
に
対
し
て
負
う
も
の
で
は
な
い
。
か
く
し
て
、
反
対
当
事
者
に
対
す
る
詐
欺
（
㌦
轟
鼠
）
は
、
証
券
の
買

付
ま
た
は
売
却
（
℃
弩
9
霧
⑩
o
凄
巴
①
）
に
関
し
て
（
ぎ
8
目
。
2
9
註
夢
）
行
わ
れ
た
こ
と
と
な
り
、
証
券
取
引
法
規
則
一
3
占
の
要
件

は
完
全
に
充
足
さ
れ
る
。

　
こ
の
理
論
［
情
報
接
触
論
（
8
8
器
8
一
匙
e
ヨ
魯
8
σ
ぽ
・
昌
）
］
に
よ
れ
ば
、
未
公
開
の
秘
密
情
報
の
流
用
の
み
が
法
の
保
護
の
外
に

お
か
れ
る
の
で
、
正
当
な
情
報
の
収
集
を
損
ね
る
こ
と
は
な
い
し
、
反
対
当
事
者
と
し
て
は
、
い
く
ら
研
究
を
行
っ
た
と
し
て
も
当
該
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

報
を
発
見
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
情
報
接
触
論
は
、
正
に
伝
統
的
な
公
正
性
（
属
巴
ヨ
①
器
）
の
概
念
に
も
適
合
し
て
い
る
。

不正流用論（Mlsapproprlatlon　Theory）の再検討

第
三
　
不
正
流
用
論
に
対
す
る
批
判
の
検
討

　
］
　
ω
里
9
に
よ
る
批
判
の
検
討

　
留
一
ゴ
の
見
解
は
、
9
宣
邑
5
＜
と
三
け
＆
事
件
に
お
け
る
℃
○
語
＝
判
事
の
多
数
意
見
を
も
っ
て
不
正
流
用
論
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

ま
ず
経
済
学
の
立
場
か
ら
す
る
批
判
か
ら
、
の
巴
ゴ
に
よ
る
批
判
を
検
討
し
、
つ
い
で
法
の
体
系
か
ら
す
る
批
判
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
ア
　
経
済
学
の
立
場
か
ら
の
批
判
の
検
討

　
ω
巴
ε
は
、
不
正
流
用
論
は
、
情
報
上
の
優
位
を
不
正
に
流
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
、
こ
れ
を
証
券
の
取
引
に
利
用
す
る
こ
と

を
禁
ず
る
の
み
で
あ
っ
て
、
情
報
上
の
優
位
を
適
法
に
獲
得
し
、
こ
れ
を
証
券
の
取
引
に
利
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と

は
情
報
上
の
不
均
衡
を
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
正
流
用
論
は
経
済
学
上
非
効
率
で
あ
っ
て
、
市
場
の
欠
陥
と
な
る
と
批
判
す
る
。
こ

11
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の
指
摘
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
証
券
取
引
法
の
目
的
論
と
し
て
市
場
法
説
の
立
場
を
採
る
上
村
教
授
は
、

「
投
資
家
が
独
自
の
知
識
・
経
験
・
勤
勉
さ
に
も
と
づ
い
て
情
報
格
差
を
形
成
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
、
む
し
ろ
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た

投
資
判
断
が
市
場
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て
公
正
な
価
格
形
成
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
言
う
と
、
た
ま
た
ま
あ

る
地
位
に
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
格
差
を
利
用
し
た
投
資
判
断
の
形
成
行
為
は
、
公
正
な
価
格
形
成
に
結
び
つ
き
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

い
市
場
阻
害
行
為
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
上
村
教
授
が
述
べ
る
、
「
投
資
家
が
独
自
の
知
識
・
経
験
・
勤
勉
さ
に
も
と
づ
い
て
形
成
し
た
情
報
」
も
、
o。
巴
ξ
が
指
摘
す
る
「
情
報

上
の
優
位
を
適
法
に
獲
得
し
た
」
場
合
の
一
事
例
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
の
巴
9
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ず
る
情
報
上

の
優
位
を
利
用
し
て
取
引
を
行
う
こ
と
は
、
経
済
学
上
非
効
率
で
あ
っ
て
、
市
場
の
欠
陥
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
り
、
か
く
て
禁
じ
ら
れ

る
べ
き
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
の
巴
薯
が
述
べ
る
、
「
情
報
上
の
優
位
を
適
法
に
獲
得
」
し
た
場
合
と
は
、
会
社
A
が
未
公
開

の
重
要
情
報
を
も
ち
、
会
社
の
業
務
執
行
の
権
限
を
持
つ
者
が
、
こ
の
情
報
の
使
用
を
第
三
者
B
に
許
可
し
た
場
合
の
よ
う
な
限
定
的
な

場
合
の
み
を
指
す
の
で
あ
る
と
解
す
る
し
か
な
く
、
許
可
さ
れ
た
情
報
を
利
用
し
て
証
券
の
取
引
が
行
わ
れ
る
と
、
財
は
情
報
の
本
来
の

帰
属
者
で
は
な
い
者
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
の
こ
と
は
、
財
の
効
率
的
な
配
分
に
反
す
る
の
で
市
場
の
欠
陥
と
な
る

し
、
業
務
執
行
の
権
限
を
持
つ
者
が
す
る
こ
の
よ
う
な
許
可
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
会
社
に
帰
属
す
る
無
体
財
産
の
第
三
者
に
対
す
る

無
償
の
供
与
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
許
可
は
、
多
く
の
場
合
、
業
務
執
行
の
権
限
を
持
つ
取
締
役
会
の
構
成
員
で
あ
る
取
締
役
の
善

管
注
意
義
務
ま
た
は
忠
実
義
務
違
反
の
責
任
を
惹
起
さ
せ
る
違
法
な
行
為
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
情
報
に
つ
い
て
「
情
報
上
の
優
位
を
適

法
に
獲
得
す
る
」
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

　
要
す
る
に
、
自
ら
発
掘
し
た
情
報
に
よ
っ
て
情
報
上
優
位
に
あ
る
者
が
、
こ
の
よ
う
な
情
報
を
持
た
な
い
情
報
上
劣
位
に
あ
る
者
と
の

間
で
証
券
の
取
引
を
行
っ
た
場
合
、
財
は
情
報
を
形
成
し
た
者
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
自
体
は
、
正
に
市
場
の
機
能

で
あ
る
効
率
的
な
財
の
配
分
に
沿
っ
た
結
果
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
非
効
率
的
と
称
さ
れ
る
由
も
な
い
。

12
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現
代
に
お
け
る
証
券
取
引
の
多
く
は
、
証
券
取
引
所
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
集
団
取
引
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
市
場
参
加
者
は
市
場
か

ら
大
き
く
疎
遠
し
て
お
り
、
一
般
の
投
資
家
と
し
て
は
、
証
券
を
売
買
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
の
基
礎
と
な
る
情
報
の
多
く
を
、

証
券
会
社
や
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
市
場
と
疎
遠
し
た
投
資
家
が
、
証
券
会
社
や
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
を
用
い
て
情

報
を
収
集
し
て
情
報
上
の
優
位
に
立
つ
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
れ
は
、
第
一
に
は
、
対
価
を
払
い
さ
え
す
れ
ば
、
こ
の
情
報
は
誰
で
も
入
手
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
理
屈
と
し
て
は
全
て
の
投
資
家

が
利
用
可
能
な
情
報
を
入
手
し
て
情
報
上
の
優
位
に
立
と
う
と
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
市
場
に
お
い
て
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
ら
が

果
た
す
べ
く
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
否
定
し
、
か
え
っ
て
市
場
の
効
率
性
を
失
わ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
第
二

に
は
、
人
が
証
券
に
投
資
す
る
の
は
、
自
分
が
情
報
上
優
越
的
な
地
位
に
あ
る
と
信
ず
る
か
ら
で
あ
り
、
情
報
上
の
不
均
衡
を
す
べ
て
否

定
す
る
こ
と
は
、
市
場
の
存
在
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
ω
巴
げ
仁
に
よ
る
経
済
学
の
立
場
か
ら
す
る
批
判
は
正
当
で
は
な
い
。

　
イ
　
法
の
体
系
の
立
場
か
ら
の
批
判
の
検
討

　
留
一
薯
の
見
解
は
、
9
置
邑
鼠
く
ヒ
三
δ
＆
幹
讐
霧
事
件
に
お
け
る
℃
○
語
＝
判
事
の
多
数
意
見
を
も
っ
て
不
正
流
用
論
と
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
℃
○
≦
亀
判
事
は
、
多
数
意
見
に
お
い
て
「
O
巴
ざ
即
○
げ
霞
房
事
件
の
審
決
に
際
し
て
、
S
E
C
は
、
会
社

に
お
け
る
職
位
の
存
在
の
故
に
秘
密
情
報
を
入
手
し
た
内
部
者
と
当
該
会
社
の
株
主
と
の
間
に
お
け
る
信
頼
関
係
の
存
在
の
認
定
を
行
っ

て
お
り
、
こ
の
関
係
こ
そ
が
、
情
報
を
有
し
な
い
株
主
に
対
し
て
会
社
内
部
者
が
不
公
正
に
も
優
位
に
立
つ
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
理

由
の
故
に
、
開
示
義
務
を
発
生
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
…
…
か
く
て
、
株
式
の
取
得
ま
た
は
売
却
に
際
し
て
沈
黙
を
守
る
こ
と
が
適
法
で
あ

る
か
、
そ
れ
と
も
違
法
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
制
定
法
の
文
言
や
立
法
の
経
緯
は
、
何
ら
の
指
針
を
も
与
え
て
い
な
い
が
、
証
券
取
引
法

一
〇
条
b
項
に
基
づ
く
詐
欺
の
訴
の
基
礎
を
構
成
す
る
、
詐
欺
に
基
づ
く
責
任
が
…
…
取
引
の
当
事
者
間
に
お
け
る
信
頼
関
係
を
前
提
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
確
立
さ
れ
て
〔
い
る
〕
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
℃
○
語
＝
判
事
が
述
べ
た
多
数
意

13
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見
の
不
正
流
用
論
と
は
、
未
公
開
情
報
に
携
わ
る
者
が
、
信
頼
関
係
に
違
反
し
て
重
要
な
未
公
開
情
報
を
自
ら
が
行
う
証
券
の
取
引
に
利

用
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ω
巴
ゴ
に
よ
る
法
の
体
系
か
ら
す
る
批
判
と
は
、
本
来
内
部
者
取
引
規
制
は
、
証
券
の

取
引
に
際
し
て
発
生
す
る
不
公
正
の
問
題
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
℃
o
奉
＝
判
事
の
多
数
意
見
で
あ
る
不
正
流
用
論
は
、
会
社
情
報

の
実
質
的
所
有
者
で
あ
る
株
主
に
対
す
る
信
任
義
務
と
い
う
、
証
券
の
取
引
そ
の
も
の
と
は
全
く
関
係
の
な
い
財
産
の
管
理
上
の
義
務
の

違
反
を
契
機
と
し
て
、
内
部
者
取
引
規
制
の
理
論
を
構
築
し
て
い
る
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
勺
o
藷
＝
判
事
の
多
数
意
見
を
も
っ
て
不

正
流
用
論
と
す
る
か
ぎ
り
、
oo
巴
ゴ
が
指
摘
す
る
法
体
系
上
の
批
判
は
正
当
で
あ
る
。

14

　
二
　
石
＆
に
よ
る
不
正
流
用
論
に
対
す
る
批
判
の
検
討

　
匿
ま
は
、
ω
巴
ゴ
と
は
異
な
り
、
O
ま
畦
①
ま
＜
●
O
巳
一
a
ω
鼠
け
窃
事
件
に
お
け
る
野
茜
雲
首
席
判
事
が
述
べ
た
反
対
意
見
を
不
正

流
用
論
と
解
し
て
い
る
が
、
困
琶
の
批
判
の
内
容
は
、
ω
巴
ξ
が
法
系
上
の
問
題
と
し
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
っ
て
、

た
だ
、
こ
れ
に
加
え
て
情
報
接
触
論
（
霧
8
霧
8
冒
8
吋
ヨ
器
9
け
ぎ
o
蔓
）
が
採
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
も

従
来
は
、
O
匡
胃
①
ま
く
●
C
三
け
＆
o
o
鼠
ぴ
8
事
件
に
お
け
る
野
茜
霞
首
席
判
事
が
述
べ
た
反
対
意
見
を
不
正
流
用
論
と
呼
ん
で
き
た
が
、

切
ξ
の
霞
首
席
判
事
が
述
べ
た
と
こ
ろ
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
野
茜
霞
首
席
判
事
の
不
正
流
用
論
は
、
O
該
巽
Φ
ま
＜
。
¢
巳
ε
α
聾
讐
8

事
件
に
お
い
て
℃
o
藷
＝
判
事
が
述
べ
た
不
正
流
用
論
と
は
そ
の
内
容
が
異
な
り
、
む
し
ろ
野
茜
霞
首
席
判
事
が
述
べ
た
反
対
意
見
は
、

情
報
均
等
論
（
冨
『
ξ
○
コ
氏
9
巨
器
9
爵
①
o
蔓
）
と
も
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
窪
茜
霞
首
席
判
事
が
述
べ
た
と
こ

ろ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
コ
般
原
則
と
し
て
、
独
立
し
た
商
取
引
に
お
い
て
は
、
両
当
事
者
が
何
ら
か
の
信
頼
関
係
ま
た
は
信
任
関
係
に
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
い
ず
れ
の
当

事
者
も
、
反
対
当
事
者
に
対
し
て
、
情
報
を
開
示
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。
…
…
こ
の
原
則
は
、
商
事
に
携
わ
る
人
々
に
、

の
収
集
・
評
価
の
経
験
お
よ
び
能
力
を
利
用
し
て
儲
け
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
困
難
な
仕
事
、
繊
細
な
分
析
、

関
連
す
る
情
報

お
よ
び
明
敏
な



予
想
を
行
う
こ
と
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
与
え
れ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
原
則
は
政
策
的
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
適
用
の
限
界

が
存
在
す
る
。
と
り
わ
け
、
情
報
に
対
す
る
優
位
が
、
優
れ
た
経
験
、
予
見
力
ま
た
は
勤
勉
以
外
の
不
法
な
手
段
に
よ
っ
て
も
た
さ
れ
た
場
合
に
は
、

上
述
の
原
則
の
適
用
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
閑
①
9
9
教
授
が
テ
キ
サ
ス
・
ロ
i
・
レ
ヴ
ュ
ー
一
五
巻
一
頁
以
下
の
「
隠
蔽
と
不
開
示
」
と
題
す

る
論
文
の
二
五
頁
か
ら
二
六
頁
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

『
買
主
が
売
主
に
対
し
て
秘
匿
す
る
情
報
が
、
ど
の
様
な
方
法
で
入
手
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
大
き
な
意
味
を
有
す
る
。
そ
の
情
報
は
、
卓

越
し
た
知
識
、
知
力
、
技
量
、
ま
た
は
専
門
的
な
判
断
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
入
手
で
き
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
単
に
偶
然

に
入
手
し
た
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
何
ら
か
の
不
法
な
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
入
手
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
：
情
報
が

不
法
な
行
為
の
結
果
と
し
て
入
手
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
情
報
を
開
示
す
べ
き
義
務
が
発
生
す
る
。
』

不正流用論（Mlsappropnatlon　Theory）の再検討

　
　
私
は
、
証
券
取
引
法
一
〇
条
b
項
お
よ
び
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
げ
占
は
、
右
記
の
原
則
を
前
提
と
し
、
こ
の
原
則
の
下
に
立
法
さ
れ
た
も
の
と
理
解

　
す
る
。
か
く
し
て
、
未
公
開
情
報
の
盗
用
者
は
、
開
示
を
す
る
か
取
引
を
断
念
す
べ
き
絶
対
的
義
務
を
負
う
。

　
　
証
券
取
引
法
一
〇
条
b
項
お
よ
び
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
げ
占
の
文
言
は
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す

　
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
券
取
引
法
一
〇
条
b
項
お
よ
び
証
券
取
引
法
規
則
5
げ
占
の
射
程
距
離
が
詐
欺
的
な
計
略
を
実
行
す
る
者
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に

　
　
（
1
9
）

　
な
る
。
」

　
野
茜
零
首
席
判
事
の
反
対
意
見
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
野
茜
霞
首
席
判
事
の
不
正
流
用
論
の
重
要
な
部
分
は
、
傍
線
部
分
で
あ
り
、

こ
れ
は
、
証
券
取
引
の
当
事
者
間
に
お
い
て
情
報
上
の
不
平
等
が
存
在
す
る
場
合
に
、
情
報
上
の
優
越
的
地
位
に
あ
る
当
事
者
が
取
引
に

際
し
て
利
用
す
る
情
報
が
不
法
ま
た
は
違
法
な
手
段
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
優
越
的
地
位
に
あ
る
当
事
者
に
つ
い

て
開
示
ま
た
は
断
念
の
義
務
が
発
生
し
、
こ
れ
に
違
反
し
て
証
券
の
取
引
を
行
う
こ
と
が
詐
欺
ま
た
は
欺
岡
を
構
成
し
、
か
く
て
詐
欺
の

責
任
が
発
生
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
換
言
す
れ
ば
、
基
本
的
に
は
情
報
均
等
論
の
立
場
を
採
り
、
た
だ
証
券
の
取
引
の
当
事
者
に
、
反
対
当
事
者
と
し
て
も
合
法
的
に
入
手

可
能
な
情
報
の
限
度
で
、
情
報
上
の
優
越
的
地
位
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
該
情
報
が
不
法
ま
た
は
違
法
に
入
手
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
取
引
の
反
対
当
事
者
と
し
て
も
こ
れ
を
合
法
的
に
は
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
の
判
断

15
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材
料
と
し
て
情
報
の
入
手
が
信
任
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ω
巴
げ
仁

や
困
ま
に
よ
る
批
判
は
、
野
茜
霞
首
席
判
事
に
よ
る
不
正
流
用
論
に
は
該
当
し
な
い
。

　
ま
た
窪
菌
震
首
席
判
事
の
不
正
流
用
論
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
第
三
者
に
よ
る
内
部
者
取
引
（
2
邑
号
二
器
こ
零
霞
区
一
お
）
、
た
と
え

ば
内
部
者
A
が
電
話
で
内
部
情
報
に
つ
い
て
会
社
に
報
告
し
て
い
る
と
き
に
、
こ
れ
を
盗
み
聞
き
し
た
C
が
当
該
情
報
を
利
用
し
て
証
券

の
取
引
を
行
っ
た
場
合
に
、
C
に
内
部
者
取
引
の
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
困
注
が
主
張
す
る
情
報
接
触
論
に
よ
れ
ば
、
C
に
内

部
者
取
引
の
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
欠
点
が
あ
る
の
で
、
情
報
接
触
論
を
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
筆
者
は
、
拙
著
「
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
〔
現
行
一
六
六
条
〕
の
基
礎
理
論
の
研
究
」
に
お
い
て
、
内
部
者
取
引
規
制
を
規
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

る
わ
が
国
の
証
券
取
引
法
一
六
六
条
以
下
の
条
文
の
趣
旨
は
、
証
券
市
場
の
公
正
性
の
維
持
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
ほ
か
、
「
内
部

　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

者
取
引
規
制
の
法
理
」
に
お
い
て
、
公
正
性
の
概
念
は
、
忠
実
性
の
要
請
と
し
て
の
公
正
性
、
情
報
上
の
平
等
の
要
請
と
し
て
の
公
正
性
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

な
ら
び
に
加
害
禁
止
の
要
請
と
し
て
の
公
正
性
の
三
つ
の
公
正
性
の
要
請
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
野
茜
霞
首
席
判
事
の
不
正
流
用
論
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
三
要
素
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
野
茜
霞
首
席
判
事
に
よ
る
不
正

流
用
論
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
だ
け
で
な
く
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
内
部
者
取
引
の
基
礎
理
論
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
と
思

わ
れ
る
。

16

結
　
語

　
以
上
、
内
部
者
取
引
の
基
礎
理
論
と
し
て
不
正
流
用
論
を
お
く
こ
と
が
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
近
時
の
不
正
流
用
論
に
反

対
す
る
見
解
を
検
討
し
て
き
た
。

　
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
何
を
も
っ
て
不
正
流
用
論
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
9
置
邑
『
＜
己
巳
寅
あ
け
四
8
。
。
事
件
の
判
決
に
お
い
て
℃
o
語
＝



判
事
が
述
べ
た
多
数
意
見
が
示
す
と
こ
ろ
が
不
正
流
用
論
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
、
同
事
件
の
判
決
に
お
い
て
野
茜
霞
首
席
判
事
が
述

べ
た
反
対
意
見
が
示
す
と
こ
ろ
が
不
正
流
用
論
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
に
学
説
上
見
解
が
別
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
、
第

二
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
に
よ
る
不
正
流
用
論
に
対
す
る
批
判
を
明
ら
か
に
し
、
第
三
に
、
不
正
流
用
論
に
対
す
る
批
判
が
正
当
で
あ
る

か
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
不
正
流
用
論
の
う
ち
、
野
嶺
霞
首
席
判
事
が
反
対
意
見
に
お
い
て
述
べ
た
不
正
流
用
論
は
、
基
本
的
に
は

情
報
均
等
論
を
採
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
は
正
当
で
な
く
、
ま
た
野
茜
霞
首
席
判
事
に
よ
る
不
正
流
用
論
に
よ
れ
ば
第

三
者
に
よ
る
内
部
者
取
引
（
2
邑
号
＝
房
一
鼠
ヱ
3
肝
お
）
を
も
内
部
者
取
引
規
制
の
枠
に
含
ま
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
な
く
、
わ

が
国
の
証
券
取
引
法
一
六
六
条
以
下
の
条
文
の
趣
旨
と
さ
れ
て
い
る
証
券
市
場
の
公
正
性
の
維
持
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
か
で
き
る
の
で
、

野
茜
零
首
席
判
事
に
よ
る
不
正
流
用
論
は
今
後
と
も
内
部
者
取
引
規
制
の
基
礎
理
論
と
し
て
維
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

不正流用論（Mlsappropriatlon　Theory）の再検討

［
付
記
］
　
経
済
学
者
は
通
常
「
旨
胃
ざ
焦
巴
ご
話
ω
」
を
「
市
場
の
失
敗
」
と
訳
す
。
目
も
o
浮
。
巴
ω
9
霞
浮
一
①
三
ζ
胃
ざ
久
効
率
的
市
場
の
仮
説
）

を
前
提
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
仮
説
に
つ
い
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
こ
の
訳
は
正
し
い
。
し
か
し
、
所
与
の
市
場
（
σ
q
貯
窪
5
胃
ぎ
け
）
を
前
提
と
し
て

論
ず
る
場
合
に
は
、
「
5
貿
ざ
＝
巴
一
ξ
霧
」
は
、
「
市
場
の
欠
陥
」
と
訳
す
の
が
正
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
敢
え
て
こ
れ
を
「
市

場
の
欠
陥
」
と
訳
し
た
。

　
な
お
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
慶
磨
義
塾
大
学
学
事
振
興
資
金
の
ご
援
助
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
　
　
　
脱
稿
．
九
九
五
年
一
月
一
九
日

（
1
）
≧
鼠
＜
ρ
竃
一
ω
碧
冥
○
冥
一
勉
ぎ
目
帥
0
9
①
『
巴
望
①
○
蔓
o
㌦
口
帥
σ
一
ξ
8
円
》
区
ぎ
閃
8
Z
8
を
σ
＝
。
一
畦
○
凄
・
讐
一
〇
P
一
。
。
＝
o
婁
声

　
r
勾
①
＜
」
O
一
（
一
〇
〇。
“
）
．

（
2
）
Z
・
σ
ρ
望
①
『
区
①
2
碧
蜜
・
ら
寄
一
巴
。
げ
－
卸
・
＞
ま
お
ω
の
○
塁
一
含
『
ギ
餌
毎
超
ξ
幻
魯
・
村
§
P
ω
。。
ω
σ
き
，
H
勇
の
＜
●
一
・
お
（
一
。
。。
①
）
．

（
3
）
Z
O
β
H
冨
こ
霞
早
餌
巳
⇒
『
望
。
累
ω
巷
冥
○
冥
一
器
○
ロ
票
Φ
○
蔓
く
霞
ω
仁
ω
＞
づ
．
、
＞
。
8
器
ε
ぎ
ぴ
『
ヨ
豊
8
、
、
℃
①
お
唇
①
2
＜
ρ
一
。。

u
。
一
し
●
O
・
β
r
§
（
一
。
。
。
。
ξ
国
一
＆
）
　
ω
巴
げ
F
醤
①
言
ω
碧
胃
・
冥
§
δ
p
・
ら
一
霧
こ
①
『
ギ
区
一
お
一
＞
一
①
窓
控
国
8
づ
・
巨
p
き
α

　
卑
獣
。
巴
＞
づ
巴
図
巴
の
」
㎝
工
畦
＜
」
。
o
塩
■
餌
≦
欝
℃
昌
陰
℃
○
ド
認
o。
（
お
露
y

（
4
）
〇
三
胃
。
一
す
＜
’
d
三
け
＆
ω
鼠
3
ω
」
3
d
愚
ω
。
旨
ド
（
一
㊤
o。
。
）
り

17



法学研究68巻4号（795．4）

（（（（（（（（（（（（（171615141312111098765
）））））））））））））

並
木
（
和
）
、
内
部
者
取
引
の
拡
大
に
向
け
て
・
法
研
六
五
・
八
・
一
、
一
七
（
一
九
九
二
）
。

ω
巴
げ
F
の
⊆
胃
帥
昌
0
8
0。
る
蕊
曽
。

O
亘
胃
①
＝
帥
＜
。
d
巳
a
画
ω
声
σ
Φ
9
ω
も
声
ぎ
8
♪
讐
鱒
曽
－
鱒
o。
o。

．

閑
一
＆
る
⊆
冥
帥
8
一
①
o
。
届
二
一
一
1
一
一
ド

囚
箆
拝
こ
’
讐
一
置
●

内
這
9
こ
●
鋤
二
一
㌣
一
一
G。
畳

困
α
斜
箆
。
餌
二
一
〇。
。

ヌ
一
α
脅
箆
・
ロ
ニ
一
〇。
山
一
合

民
一
α
斜
こ
。
讐
一
一
〇。
●

ω
巴
げ
F
。
。
仁
冥
四
昌
9
①
ω
讐
邸
o。
㌣
器
“
●

の
巴
げ
F
一
α
。
讐
卜
⊃
o。
O
I
卜
。
“
O
●

匿
段
あ
巷
声
8
8
ω
届
二
卜
。
ω
1
這
㎝
’

上
村
達
男
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
と
各
界
の
対
応
・
日
本
私
法
学
会
商
法
部
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
・
商
事
法
務
一
二
二
五
・
二
、

（
へ
九
九
〇
）
。

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
22
）

（
2
3
）

O
亘
胃
①
＝
餌
＜
●
d
ヨ
貯
＆
ω
鼠
け
①
p
。
D
唇
轟
⇒
9
①
♪
讐
旨
㌣
器
ピ

O
亘
胃
①
＝
四
＜
’
d
巳
一
3
聾
9
Φ
ω
博
置
●
讐
腫
O
l
曽
卜
。
’

並
木
（
和
）
、
証
券
取
引
法
第
一
九
〇
条
の
二
の
基
礎
理
論
の
研
究
・
法
研
六
六
・

並
木
（
和
）
、
前
掲
注
二
〇
論
文
一
二
一
頁
。

並
木
（
和
）
、
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理
・
法
研
六
四
・
三
二
（
一
九
九
一
）
。

並
木
（
和
）
、
前
掲
注
二
二
論
文
一
六
～
一
七
。

一
九
（
一
九
九
三
）
。

一
五
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