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作
為
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作
為
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同
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六
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一
九
九

一
七
七
七

作
為
と
不
作
為
の
区
別

―
―
作
為
義
務
の
根
拠
論
と
の
関
係
―
―

奥
　
　
田
　
　
菜
　
　
津

Ⅰ　

は
じ
め
に

　

１　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
第
一
の
機
能
︱
︱
区
別
そ
の
も
の
の
機
能

　

２　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
第
二
の
機
能
︱
︱
作
為
義
務
の
根
拠
論
の
指
針
と
し
て
の
機
能

　

３　

二
つ
の
機
能
の
関
係

　

４　

本
稿
の
目
的
と
射
程

Ⅱ　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
関
す
る
先
行
研
究
及
び
裁
判
例

　

１　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
関
す
る
見
解

　

２　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
を
重
視
し
な
い
見
解

　

３　

裁
判
例
の
検
討

　

４　

小
括
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二
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〇

作
為
と
不
作
為
の
区
別

一
七
七
八

Ⅲ　

作
為
義
務
根
拠
論
の
前
提
と
さ
れ
る
作
為
と
不
作
為
の
相
違

　

１　

作
為
義
務
の
根
拠
要
素

　

２　

諸
要
素
の
根
拠
と
な
る
作
為
と
不
作
為
の
相
違

Ⅳ　

作
為
と
不
作
為
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
的
存
在

　

１　

事
例
の
設
定

　

２　

先
行
研
究
に
基
づ
く
区
別
～
規
範
的
区
別
か
ら
～

　

３　

先
行
研
究
に
基
づ
く
区
別
～
自
然
的
区
別
か
ら
～

　

４　

自
由
制
約
の
程
度
の
検
討

　

５　

作
為
と
不
作
為
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
的
存
在

　

６　

中
間
的
事
象
の
処
理
の
一
例

Ⅴ　

私
見

　

１　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
意
義

　

２　

作
為
義
務
の
根
拠
論
の
指
針
と
し
て
の
機
能
か
ら

　

３　

具
体
的
区
別
基
準
の
定
立

　

４　

各
事
例
の
解
決

Ⅵ　

お
わ
り
に

　

１　

本
稿
の
内
容
の
ま
と
め

　

２　

本
稿
の
成
果
と
今
後
の
課
題
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Ⅰ　

は
じ
め
に

１　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
第
一
の
機
能
―
―
区
別
そ
の
も
の
の
機
能

　

不
真
正
不
作
為
犯
は
、
刑
法
総
論
の
典
型
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
不
真
正
不
作
為
犯
を
め
ぐ
っ
て
は
様
々
な
論
点
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

領
域
で
盛
ん
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
①
犯
罪
の
実
現
態
様
に
は
作
為
と
不
作
為
が
存
在
す
る
こ
と
、
②
不
作
為
を
処
罰
す
る
に

は
、
そ
の
不
作
為
が
作
為
と
同
価
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
③
不
作
為
が
作
為
と
同
価
値
で
あ
る
た
め
に
は
、
不
作
為
者
に
作
為
義

務
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
三
点
に
つ
い
て
は
概
ね
一
致
し
、
議
論
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
前
提

か
ら
す
る
と
、
不
作
為
の
場
合
、
作
為
で
は
検
討
さ
れ
な
い
﹁
作
為
義
務
﹂
と
い
う
特
別
な
要
件
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
作

為
と
不
作
為
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
要
件
論
に
入
る
前
提
と
し
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
（
区
別
そ
の
も
の
の
機
能
）。

　

と
こ
ろ
が
、
作
為
と
不
作
為
を
い
か
に
区
別
す
る
か
は
、
我
が
国
に
お
い
て
一
致
し
た
学
説
や
判
例
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た

い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
不
作
為
処
罰
が
条
文
と
し
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
不
作
為
の
場
合
の
要
件
が
明
文
化
さ
れ
、
さ
ら
に
任
意
的
減

軽
の
対
象
に
も
な
る）

1
（

。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
な
お
の
こ
と
作
為
と
不
作
為
の
区
別
は
重
要
で
あ
り
、
判
例
法
理
が
発
展
し
、
活
発
に
議
論

も
な
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
事
情
が
な
く
、
作
為
も
不
作
為
も
同
一
の
条
文
で
処
理
さ
れ
る
た
め
、
区
別
論
が
裁
判
上

の
主
要
な
争
点
に
な
る
こ
と
は
比
較
的
少
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
学
説
や
判
例
法
理
の
形
成
が
積
極
的
に
進
ま
な
い
一
つ
の
要
因
で
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
が
要
件
論
に
入
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
ほ
ぼ
争
い
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
区
別
の
明
確
な
基
準
は
確
立
し
て
い
な
い
。
こ
の
状
況
を
鑑
み
る
に
、
区
別
論
を
一
歩
前
進
さ
せ
る
に
は
、
区
別
そ

の
も
の
と
い
う
機
能
に
加
え
、
次
に
述
べ
る
も
う
一
つ
の
機
能
に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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二

作
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と
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作
為
の
区
別
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２　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
第
二
の
機
能
―
―
作
為
義
務
の
根
拠
論
の
指
針
と
し
て
の
機
能

　

刑
法
に
は
﹁
典
型
﹂
と
し
て
想
定
さ
れ
る
類
型
と
、
そ
の
典
型
か
ら
は
外
れ
る
も
の
の
処
罰
対
象
と
な
る
﹁
非
典
型
﹂
の
類
型
が
存
在
す

る
。
例
え
ば
、
刑
法
は
典
型
と
し
て
﹁
故
意
﹂
を
想
定
す
る
が
、
典
型
で
は
な
い
、
つ
ま
り
非
典
型
で
あ
る
﹁
過
失
﹂
を
も
処
罰
す
る
こ
と

が
あ
る
。
刑
法
は
典
型
と
し
て
﹁
既
遂
﹂
を
想
定
し
て
い
る
が
、
犯
罪
に
よ
っ
て
は
非
典
型
で
あ
る
﹁
未
遂
﹂
や
﹁
予
備
﹂
も
処
罰
対
象
と

す
る
。﹁
正
犯
﹂
が
典
型
で
あ
る
の
に
対
し
、
非
典
型
で
あ
る
﹁
共
犯
﹂
も
処
罰
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
刑
法
は
典
型
と
し
て
﹁
作
為
﹂

を
想
定
し
て
い
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
﹁
不
作
為
﹂
を
処
罰
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
作
為
と
不
作
為
も
、
典
型
と
非
典
型

と
の
関
係
に
似
て
い
る
。

　

し
か
し
、
前
述
の
過
失
そ
の
他
と
、
不
作
為
と
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
過
失
そ
の
他
の
非
典
型
類
型
は
、
条
文
上
の
根
拠
を
も

ち
、
固
有
の
類
型
と
し
て
独
立
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
度
典
型
で
は
な
く
非
典
型
で
あ
る
と
区
別
で
き
れ
ば
、
そ
の
後
、
非
典
型
と
し

て
の
要
件
論
の
中
で
、
典
型
が
再
び
登
場
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
一
度
過
失
犯
の
領
域
に
引
き
込
め
ば
、
そ
こ
か
ら
の
要
件
論
に
は

故
意
犯
は
登
場
し
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
。

　

一
方
、
日
本
の
刑
法
は
不
真
正
不
作
為
犯
を
条
文
上
規
定
し
て
い
な
い
。
不
真
正
不
作
為
犯
も
、
一
見
す
る
と
作
為
犯
を
想
定
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
条
文
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
真
正
不
作
為
犯
を
処
罰
す
る
た
め
に
は
、
当
該
不
作
為
が
、
法
が
本
来

予
定
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
﹁
作
為
﹂
と
同
価
値
で
あ
る
と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
典
型
（
作
為
）
と
非
典
型
（
不
作
為
）
を
区
別
し
た

後
、
そ
の
非
典
型
（
不
作
為
）
の
要
件
論
の
中
で
、
再
び
典
型
（
作
為
）
が
姿
を
現
す
。
つ
ま
り
、
一
度
作
為
と
不
作
為
が
自
然
的
に
分
類

さ
れ
た
後
に
、
不
作
為
に
分
類
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
自
然
的
に
は
不
作
為
で
あ
る
が
、
法
的
評
価
と
し
て
は
作
為
と
同
等
に
扱
う
こ
と
の

で
き
る
も
の
が
選
別
し
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

作
為
と
不
作
為
の
自
然
的
な
相
違
を
乗
り
越
え
る
よ
う
な
、自
然
的
な
不
足
を
補
う
よ
う
な
特
殊
事
情
が
あ
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
り
、
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こ
の
特
殊
事
情
こ
そ
が
一
般
的
に
﹁
作
為
義
務
﹂
と
呼
ば
れ
る
。
す
な
わ
ち
作
為
義
務
の
根
拠
論
は
、作
為
と
不
作
為
が
ど
う
異
な
る
の
か
、

そ
の
相
違
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
相
違
点
を
埋
め
合
わ
せ
る
よ
う
な
、
代
替
要
素
の
有
無
を
語
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る）

2
（

。
例
え
ば
、

詳
細
は
後
に
検
討
す
る
が
、
作
為
義
務
の
根
拠
を
先
行
行
為
に
求
め
る
見
解
は
、﹁
⋮
⋮
不
作
為
自
体
に
着
目
す
る
と
、
自
然
的
事
実
と
し

て
は
そ
の
不
作
為
に
は
原
因
力
が
存
し
な
い
﹂）

3
（

の
に
対
し
、﹁
作
為
犯
に
あ
っ
て
は
、
作
為
に
原
因
力
が
あ
る
﹂）

4
（

と
い
う
作
為
と
不
作
為
の

存
在
構
造
上
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
着
目
し
、
両
者
が
同
価
値
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、﹁
不
作
為
者
が
当
該
不
作
為
を
な
す
以
前
に
、
法
益

侵
害
に
向
か
う
因
果
の
流
れ
を
自
ら
設
定
し
て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂）

5
（

と
す
る
。
ま
た
、
作
為
義
務
の
根
拠
を
支
配
性
に
求
め

る
見
解
は
、﹁
作
為
犯
の
特
徴
は
、
行
為
者
が
自
己
の
意
思
に
基
づ
い
て
、
法
益
侵
害
の
結
果
へ
と
向
か
う
因
果
の
流
れ
を
設
定
し
た
こ
と

に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
作
為
は
、
す
で
に
発
生
し
て
い
る
結
果
へ
と
向
か
う
因
果
の
流
れ
に
介
入
せ
ず
、
結
果
を
防
止
し
な
い
と
い

う
消
極
的
態
度
で
あ
る
﹂）

6
（

と
い
う
理
解
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
同
価
値
と
い
う
た
め
に
は
、
不
作
為
者
が
﹁
因
果
経
過
を
具
体
的
・
現
実
的
に

支
配
し
て
い
た
こ
と
が
必
要
﹂
）
7
（

で
あ
る
と
説
く
。
こ
の
よ
う
に
、
作
為
と
不
作
為
が
ど
う
違
い
、
不
作
為
は
作
為
と
比
べ
て
何
が
ど
の
よ
う

に
足
り
な
い
の
か
の
検
討
が
、
作
為
義
務
論
に
直
結
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
故
意
と
過
失
の
区
別
が
要
件
論
に
入
る
前
提
の
段
階
で
価
値
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
の
と
は
異
な
り
、
作
為
と
不
作
為
の

区
別
は
、
要
件
論
に
入
る
前
提
と
し
て
の
区
別
そ
の
も
の
の
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
性
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
作
為

と
不
作
為
を
い
か
な
る
基
準
で
区
別
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
作
為
義
務
の
根
拠
論
の
前
提
に
も
な
る
の
で
あ
る
（
作
為
義
務
の
根
拠
論
の

指
針
と
し
て
の
機
能
）。

３　

二
つ
の
機
能
の
関
係

　

こ
の
よ
う
に
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
は
、
第
一
に
要
件
論
に
入
る
前
提
と
し
て
の
、
区
別
そ
れ
自
体
の
機
能
が
あ
る
と
と
も
に
、
第
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二
に
作
為
義
務
の
根
拠
論
の
指
針
と
し
て
の
機
能
が
あ
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
意
味
で
区
別
論
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
﹁
作
為

と
不
作
為
の
区
別
﹂
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
は
、
後
に
続
く
作
為
義
務
の
根
拠
論
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
あ
る
種
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
思
考
の
順
序
と
し
て
は
、
作
為
か
不
作
為
か
と
い
う
区
別
が
先
に
あ
り
、
不
作
為
と
さ
れ
た
後
に
、

初
め
て
作
為
義
務
の
問
題
が
生
じ
る
。
作
為
義
務
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
先
決
問
題
と
し
て
の
区
別
段
階
で
重
視
し
た
こ
と
を
考
慮

す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
区
別
段
階
で
後
の
作
為
義
務
の
根
拠
論
を
考
え
る
こ
と
は
、
論
理
的
先
後
関
係
か
ら
し
て
本
来
あ
り
え
な
い
は
ず

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
論
が
後
の
作
為
義
務
の
根
拠
論
に
ま
で
波
及
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
作
為
義
務
の
根
拠
論
の
段
階

で
具
体
的
に
区
別
論
が
ど
う
作
用
し
て
い
る
か
ま
で
含
め
て
、
作
為
と
不
作
為
の
在
り
方
を
、
よ
り
構
造
的
・
立
体
的
に
把
握
す
る
手
法
が

と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
作
為
と
不
作
為
の
よ
り
明
確
な
区
別
基
準
が
明
ら
か
に

な
る
だ
け
で
は
な
く
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
最
も
核
心
的
な
論
点
で
あ
る
、
作
為
義
務
の
根
拠
論
に
つ
い
て
も
新
た
な
示
唆
を
得
ら
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

４　

本
稿
の
目
的
と
射
程

　

以
上
に
よ
り
、
作
為
義
務
の
根
拠
論
と
の
関
係
性
を
も
意
識
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
つ
い
て
あ
る
べ
き
基
準
を

明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
作
為
義
務
の
根
拠
論
自
体
へ
の
示
唆
を
得
る
こ
と
を
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
扱
う
﹁
作
為
と
不
作
為
の
区
別
﹂
と
は
、
作
為
と
不
作
為
が
経
時
的
に
存
在
す
る
場
合
に
ど
の
時
点
を
実
行
行
為
と
し
て

取
り
上
げ
る
か
と
い
う
﹁
作
為
犯
か
不
作
為
犯
か
﹂
と
い
う
問
題）

8
（

で
は
な
く
、
あ
る
ひ
と
つ
の
実
行
行
為
を
作
為
と
不
作
為
の
ど
ち
ら
と
し

て
扱
う
か
と
い
う
﹁
作
為
か
不
作
為
か
﹂
の
問
題）

9
（

で
あ
る
。
前
者
は
あ
く
ま
で
問
責
対
象
と
な
る
行
為
の
確
定
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
行
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為
が
す
で
に
確
定
さ
れ
た
上
で
の
、
そ
の
行
為
の
意
味
づ
け
・
解
釈
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
真
正
不
作
為
犯
は
検
討
の
対
象
外

と
す
る
。
本
稿
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
が
固
有
の
条
文
を
有
し
な
い
か
ら
こ
そ
の
作
為
と
の
同
価
値
性
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
り
、
条
文
上

の
根
拠
が
与
え
ら
れ
て
い
る
真
正
不
作
為
犯
は
問
題
意
識
の
領
域
か
ら
外
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

Ⅱ　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
関
す
る
先
行
研
究
及
び
裁
判
例

１　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
関
す
る
見
解）
（（
（

　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
見
解
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
最
も
素
朴
に
は
、
事
実
を
そ
の
外
形
か
ら
観
察
し
て
作
為
と

不
作
為
を
区
別
す
る
、
自
然
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
作
為
か
不
作
為
か
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
評
価
の
問
題
で

あ
る
と
し
て
、
社
会
的
規
範
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
然
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解
と
社

会
的
規
範
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解
に
分
類
し
て
学
説
を
分
析
す
る
手
法
が
広
く
採
ら
れ
て
い
る）
（（
（

が
、
こ
の
う
ち
自
然
的
要
素
を
重
視
す
る

見
解
は
、
さ
ら
に
行
為
者
の
挙
動
自
体
に
着
目
す
る
も
の
と
、
行
為
者
の
行
為
と
現
に
生
じ
た
結
果
と
の
関
係
に
着
目
す
る
も
の
に
分
類
で

き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
既
存
の
学
説
を
次
の
よ
う
に
大
き
く
三
つ
に
分
類
し
、
簡
単
に
検
討
す
る
。

㈠
　
自
然
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解
―
―
行
為
者
の
挙
動
自
体
に
着
目
す
る
も
の

　

ア　

身
体
動
作
の
有
無

　

外
界
に
知
覚
可
能
な
身
体
運
動
（
筋
肉
の
収
縮
や
身
体
的
動
作
）
が
あ
れ
ば
作
為
犯
で
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
不
作
為
犯
と
す
る
も
の）
（₂
（

で
あ

る
。
身
体
の
動
静
に
着
目
す
る
も
の
で
、﹁
作
為
﹂﹁
不
作
為
﹂
と
い
う
文
言
に
は
最
も
直
感
的
に
馴
染
む
基
準
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
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溺
れ
る
子
供
を
救
助
せ
ず
に
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
場
合
も
、
こ
の
行
為
者
は
手
足
を
動
か
し
歩
行
す
る
と
い
う
身
体
的
動
作
で
そ
の
場
を

立
ち
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
純
粋
に
﹁
身
体
の
動
静
﹂
を
基
準
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
歩
行
動
作
を
も
っ
て
、
行
為
者
の
不
救

助
を
作
為
犯
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
そ
れ
は
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
現
在
で
は
こ
の
見
解
に
は
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。﹁
要
求
さ
れ
た
一
定
の
身
体
動
作
の
有
無
﹂
な
ど
、
身
体
動
作
に
制
限

を
設
け
る
の
で
あ
る）
（₃
（

。
現
在
の
理
解
で
は
、
不
作
為
犯
と
は
い
か
な
る
作
為
を
も
行
わ
な
い
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
く
、
作
為
義
務
者
に
要

求
さ
れ
る
作
為
を
行
わ
な
い
こ
と
を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
制
限
は
当
然
の
発
想
と
い
え
る
。

　

し
か
し
こ
れ
は
果
た
し
て
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
問
題
へ
の
回
答
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。﹁
一
定
の
身
体
動
作
﹂
を
し
な
い
こ
と

が
不
作
為
で
、
す
る
こ
と
が
作
為
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
単
な
る
言
葉
の
言
い
か
え
に
過
ぎ
な
い
。
人
工
呼
吸
器
の
取
り
外
し
で
い
え
ば
、

﹁
一
定
の
身
体
動
作
﹂
を
﹁
人
工
呼
吸
器
の
取
り
外
し
﹂
と
捉
え
る
な
ら
ば
そ
の
動
作
が
あ
る
以
上
作
為
と
い
う
こ
と
に
な
り
、﹁
一
定
の
身

体
動
作
﹂
を
﹁
治
療
の
継
続
﹂
と
捉
え
る
と
、
そ
の
動
作
を
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
不
作
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
解
は
、
先
述
し

た
よ
う
に
、﹁
不
作
為
﹂
が
﹁
一
切
の
作
為
を
し
な
い
﹂
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、﹁
要
求
さ
れ
た
一
定
の
作
為
を
し
な
い
﹂
こ
と
を

意
味
す
る
と
い
う
的
確
な
指
摘
を
し
て
い
る
点
で
は
優
れ
た
見
解
で
あ
る
も
の
の
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
つ
な
が
る
と
は
い
え
な
い
。

　

ま
た
近
年
で
は
、
挙
動
犯
と
結
果
犯
と
で
判
断
を
分
け
、
挙
動
犯
は
身
体
運
動
が
あ
れ
ば
作
為
犯
と
し
、
結
果
犯
に
お
い
て
結
果
へ
の
作

用
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
身
体
運
動
が
あ
る
こ
と
に
加
え
て
法
益
侵
害
の
危
険
が
有
意
に
高
め
ら
れ
た
と
い
え
る
場
合
に
作
為
犯
と
す

る
見
解
も
唱
え
ら
れ
て
い
る）
（₄
（

。

　

イ　

エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
の
有
無

　
﹁
一
定
の
方
向
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
投
入
す
る
（A

ufw
and von E

nergie

）﹂
も
の
が
作
為
で
、
し
な
い
も
の
が
不
作
為
で
あ
る
と
す
る
見
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解
）
（₅
（

が
あ
る
。
こ
の
見
解
か
ら
す
る
と
、
単
に
直
立
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
直
立
に
は
内
部
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
そ

れ
は
作
為
と
評
価
す
べ
き
で
あ
り
、
一
方
、
治
療
中
止
の
場
合
、
治
療
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
を
や
め
る
行
為
で
あ
る
か
ら
不
作
為
と

評
価
す
べ
き
と
考
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
治
療
中
止
は
、﹁
治
療
行
為
を
や
め
る
﹂
不
作
為
か
、﹁
治
療
器
具
を
取
り
外
す
﹂
作
為
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
初
め
か
ら
﹁
治
療
行
為
を
や
め
る
﹂
と
い
う
評
価
を
し
た
う
え
で
そ
れ
を
﹁
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
を
や
め
る
行
為
だ

か
ら
不
作
為
﹂
と
言
い
か
え
る
こ
と
は
、
や
は
り
作
為
と
不
作
為
の
区
別
問
題
へ
の
回
答
に
は
な
ら
な
い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
の
有
無
を

判
断
す
る
行
為
を
拾
い
上
げ
る
段
階
が
も
っ
ぱ
ら
恣
意
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
て
い
る）
（₆
（

。

㈡
　
自
然
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解
―
―
行
為
者
と
結
果
と
の
関
係
に
着
目
す
る
も
の

　

ア　

因
果
性
の
存
否

　

因
果
性
の
存
否
に
よ
っ
て
作
為
と
不
作
為
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
あ
る）
（（
（

。
作
為
は
、
当
該
状
況
か
ら
そ
の
作
為
を
取
り
除
い
て
考

え
る
と
結
果
が
生
じ
な
い
。
し
か
し
不
作
為
は
、
そ
の
不
作
為
を
取
り
除
い
て
も
結
果
は
生
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
見
解
に
は
、
不
作
為
の
因
果
性
を
否
定
す
る
な
ら
ば
不
作
為
は
す
べ
て
未
遂
犯
に
な
っ
て
し
ま
う）
（（
（

、
と
い
う
指
摘
が
し
ば
し
ば
な
さ

れ
る
が
、
こ
の
指
摘
は
失
当
で
あ
る
。
こ
の
見
解
の
い
う
因
果
性
は
あ
く
ま
で
物
理
的
機
械
的
な
も
の
で
あ
り
、
法
的
評
価
と
し
て
は
因
果

性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
十
分
に
あ
る）
（₉
（

。
一
方
で
、
結
果
犯
に
し
か
使
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘）
₂（
（

や
、
物
理
的
機
械
的
因
果
性
が

あ
る
不
作
為
犯
も
存
在
す
る
と
い
う
指
摘）
₂（
（

が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

た
だ
こ
れ
に
つ
い
て
も
、基
準
を
ど
こ
に
置
く
か
に
恣
意
が
介
在
す
る
余
地
が
あ
る
。
生
命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
に
つ
い
て
考
え
る
際
、

生
命
維
持
装
置
に
よ
っ
て
生
存
し
て
い
る
状
態
を
基
準
と
す
れ
ば
、
装
置
を
取
り
外
す
こ
と
は
死
へ
と
向
か
う
因
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
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な
る
。
と
こ
ろ
が
、
生
命
維
持
装
置
が
な
け
れ
ば
死
に
至
る
よ
う
な
病
状
で
あ
る
患
者
に
つ
い
て
、
死
へ
と
向
か
う
因
果
が
す
で
に
発
生
し

て
い
る
も
の
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
生
命
維
持
装
置
の
継
続
的
な
使
用
を
や
め
る
こ
と
は
、
既
存
の
因
果
を
放
置
す
る
こ
と
と
評
価
さ
れ
る
。

　

イ　

法
益
の
悪
化
の
有
無

　

法
益
保
護
が
刑
法
の
目
的
で
あ
る
以
上
、
そ
の
解
釈
も
法
益
と
の
関
係
で
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
見
解
で
あ
る
。
法
益
を
﹁
悪
化
さ

せ
る
﹂
の
が
作
為
で
、
法
益
を
﹁
好
転
さ
せ
な
い
﹂
の
が
不
作
為
で
あ
る
と
解
す
る）
₂₂
（

。

　

こ
れ
も
ア
と
同
様
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
生
命
維
持
装
置
を
つ
け
て
生
存
し
て
い
る
状
態
を
基
準
と
し
て
考
え
る
と
、
生
命
維
持
装
置

の
取
り
外
し
は
法
益
を
悪
化
さ
せ
る
と
評
価
す
る
こ
と
に
な
る）
₂₃
（

し
、
死
へ
と
向
か
う
法
益
状
態
を
生
命
維
持
装
置
の
使
用
に
よ
り
継
続
的
に

好
転
さ
せ
続
け
て
い
た
の
だ
と
捉
え
る
と
、
そ
れ
を
や
め
る
こ
と
は
法
益
を
好
転
さ
せ
な
い
も
の
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
の
意

味
で
、
ア
同
様
こ
の
見
解
も
、
確
か
に
説
明
自
体
は
的
を
射
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
事
象
が
作
為
で
あ
る
か
不
作
為
で
あ
る
か
と
い

う
問
い
に
そ
れ
だ
け
で
答
え
ら
れ
る
も
の
に
ま
で
は
昇
華
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㈢
　
規
範
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解

　

ア　

非
難
可
能
性
の
重
点

　

の
ち
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
で
は
定
着
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
が
こ
の
見
解
で
あ
る
。
作
為
と
も
不
作
為
と

も
解
釈
し
う
る
場
合
、
非
難
可
能
性
が
作
為
と
不
作
為
の
ど
ち
ら
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
で
判
断
す
る
と
い
う
も
の）
₂₄
（

で
あ
る
。
㈠
㈡
と
異
な

り
、﹁
作
為
の
側
面
と
不
作
為
の
側
面
の
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
正
面
か
ら
応
え
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
非
難
可
能
性
の
重
点
が
ど
ち
ら
に
あ
る
か
と
い
う
判
断
は
明
確
性
に
欠
け
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
お
り）
₂₅
（

、
こ
れ
に
応
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え
る
よ
う
に
、
非
難
可
能
性
の
重
点
公
式
を
よ
り
理
論
的
に
詰
め
よ
う
と
い
う
学
説
上
の
努
力
も
な
さ
れ
て
い
る）
₂₆
（

。

　

イ　

社
会
的
意
味

　

非
難
可
能
性
の
重
点
説
に
類
す
る
も
の
と
し
て
、
社
会
的
意
味
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。E

b. Schm
idt

は
行
為
の
社
会
的
意
味
が
直
接
的
な

結
果
惹
起
か
、
結
果
の
不
防
止
か
に
よ
っ
て
作
為
と
不
作
為
を
振
り
分
け
よ
う
と
し
た）
₂（
（

。
し
か
し
、
こ
の
見
解
も
非
難
可
能
性
の
重
点
説
と

同
様
、
そ
の
不
明
確
性
が
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る）
₂（
（

。

㈣
　
作
為
の
優
先

　

こ
う
し
た
議
論
の
中
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
が
疑
わ
し
い
場
合
に
は
、
作
為
犯
を
優
先
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解）
₂₉
（

が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
作
為
優
先
の
発
想
は
わ
が
国
で
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る）
₃（
（

。
立
法
者
は
本
来
作
為
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
作
為
の

当
罰
性
は
不
作
為
の
そ
れ
に
勝
る
。
そ
の
た
め
、
あ
く
ま
で
作
為
が
原
則
で
あ
っ
て
、
作
為
犯
が
認
定
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
初
め
て
不
作

為
が
問
題
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
は
じ
め
に
検
討
対
象
か
ら
除
外
し
た
と
こ
ろ
の
経
時
的
な
作
為
犯
か
不
作
為
犯
か
の
問
題
に
お
い
て
用
い
る
と
し

た
ら
、
有
効
に
働
く
で
あ
ろ
う
。
明
白
に
作
為
と
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
る
行
為
と
、
明
白
に
不
作
為
と
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
る
行
為
が
、

時
系
列
的
に
異
な
る
時
点
で
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
ど
ち
ら
を
問
責
対
象
と
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
作
為
と
不
作
為
の
両
方
が
あ

る
な
ら
ば
作
為
の
方
を
問
責
対
象
と
す
べ
し
、
と
い
う
回
答
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
よ
う
に
あ
く
ま
で

そ
れ
は
問
責
対
象
の
確
定
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
問
責
対
象
と
さ
れ
る
そ
の
行
為
が
作
為
な
の
か
不
作
為
な
の
か
と
い
う
判
断
は
、
別
途
何

ら
か
の
基
準
で
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
本
稿
が
論
じ
よ
う
と
す
る
、
同
時
的
な
作
為
か
不
作
為
か
の
問
題
な
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で
は
、
同
時
的
な
作
為
か
不
作
為
か
の
問
題
に
こ
の
見
解
を
当
て
は
め
た
場
合
、﹁
作
為
と
不
作
為
の
区
別
が
疑
わ
し
い
﹂
か
否
か
は
、

何
を
も
っ
て
決
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
逆
に
、
区
別
が
疑
わ
し
く
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
明
白
に
作
為
な
い
し
不
作
為
で
あ
る
と
言
い
切
る

こ
と
の
で
き
る
場
合
に
は
、
何
を
も
っ
て
そ
う
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の
区
別
基
準
で
も
っ

て
作
為
と
不
作
為
を
区
別
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る）
₃₂
）（
₃（
（

。
す
な
わ
ち
こ
の
見
解
は
あ
く
ま
で
、
何
ら
か
の
基
準
で
作
為
と
不
作
為
を
区
別
し

よ
う
と
し
た
際
に
、
そ
の
区
別
が
困
難
な
例
が
生
じ
た
な
ら
ば
作
為
を
優
先
す
る
と
い
う
程
度
の
補
助
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
の
意
味

し
か
持
た
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
作
為
の
優
先
を
説
く
見
解
は
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
基
準
を
定
立
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
こ
れ
を
他

の
区
別
基
準
に
つ
い
て
の
見
解
と
並
列
的
に
論
じ
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。

２　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
を
重
視
し
な
い
見
解

　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
を
そ
も
そ
も
重
視
し
な
い
有
力
な
見
解
も
存
在
す
る
。
い
わ
ゆ
る
管
轄
論
で
あ
る
。

　

自
由
な
人
格
が
自
身
に
関
す
る
自
立
し
た
処
理
権
限
を
有
す
る
引
替
え
と
し
て
、
人
は
自
身
の
管
轄
が
他
の
人
格
に
と
っ
て
危
険
な
も
の

で
な
い
よ
う
配
慮
す
る
義
務
を
負
う
。
こ
れ
は
特
別
な
法
的
義
務
で
は
な
く
、
本
来
的
義
務
で
あ
る
。
自
己
の
組
織
化
領
域
か
ら
生
じ
た
危

険
は
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
危
険
を
取
り
除
く
義
務
を
果
た
す
た
め
の
手
段
は
重
要
で
は
な
い
。﹁
歩
行
者

に
ぶ
つ
か
る
な
﹂
と
い
う
禁
止
が
あ
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
を
ブ
レ
ー
キ
を
踏
む
こ
と
で
遵
守
す
る
か
、
車
が
止
ま
る
の
に
任
せ
て
何
も
せ
ず

遵
守
す
る
か
は
、
刑
法
の
関
心
の
外
に
あ
る
。
作
為
か
不
作
為
か
は
問
題
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
キ
ー
概
念
は
﹁
管
轄
﹂
で
あ
る
と
考
え
る

の
で
あ
る）
₃₃
（

。
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裁
判
例
の
検
討

　

こ
う
し
た
学
説
の
状
況
の
中
、
裁
判
例
は
ど
の
よ
う
に
作
為
と
不
作
為
を
区
別
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
先
述
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
は
非
難

可
能
性
の
重
点
を
基
準
と
し
て
作
為
と
不
作
為
を
区
別
す
る
手
法
が
既
に
定
着
し
て
い
る
が
、
日
本
の
裁
判
例
は
何
ら
か
の
基
準
を
明
示
し

て
そ
れ
が
定
着
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
も
そ
も
、
不
作
為
処
罰
が
そ
の
要
件
お
よ
び
任
意
的
減
軽
と
い
う
効
果
と
と
も
に
明
文
化

さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
ほ
ど
、
日
本
で
は
作
為
か
不
作
為
か
が
重
大
な
争
点
と
な
る
機
会
は
多
く
な
い
。
そ
こ
で
、
具
体
的
な
ド
イ
ツ
の
判
例

を
い
く
つ
か
簡
単
に
見
た
上
で
、
ド
イ
ツ
と
は
事
情
が
異
な
る
日
本
に
お
け
る
裁
判
例
を
い
く
つ
か
検
討
す
る
。

㈠
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
裁
判
例
の
状
況

　

ア　

母
親
の
外
出
行
為
︱
︱
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
九
九
年
八
月
一
七
日
決
定
（B

G
H

 N
StZ

 1999,607.

））
₃₄
（

︻
事
案
の
概
要
︼

　

 　

母
親
で
あ
る
被
告
人
は
、三
歳
の
娘
が
以
前
コ
ン
ロ
（D

ie H
erdplatten

）
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

何
ら
の
予
防
措
置
を
も
と
ら
な
い
ま
ま
娘
を
一
人
家
に
置
き
去
り
に
し
て
長
時
間
外
出
し
た
。
娘
は
被
告
人
の
外
出
し
て
い
る
間
に
や
は

り
コ
ン
ロ
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
、
こ
れ
に
よ
り
火
災
が
生
じ
、
娘
は
死
亡
し
た
。
被
告
人
は
過
失
致
死
と
失
火
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。

︻
裁
判
所
の
判
断
︼

　

 　

地
方
裁
判
所
は
被
告
人
の
外
出
行
為
を
作
為
と
捉
え
有
罪
と
し
た
。
一
方
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
地
方
裁
判
所
が
何
ら
の
検
討
も
せ
ず
当
然
に
こ

の
外
出
行
為
を
捉
え
て
作
為
犯
と
し
て
構
成
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
地
方
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
本
件
被
告
人
の
行

為
は
、
家
か
ら
出
て
い
く
作
為
と
と
る
余
地
も
あ
れ
ば
、
子
を
監
視
し
た
り
、
安
全
な
措
置
を
講
じ
た
り
す
る
と
い
う
作
為
を
怠
っ
た
不

作
為
と
と
る
余
地
も
あ
る
と
し
、
不
作
為
で
あ
れ
ば
ド
イ
ツ
刑
法
一
三
条
二
項
に
よ
り
任
意
的
減
軽
の
対
象
と
な
る
の
だ
か
ら
、
作
為
か
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不
作
為
か
は
十
分
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、﹁
作
為
か
不
作
為
か
と
い
う
問
い
を
決
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
行
為
者
の
ふ
る
ま
い
の
重
点
が
問
題
と
な
る
﹂
と
し
、
区
別
問
題
に
あ
た
っ
て
は
非
難
可
能
性
の
重
点
説
を
採
用
す

る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、﹁（
外
出
す
る
こ
と
は
、）
他
の
方
法
に
よ
る
監
督
的
な
配
慮
を
す
る
⋮
⋮
な
ど
を
し
な
い
と
い

う
不
作
為
が
な
け
れ
ば
、
非
侵
害
的
で
あ
る
﹂
と
言
及
し
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
は
﹁
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
﹂
と
述
べ

て
い
る
。

︻
検
討
︼

　

 　

過
失
犯
の
事
例
で
は
あ
る
も
の
の
、
も
っ
と
も
典
型
的
で
わ
か
り
や
す
い
例
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
母
親
で
あ
る
被
告
人
は
身
体
的
活

動
で
も
っ
て
外
出
行
為
を
行
っ
て
い
る
か
ら
、
身
体
の
動
静
に
の
み
着
目
す
る
と
そ
れ
は
作
為
と
評
価
で
き
そ
う
で
あ
る
。
地
方
裁
判
所

は
実
際
に
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
の
だ
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
そ
れ
を
検
討
不
十
分
と
し
た
。
確
か
に
、
被
告
人
は
外
出
行
為
と
い
う
作
為
を
行

い
な
が
ら
、
同
時
に
監
督
な
ど
の
安
全
措
置
を
講
じ
な
い
と
い
う
不
作
為
を
も
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
外
出
し
た
こ
と
自
体

は
、﹁
安
全
措
置
を
講
じ
る
﹂
と
い
う
作
為
を
全
う
し
た
上
で
な
ら
ば
何
ら
危
険
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、﹁
安
全
措
置
を
講
じ
る
﹂
と

い
う
作
為
を
し
な
い
限
り
、
外
出
し
て
も
、
外
出
は
せ
ず
に
寝
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
に
有
意
的
な
差
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
非
難
可
能

性
の
重
点
は
外
出
と
い
う
作
為
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
作
為
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
、
安
全
措
置
を
講
じ
な
い
と
い
う
不
作
為
に
こ
そ

認
め
ら
れ
る
。

　

 　

学
説
は
本
件
に
つ
き
、
具
体
的
な
事
案
と
の
関
係
で
有
罪
・
無
罪
の
結
論
は
分
か
れ
る
も
の
の
、
本
件
外
出
行
為
を
不
作
為
と
捉
え
る

こ
と
に
つ
い
て
は
概
ね
一
致
し
て
い
る
。
新
過
失
論
の
立
場
か
ら
考
え
た
時
に
、
そ
も
そ
も
過
失
犯
に
作
為
・
不
作
為
の
区
別
が
必
要
で

あ
る
か
否
か
は
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
、
本
件
は
ド
イ
ツ
の
非
難
可
能
性
の
重
点
説
の
実
務
上
の
運
用
が
明
確
に
見
て
と
れ
る

典
型
例
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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イ　

山
羊
の
毛
事
件
︱
︱
Ｒ
Ｇ
一
九
二
九
年
四
月
二
三
日
判
決
（R

G
St.63,211.

））
₃₅
（

︻
事
案
の
概
要
︼

　

 　

被
告
人
は
刷
毛
の
製
造
工
場
の
工
場
主
で
あ
り
、
中
国
山
羊
の
毛
を
輸
入
し
、
労
働
者
に
加
工
さ
せ
て
い
た
。
被
告
人
は
山
羊
の
毛
の

販
売
業
者
か
ら
山
羊
の
毛
を
買
い
受
け
る
際
、
必
ず
消
毒
す
べ
き
旨
伝
え
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
怠
り
、
山
羊
の
毛
を
労

働
者
に
引
き
渡
し
た
。
山
羊
の
毛
は
炭
疽
菌
に
侵
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
五
人
の
労
働
者
が
炭
疽
病
に
罹
患
し
、
う
ち
四
人
が
死
亡

し
た
。
被
告
人
は
四
件
の
過
失
致
死
罪
と
一
件
の
過
失
致
傷
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。

︻
裁
判
所
の
判
断
︼

　

 　

参
審
裁
判
所
は
被
告
人
を
有
罪
と
し
た
が
、
控
訴
審
は
、
消
毒
し
て
い
れ
ば
炭
疽
菌
に
感
染
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
立
証

さ
れ
て
い
な
い
と
し
、
因
果
関
係
の
観
点
か
ら
無
罪
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
Ｒ
Ｇ
は
、
消
毒
し
て
い
れ
ば
炭
疽
菌
に
感
染
し
な
か
っ
た
と

は
言
い
切
れ
な
い
と
し
て
も
、
炭
疽
菌
に
感
染
す
る
こ
と
が
直
ち
に
死
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
消
毒
に
よ
っ
て
炭
疽
病
が
軽
い
経

過
を
辿
り
死
に
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
る
余
地
が
残
る
の
だ
か
ら
、そ
の
点
を
も
含
め
て
吟
味
し
な
お
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

︻
検
討
︼

　

 　

本
件
は
、
因
果
関
係
が
問
題
に
な
っ
た
裁
判
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
案
は
、
先
行
す
る
消
毒
の
不
作
為
と
、
後
続
す
る
山
羊
の

毛
の
引
き
渡
し
と
い
う
作
為
の
ど
ち
ら
を
問
責
対
象
と
す
る
か
と
い
う
、
経
時
的
な
﹁
作
為
犯
か
不
作
為
犯
か
﹂
と
い
う
問
い
が
妥
当
す

る
も
の
で
も
あ
る
。

　

 　

こ
う
し
た
経
時
的
な
﹁
作
為
犯
か
不
作
為
犯
か
﹂
と
い
う
問
題
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
本
稿
の
射
程
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
し
か

し
、
非
難
可
能
性
の
重
点
公
式
は
、
同
時
的
な
区
別
問
題
の
み
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
経
時
的
な
区
別
問
題
に
も
全
く
同
じ
よ
う
に
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
あ
る
種
の
共
通
原
理
と
し
て
運
用
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
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と
こ
ろ
が
、
本
件
は
非
難
可
能
性
の
重
点
説
の
汎
用
性
を
表
す
一
方
で
、
非
難
可
能
性
の
重
点
説
が
い
か
に
曖
昧
な
基
準
で
あ
る
か
を

示
し
て
し
ま
う
も
の
で
も
あ
る
。
非
難
可
能
性
の
重
点
説
を
初
め
て
提
唱
し
た
と
い
わ
れ
るM

ezger

は
、
本
件
に
つ
い
て
不
作
為
犯
と

い
う
結
論
を
示
し
て
い
た
が）
₃₆
（

、
一
方
で
多
く
の
学
説
が
重
点
説
に
則
っ
て
作
為
犯
と
の
結
論
を
導
い
て
い
る）
₃（
（

。﹁
非
難
可
能
性
の
重
点
が

い
ず
れ
に
向
け
ら
れ
る
か
﹂
と
い
う
判
断
は
、
そ
の
評
価
の
根
拠
を
示
す
こ
と
が
難
し
く
、
結
局
属
人
的
な
価
値
判
断
で
﹁
重
点
は
こ
ち

ら
に
あ
る
﹂
と
断
ず
る
見
解
同
士
の
水
掛
け
論
に
陥
る
の
で
あ
る
。

　

 　

本
件
は
直
接
作
為
か
不
作
為
か
が
問
題
と
さ
れ
た
裁
判
例
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
難
可
能
性
の
重
点
説
の
利
点
（
汎
用
性
）

と
弱
点
（
曖
昧
性
）
を
同
時
に
見
て
と
れ
る
事
案
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

ウ　

プ
ッ
ツ
判
決
（
人
工
的
栄
養
補
給
処
置
の
中
止
）
︱
︱
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
〇
年
六
月
二
五
日
判
決
（B

G
H

St.55,191.

））
₃（
（

︻
事
案
の
概
要
︼

　

 　

被
害
者
で
あ
る
Ｋ
は
、
健
康
な
時
分
、
家
族
に
対
し
、﹁
意
識
不
明
と
な
り
も
は
や
何
も
話
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
よ
う
な
場
合
、

人
工
的
な
栄
養
補
給
及
び
人
工
呼
吸
の
よ
う
な
延
命
処
置
を
希
望
し
な
い
﹂﹁
い
く
つ
も
の
管
に
接
続
さ
れ
た
状
態
に
は
し
な
い
で
ほ
し

い
﹂
な
ど
と
伝
え
て
い
た
。
Ｋ
は
脳
出
血
に
よ
り
昏
睡
状
態
に
陥
り
、
老
人
養
護
施
設
に
お
い
て
胃
瘻
に
よ
り
腹
壁
を
通
じ
て
栄
養
補
給

を
行
う
身
と
な
っ
た
。
Ｋ
の
子
で
あ
る
Ｇ
お
よ
び
Ｐ
・
Ｋ
は
、
Ｋ
の
世
話
人
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
た
職
業
世
話
人
に
対
し
、
胃
瘻
の
取

り
外
し
に
よ
る
治
療
中
止
を
本
人
が
望
ん
で
い
る
旨
を
伝
え
る
も
、
職
業
世
話
人
は
そ
れ
が
文
書
と
し
て
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由

に
胃
瘻
の
取
り
外
し
を
拒
否
し
た
。
こ
の
こ
ろ
、
被
告
人
で
あ
るP

utz
弁
護
士
が
Ｇ
や
Ｐ
・
Ｋ
の
委
任
を
受
け
る
。

　

 　

や
が
て
世
話
人
が
Ｋ
の
子
で
あ
る
Ｇ
お
よ
び
Ｐ
・
Ｋ
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
改
め
て
治
療
中
止
に
つ
い
て
老
人
養
護
施
設
の
施
設
長
や

職
員
、
担
当
医
と
協
議
し
た
。
施
設
長
や
職
員
は
こ
れ
に
反
対
し
た
た
め
、
妥
協
案
と
し
て
栄
養
や
水
分
の
補
給
を
中
止
・
制
限
し
、
必
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要
な
緩
和
ケ
ア
に
移
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

 　

と
こ
ろ
が
、
や
が
て
施
設
が
栄
養
補
給
の
再
開
を
決
定
し
た
。
こ
の
時
点
で
Ｋ
の
回
復
は
絶
望
的
で
あ
り
、
Ｇ
が
被
告
人
に
相
談
し
た

と
こ
ろ
、
被
告
人
は
胃
瘻
の
管
の
切
断
を
進
言
し
、
新
し
い
胃
瘻
の
管
を
挿
入
す
る
権
限
は
ど
の
病
院
に
も
な
い
は
ず
で
あ
る
旨
助
言
し

た
。
こ
れ
を
受
け
て
Ｇ
は
胃
瘻
の
管
を
切
断
し
た
。
直
後
に
施
設
職
員
が
こ
れ
を
発
見
し
、Ｋ
は
新
た
に
胃
瘻
の
造
設
手
術
を
受
け
た
が
、

二
週
間
後
、
病
気
を
原
因
と
し
て
自
然
死
し
た
。

　
　

被
告
人
は
Ｇ
と
と
も
に
、
故
殺
未
遂
で
起
訴
さ
れ
た
。

︻
裁
判
所
の
判
断
︼

　

 　

地
方
裁
判
所
は
被
告
人
の
行
為
を
積
極
的
な
作
為
に
よ
る
故
殺
未
遂
と
し
、
執
行
猶
予
付
き
の
自
由
刑
に
処
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｂ

Ｇ
Ｈ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
。

　

 　

許
さ
れ
る
臨
死
介
助
と
可
罰
的
な
殺
人
を
作
為
と
不
作
為
の
自
然
主
義
的
な
区
別
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
る
の
は
有
意
義
で
は
な
い
。
人

工
呼
吸
器
の
停
止
の
よ
う
な
事
実
的
積
極
的
な
行
為
を
﹁
消
極
的
臨
死
介
助
﹂
と
し
て
法
的
に
正
当
化
す
る
た
め
に
﹁
規
範
的
な
理
解
に

お
け
る
不
作
為
﹂
と
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
正
当
に
批
判
さ
れ
、
独
断
的
な
許
さ
れ
ざ
る
﹁
技
巧
﹂
と
し
て
拒
否
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
よ
う
な
積
極
的
な
作
為
の
規
範
的
な
不
作
為
と
い
う
価
値
評
価
の
転
換
は
、
眼
前
の
問
題
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の

も
、
本
質
的
及
び
社
会
的
な
意
味
に
よ
れ
ば
、﹁
治
療
の
中
止
﹂
は
、
単
な
る
無
為
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
（
治

療
の
中
止
）
は
、
む
し
ろ
殆
ど
均
衡
し
て
、
多
数
の
積
極
的
・
消
極
的
行
為
を
含
み
う
る
。
そ
れ
ら
（
積
極
的
・
消
極
的
行
為
）
を
整
理

す
る
こ
と
は
、
刑
法
一
三
条
の
不
作
為
犯
に
関
す
る
学
説
や
判
例
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
た
基
準
に
よ
る
と
困
難
で
あ
り
、
一
部
（
の
ケ

ー
ス
）
は
単
な
る
運
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
医
療
的
処
置
の
終
結
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
行
為
を
規

範
的
で
価
値
評
価
的
な
治
療
の
中
止
と
い
う
上
位
概
念
の
下
に
統
合
す
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
り
、
不
可
欠
で
あ
る
。
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︻
検
討
︼

　

 　

従
来
、
治
療
を
拒
む
患
者
の
意
思
決
定
を
尊
重
し
て
治
療
を
中
止
す
る
行
為）
₃₉
（

に
つ
い
て
は
、
実
務
上
こ
れ
を
﹁
作
為
に
よ
る
不
作
為
﹂

な
い
し
﹁
規
範
的
意
味
に
お
け
る
不
作
為
﹂
な
ど
と
称
し
、
不
作
為
犯
と
し
て
扱
い
、
作
為
義
務
を
否
定
す
る
こ
と
で
処
罰
を
回
避
す
る

方
法
を
と
っ
て
き
た）
₄（
（

。
患
者
の
自
己
決
定
権
の
尊
重
の
観
点
か
ら
処
罰
す
べ
き
で
な
い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
不
可
罰
と
す
る
た
め

の
一
種
の
技
巧
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
非
難
可
能
性
の
重
点
公
式
が
活
き
て
く
る
。
例
え
ば
人
工
呼
吸
器
の
取
り
外
し
を
考
え
る
と
き
に
、

﹁
取
り
外
し
﹂
と
い
う
作
為
と
﹁
治
療
し
な
い
﹂
と
い
う
不
作
為
の
ど
ち
ら
を
採
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
、
非
難
可
能
性
の
重
点
公
式

は
そ
の
曖
昧
性
ゆ
え
に
、﹁
非
難
可
能
性
の
重
点
が
治
療
を
し
な
い
と
い
う
不
作
為
に
向
け
ら
れ
る
﹂
と
の
一
言
で
、
こ
れ
を
不
作
為
犯

に
す
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
処
罰
す
べ
き
で
な
い
も
の
を
処
罰
し
な
い
た
め
に
、
そ
の
政
策
的
意
図
に
沿
っ
た
結
論
を
導

く
こ
と
が
で
き
る
。

　

 　

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
技
巧
的
に
過
ぎ
る
と
の
疑
義
が
絶
え
な
か
っ
た）
₄（
（

。
こ
の
状
況
を
打
破
し
、
作
為
・
不
作
為

を
問
わ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
決
定
権
の
尊
重
・
推
定
的
同
意
論
の
問
題
へ
と
舵
を
切
っ
た
の
が
本
判
例
で
あ
る）
₄₂
（

。
消
極
的
臨
死
介
助
の
事

案
に
つ
き
、
作
為
と
不
作
為
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
推
定
的
同
意
論
を
用
い
て
解
決
す
る
方
向
へ
転
換
し
た
も
の
で
、
大
い
に
注
目
さ

れ
る
。
非
難
可
能
性
の
重
点
公
式
が
、
臨
死
介
助
の
領
域
に
お
い
て
果
た
し
て
い
た
歴
史
的
役
割
を
終
え
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

エ　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
裁
判
例
の
状
況
の
検
討

　

以
上
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
非
難
可
能
性
の
重
点
公
式
と
い
う
、
規
範
的
要
素
を
重
視
し
て
作
為
と
不

作
為
を
区
別
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
然
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解
、
す
な
わ
ち
自
然
的
な
事
象
そ
の
も
の
か
ら
作
為
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と
不
作
為
を
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
結
果
、評
価
の
問
題
へ
と
脱
出
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
に
そ
う
す
る
こ
と
で
、﹁
作
為
か
不
作
為
か
﹂
と
い
う
問
い
に
正
面
か
ら
答
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
時
的
な
区
別

問
題
に
も
経
時
的
な
区
別
問
題
に
も
全
く
同
じ
理
論
で
対
応
で
き
る
と
い
う
点
で
汎
用
性
も
あ
る
。
自
然
的
問
題
か
ら
規
範
的
・
評
価
的
問

題
へ
と
脱
出
し
た
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
り
、
ま
た
こ
れ
が
実
務
上
定
着
し
て
い
る
の
も
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
評
価
の
問
題
は
極
め
て
曖
昧
な
も
の
で
、
恣
意
的
な
運
用
が
可
能
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
の
柔
軟
性
ゆ
え
に
、
臨
死
介
助
の
よ

う
な
、
処
罰
す
べ
き
で
な
い
も
の
を
処
罰
し
な
い
た
め
の
い
わ
ば
方
便
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
実
務
上
意
義
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
臨
死
介
助
も
今
や
患
者
の
自
己
決
定
の
問
題
と
し
て
捉
え
な
お
さ
れ
て
い
る
。
非
難
可
能
性
の
重
点
公
式
を
今
後
維
持

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
さ
ら
に
理
論
化
し
、
明
確
な
も
の
に
洗
練
し
て
い
く
努
力
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

㈡
　
日
本
に
お
け
る
裁
判
例
の
状
況

　

日
本
は
ド
イ
ツ
と
異
な
り
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
が
裁
判
上
争
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
の
中
で
も
、
作
為
か
不
作
為
か
が
争
わ
れ

た
事
案
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
を
簡
単
に
検
討
す
る
。

　

ア　

佐
賀
地
判
平
成
一
九
年
二
月
二
八
日
（L

E
X

/D
B　

28135252

）

︻
事
実
の
概
要
︼

　

 　

平
成
一
八
年
五
月
二
〇
日
午
後
五
時
一
〇
分
ご
ろ
、被
告
人
が
運
転
す
る
普
通
貨
物
自
動
車
が
被
害
者
の
運
転
す
る
自
転
車
と
衝
突
し
、

被
害
者
は
頭
が
い
骨
骨
折
等
の
傷
害
を
負
い
、
頭
部
か
ら
大
量
に
出
血
し
た
。
被
告
人
は
車
を
降
り
て
被
害
者
を
抱
え
車
の
助
手
席
側
に

運
び
込
ん
だ
。
そ
し
て
被
告
人
は
事
故
を
隠
ぺ
い
す
る
た
め
、
被
害
者
の
自
転
車
を
草
む
ら
に
投
棄
し
た
。

　

 　

被
告
人
は
車
を
運
転
し
て
Ｂ
森
林
公
園
管
理
車
道
に
進
入
・
停
車
し
、
同
日
午
後
五
時
二
〇
分
ご
ろ
、
被
害
者
を
運
び
出
し
山
道
を
五
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〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
み
、
杉
の
木
の
下
付
近
の
地
面
の
上
に
、
被
害
者
の
身
体
を
横
た
え
、
遺
棄
し
た
。

　

 　

な
お
、
翌
二
一
日
午
前
一
時
三
〇
分
ご
ろ
、
被
害
者
の
実
兄
が
本
件
遺
棄
現
場
で
被
害
者
を
発
見
し
、
被
害
者
は
病
院
に
救
急
搬
送
さ

れ
一
命
を
取
り
留
め
た
が
、
二
四
日
間
の
入
院
と
そ
の
後
の
通
院
治
療
お
よ
び
リ
ハ
ビ
リ
の
継
続
が
必
要
と
な
っ
た
。

　

 　

こ
れ
に
つ
い
て
、
検
察
側
は
被
害
者
を
事
故
現
場
か
ら
連
れ
去
り
遺
棄
現
場
に
置
き
去
っ
た
と
い
う
行
為
を
一
連
の
作
為
に
よ
る
殺
人

の
実
行
行
為
と
し
て
構
成
し
、
対
す
る
弁
護
側
は
、
本
件
実
行
行
為
は
﹁
被
害
者
を
病
院
に
連
れ
て
行
か
ず
に
置
き
去
り
に
し
た
﹂
と
い

う
不
作
為
で
あ
り
、
作
為
義
務
の
認
定
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

︻
裁
判
所
の
判
断
︼

　
　

裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
作
為
に
よ
る
殺
人
の
実
行
行
為
性
を
認
め
た
。

　

 　
﹁
本
件
事
故
に
よ
り
重
傷
を
負
っ
た
が
ま
だ
生
き
て
お
り
、
医
師
に
よ
る
緊
急
治
療
の
必
要
が
あ
る
被
害
者
を
、
自
己
の
車
に
乗
せ
て

搬
送
し
、
夜
間
の
気
温
が
低
く
、
通
常
で
は
発
見
・
救
出
が
極
め
て
困
難
な
杉
林
の
中
に
運
び
込
み
、
不
衛
生
な
状
態
の
ま
ま
置
い
て
立

ち
去
っ
た
被
告
人
の
行
為
は
、
医
師
に
よ
る
緊
急
治
療
の
機
会
を
奪
い
、
頭
部
の
重
傷
を
進
行
・
増
悪
さ
せ
た
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
耗
に

よ
り
免
疫
力
を
低
下
さ
せ
た
り
、
傷
口
か
ら
菌
が
侵
入
し
髄
膜
炎
や
感
染
症
を
引
き
起
こ
し
た
り
す
る
お
そ
れ
が
強
い
。
こ
れ
は
被
害
者

の
生
命
侵
害
の
危
険
性
を
死
が
確
実
と
言
え
る
ほ
ど
に
高
め
る
と
い
う
点
で
、
被
害
者
の
生
命
に
対
す
る
新
た
で
重
大
な
危
険
性
を
生
じ

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
医
学
的
見
地
の
み
な
ら
ず
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
も
，
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
⋮ 

そ
う
す
る
と
、
被

告
人
の
行
為
は
、
被
害
者
の
死
亡
の
結
果
を
引
き
起
こ
す
定
型
的
危
険
性
を
十
分
に
備
え
た
行
為
で
あ
り
、
客
観
的
に
は
、
殺
人
の
実
行

行
為
に
該
当
す
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

︻
検
討
︼

　

 　

被
告
人
の
行
為
を
作
為
と
認
定
し
た
基
準
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
お
そ
ら
く
、
病
院
に
搬
送
す
る
な
ど
の
行
為
を
し
な
か
っ



（　
　
　
　

）

作
為
と
不
作
為
の
区
別

同
志
社
法
学　

六
九
巻
五
号�

二
一
九

一
七
九
七

た
こ
と
で
は
な
く
、
杉
林
に
移
置
し
た
こ
と
こ
そ
が
、
本
件
の
危
険
の
創
出
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
医
師
の
緊
急
治
療
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
怪
我
の
進
行
、
免
疫
力
低
下
は
、
む
し
ろ
不
救
助
に
よ
る
結
果
で
は
な
い
か
。

一
方
、
傷
口
か
ら
菌
が
侵
入
す
る
お
そ
れ
に
つ
い
て
は
杉
林
と
い
う
不
衛
生
な
場
に
移
し
た
こ
と
自
体
か
ら
生
じ
る
危
険
で
あ
る
。
こ
れ

が
決
定
的
だ
と
い
う
の
な
ら
作
為
犯
で
問
題
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
杉
林
に
置
き
去
り
に
す
る
と
い
う
行
為
自
体
か
ら
生
じ
た
わ
け

で
は
な
い
免
疫
低
下
や
治
療
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
も
理
由
に
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る）
₄₃
（

。
ま
た
、
従
来
事
故
を
起
こ
し
た

後
、
車
内
に
引
き
入
れ
、
そ
の
後
、
車
か
ら
降
ろ
し
て
放
置
し
た
と
い
う
交
通
事
故
の
ケ
ー
ス
は
、
先
行
行
為
を
伴
う
不
真
正
不
作
為
犯

と
し
て
扱
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た）
₄₄
（

が
、
そ
う
い
っ
た
例
と
矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

イ　

東
京
高
判
平
成
二
〇
年
一
〇
月
七
日
（
東
高
刑
時
報
五
九
巻
一
～
一
二
号
一
〇
六
頁
）

︻
事
案
の
概
要
︼

　

 　

暴
力
団
組
長
Ａ
と
組
員
被
告
人
は
、
平
成
一
九
年
三
月
二
二
日
午
前
二
時
三
〇
分
頃
か
ら
午
前
四
時
頃
ま
で
の
間
、
組
員
Ｂ
の
言
動
に

腹
を
立
て
、
金
属
製
警
棒
で
多
数
回
殴
打
す
る
な
ど
の
暴
行
を
加
え
て
重
傷
を
負
わ
せ
た
。
そ
し
て
、
自
動
車
の
ト
ラ
ン
ク
内
に
Ｂ
を
閉

じ
込
め
た
ま
ま
、
車
で
一
五
分
ほ
ど
の
場
所
に
あ
る
体
育
館
駐
車
場
に
連
行
し
、
そ
こ
で
着
衣
を
無
理
や
り
脱
が
し
、
再
度
ト
ラ
ン
ク
に

閉
じ
込
め
て
次
は
ｅ
広
場
ま
で
連
行
し
た
。
被
告
人
ら
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
意
思
を
通
じ
あ
っ
て
、
暴
行
の
発
覚
を
隠
ぺ
い
す
る
た
め
、

Ｂ
の
頭
部
等
の
重
傷
が
悪
化
し
て
死
亡
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
や
む
な
し
と
考
え
、
救
護
措
置
を
講
じ
る
こ
と
な
く
放
置
し
て

殺
害
し
よ
う
と
考
え
、
同
日
午
前
五
時
三
〇
分
ご
ろ
、
ｅ
広
場
に
お
い
て
Ａ
が
Ｂ
の
身
体
を
数
回
足
蹴
に
す
る
暴
行
を
加
え
た
上
、
Ｂ
を

同
市
に
あ
る
駐
車
場
ま
で
連
行
し
、
同
日
午
前
六
時
ご
ろ
、
Ｂ
を
ト
ラ
ン
ク
内
に
閉
じ
込
め
た
状
態
で
駐
車
場
に
放
置
し
、
そ
の
結
果
、

Ｂ
を
外
傷
性
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
。
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︻
裁
判
所
の
判
断
︼

　

  一）　

原
審）
₄₅
（

の
判
断

　
　

事
実
認
定
に
お
い
て
、
原
審
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
被
告
人
に
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
た
。

　

 ﹁
こ
の
時
点
（
引
用
者
注
・
ｅ
広
場
に
到
着
し
た
時
点
）
で
、
Ｂ
は
低
温
度
の
外
気
に
さ
ら
さ
れ
続
け
て
い
た
た
め
容
態
が
悪
化
し
て
い

た
も
の
の
、
直
ち
に
最
寄
り
の
病
院
に
搬
送
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
師
の
適
切
な
治
療
を
受
け
さ
せ
て
救
護
す
れ
ば
死
亡
の
結
果
を
防
止

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
被
告
人
ら
は
認
識
し
て
お
り
、
同
人
ら
に
は
、
Ｂ
の
着
衣
を
脱
が
せ
る
な
ど
し
て
容
態
を

悪
化
さ
せ
る
行
為
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｂ
に
適
切
な
治
療
を
受
け
さ
せ
る
な
ど
し
て
救
護
し
、
そ
の
生
命
を
維
持
す
べ
き
義
務
が
あ

っ
た
﹂。

　

  二）　

高
裁
の
判
断

　

 　

高
裁
は
、
公
訴
棄
却
と
し
な
が
ら
も
、
原
審
が
不
真
正
不
作
為
犯
と
し
て
構
成
し
作
為
義
務
の
認
定
を
行
っ
て
い
る
点
を
不
必
要
な
記

載
と
し
、
作
為
犯
と
構
成
し
た
。

　

 ﹁
⋮
⋮
と
い
う
判
示
部
分
は
、こ
れ
を
犯
罪
事
実
と
し
て
示
す
べ
き
必
要
性
は
存
し
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、本
件
殺
人
に
つ
い
て
は
、

不
作
為
犯
的
な
側
面
が
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
原
判
決
も
、
被
告
人
ら
が
殺
害
を
決
意
し
た
後
の
被
告
人
ら
の
行
為
と
し
て
、﹃
ｅ
広

場
に
お
い
て
Ａ
が
Ｂ
の
身
体
を
数
回
足
蹴
に
す
る
暴
行
を
加
え
た
上
、
Ｂ
を
同
市
に
あ
る
駐
車
場
ま
で
連
行
し
、
同
日
午
前
六
時
ご
ろ
、

Ｂ
を
ト
ラ
ン
ク
内
に
閉
じ
込
め
た
状
態
で
駐
車
場
に
放
置
し
た
﹄
と
判
示
し
て
、
作
為
と
評
価
さ
れ
る
行
為
を
も
摘
示
し
て
い
る
。
上
記

の
内
﹃
足
蹴
に
す
る
暴
行
を
加
え
﹄、﹃
駐
車
場
ま
で
連
行
し
﹄、﹃
自
動
車
の
ト
ラ
ン
ク
内
に
閉
じ
こ
め
た
﹄
り
し
た
行
為
は
明
ら
か
に
作

為
と
評
価
で
き
、（
こ
の
よ
う
な
状
態
の
ま
ま
）﹃
放
置
し
た
﹄
行
為
も
、
む
し
ろ
作
為
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
例
え
ば
、

被
害
者
に
対
し
、
殴
る
蹴
る
の
暴
行
を
加
え
て
着
衣
を
脱
が
し
た
上
、
そ
の
四
肢
を
ロ
ー
プ
で
緊
縛
し
、
殺
意
を
も
っ
て
、
極
寒
の
山
中
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に
運
び
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
立
ち
去
り
凍
死
さ
せ
た
場
合
に
、﹃
放
置
﹄
し
た
行
為
は
不
作
為
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
作
為
犯
と
し

て
の
殺
人
罪
が
成
立
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
原
判
決
は
、﹃
Ｂ
を
自
動
車
の
ト
ラ
ン
ク
内
に
閉
じ
込
め
て
連
行
し
た
り
、
⋮
そ
の
身
体

を
数
回
足
蹴
に
す
る
と
い
う
各
行
為
自
体
は
、
作
為
と
い
え
る
も
の
の
、
Ｂ
の
生
命
に
対
す
る
具
体
的
な
危
険
を
直
ち
に
生
じ
さ
せ
る
も

の
で
は
な
い
﹄
と
説
示
し
て
、
上
記
各
行
為
が
殺
人
の
実
行
行
為
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
不
作
為
犯
の
成
否
を
検
討
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
件
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
も
一
連
の
も
の
と
し
て
殺
人
の
実
行
行
為
に
当
た
る
も
の
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
原
判
決
の
上
記
説
示
に
は
必
ず
し
も
賛
同
で
き
な
い
﹂。

︻
検
討
︼

　

 　

原
審
は
﹁
足
蹴
に
し
て
、
ト
ラ
ン
ク
に
閉
じ
込
め
た
﹂
作
為
に
つ
い
て
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
危
険
性
が
無
い
と
認
定
し

た
上
で
、﹁
病
院
に
連
れ
て
行
か
な
か
っ
た
﹂
不
作
為
を
実
行
行
為
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
高
裁
は
実
行
行
為
を
﹁
足

蹴
に
し
て
ト
ラ
ン
ク
に
閉
じ
込
め
て
病
院
に
連
れ
て
行
か
な
い
﹂
と
い
う
一
連
の
行
為
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
ら
が
全
体
と
し
て
危
険
だ
と

認
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
高
裁
は
、
原
審
が
足
蹴
や
閉
じ
込
め
に
は
危
険
が
無
い
と
認
定
し
た
こ
と
自
体
は
否
定
し
て

い
な
い
。
す
る
と
高
裁
と
し
て
は
こ
の
一
連
の
行
為
の
う
ち
、
危
険
性
が
あ
る
の
は
不
作
為
部
分
だ
け
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

と
一
連
一
体
と
な
っ
て
い
る
危
険
で
は
な
い
作
為
を
捉
え
て
全
体
と
し
て
作
為
犯
と
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
果
た
し
て
妥
当

と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
作
為
自
体
に
は
危
険
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
検
討
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
母
親
の
外
出
事
例
（B

G
H

 

N
StZ

 1999,607.

）
が
外
出
行
為
自
体
は
安
全
措
置
さ
え
と
っ
て
い
れ
ば
非
侵
害
的
で
あ
る
と
考
え
た
の
と
同
様
に
、
本
件
で
も
そ
の
実

行
行
為
と
し
て
の
本
質
は
病
院
に
連
れ
て
行
か
な
か
っ
た
と
い
う
不
作
為
に
こ
そ
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

 　

作
為
部
分
自
体
が
既
存
の
危
険
を
増
幅
さ
せ
た
、
あ
る
い
は
増
幅
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
作
為
犯
と
し
て
構
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
危
険
が
な
く
て
も
作
為
の
側
面
さ
え
あ
れ
ば
﹁
一
連
だ
か
ら
﹂
と
い
う
理
由
で
作
為
犯
と
す
る
こ
と



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
九
巻
五
号�

二
二
二

作
為
と
不
作
為
の
区
別

一
八
〇
〇

が
で
き
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
従
来
不
作
為
犯
と
さ
れ
て
き
た
ほ
と
ん
ど
の
行
為
が
作
為
犯
と
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
外
出
す
る
こ

と
で
子
ど
も
を
放
置
す
る
、
家
事
を
し
な
が
ら
乳
児
に
適
切
な
世
話
を
し
な
い
な
ど
、
い
か
な
る
不
作
為
も
、
そ
の
行
為
に
は
何
ら
の
作

為
的
要
素
︱
︱
例
え
ば
身
体
運
動
な
ど
を
伴
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

ウ　

最
決
平
成
二
五
年
四
月
一
五
日
（
刑
集
六
七
巻
四
号
四
三
七
頁
）

︻
事
案
の
概
要
︼

　

 　

Ａ
（
当
時
四
五
歳
）
お
よ
び
Ｂ
（
当
時
四
三
歳
）
は
Ｃ
（
当
時
三
二
歳
）
の
勤
務
す
る
運
送
会
社
の
ト
ラ
ッ
ク
等
の
運
転
手
で
あ
り
、

先
輩
と
し
て
Ｃ
に
仕
事
の
指
導
等
を
し
て
い
た
。

　

 　

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
そ
の
他
数
名
の
同
僚
ら
は
、
平
成
二
〇
年
二
月
一
七
日
午
後
一
時
三
〇
分
頃
か
ら
同
日
午
後
六
時
二
〇
分
頃
ま
で
、
飲
食

店
甲
に
お
い
て
飲
酒
し
た
。
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
は
、
更
に
別
の
飲
食
店
で
飲
酒
す
る
こ
と
と
し
、
Ｃ
は
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
タ
イ
プ
の
普
通
乗
用
車

（
以
下
、﹁
本
件
車
両
﹂
と
い
う
）
を
運
転
し
、
Ｂ
は
Ａ
を
同
乗
さ
せ
た
普
通
乗
用
車
を
運
転
し
て
、
同
日
午
後
七
時
過
ぎ
頃
、
飲
食
店
乙

に
到
着
し
た
。

　

 　

乙
店
が
開
店
前
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
は
本
件
車
両
に
乗
り
込
み
、
乙
店
の
開
店
を
待
っ
て
い
た
。
同
日
午
後
七
時
一
〇

分
頃
、
Ｃ
が
、
Ａ
・
Ｂ
に
対
し
、﹁
ま
だ
時
間
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
も
う
一
回
り
し
て
き
ま
し
ょ
う
か
﹂
な
ど
と
、
開
店
ま
で
の
待
ち
時

間
に
、
本
件
車
両
に
被
告
人
両
名
を
同
乗
さ
せ
て
付
近
道
路
を
走
行
さ
せ
る
こ
と
の
了
解
を
求
め
た
。

　

 　

こ
れ
に
対
し
、
Ａ
は
、
顔
を
Ｃ
に
向
け
る
と
共
に
顔
を
縦
に
振
っ
て
頷
く
こ
と
に
よ
り
、
Ｂ
は
、﹁
そ
う
し
よ
う
か
﹂
な
ど
と
応
え
る

こ
と
に
よ
り
、
Ｃ
が
Ａ
・
Ｂ
を
同
乗
さ
せ
た
ま
ま
本
件
車
両
を
走
行
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
了
解
を
与
え
た
。
こ
の
時
、
Ａ
・
Ｂ
は
、
Ｃ

が
既
に
高
度
に
酩
酊
し
て
お
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
本
件
車
両
を
走
行
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
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と
を
認
識
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
Ａ
・
Ｂ
は
、
同
日
午
後
七
時
二
五
分
頃
ま
で
の
間
、
Ｃ
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が

困
難
な
状
態
で
本
件
車
両
を
走
行
さ
せ
る
こ
と
を
黙
認
し
た
。

　

 　

そ
の
結
果
、
Ｃ
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
本
件
車
両
を
走
行
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
同
日
午
後
七

時
二
五
分
頃
、
本
件
車
両
を
時
速
一
〇
〇
か
ら
一
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
度
で
走
行
さ
せ
て
対
向
車
線
に
進
出
さ
せ
、
折
か
ら
対
向
し

て
進
行
し
て
き
た
Ｌ
（
当
時
四
八
歳
）
運
転
の
普
通
乗
用
自
動
車
お
よ
び
Ｍ
（
当
時
二
一
歳
）
運
転
の
普
通
乗
用
自
動
車
と
順
次
衝
突
し
、

よ
っ
て
二
名
を
死
亡
さ
せ
、
四
名
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
。

　
　

Ａ
・
Ｂ
は
、
Ｃ
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
を
容
易
に
さ
せ
た
と
し
て
、
危
険
運
転
致
死
傷
幇
助
罪
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。

︻
裁
判
所
の
判
断
︼

　

 　

第
一
審）
₄₆
（

は
、
了
解
と
黙
認
を
区
別
し
、
了
解
を
作
為
、
黙
認
を
不
作
為
と
評
価
し
て
、
黙
認
に
つ
き
作
為
義
務
論
を
展
開
し
幇
助
犯
の

成
立
を
認
め
た
。
控
訴
審）
₄（
（

は
控
訴
を
棄
却
し
た
。
最
高
裁
判
所
は
上
告
を
棄
却
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。﹁
所
論
は
、
被
告
人

両
名
が
Ｃ
に
よ
る
本
件
車
両
の
運
転
を
了
解
し
、
そ
の
走
行
を
黙
認
し
た
だ
け
で
は
被
告
人
両
名
に
危
険
運
転
致
死
傷
幇
助
罪
は
成
立
し

な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
検
討
す
る
に
、
刑
法
六
二
条
一
項
の
従
犯
と
は
、
他
人
の
犯
罪
に
加
功
す
る
意
思
を
も
っ
て
、
有
形
、
無
形
の
方

法
に
よ
り
こ
れ
を
幇
助
し
、
他
人
の
犯
罪
を
容
易
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
（
最
高
裁
昭
和
二
四
年
（
れ
）
第
一
五
〇
六
号
同
年
一
〇
月

一
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
刑
集
三
巻
一
〇
号
一
六
二
九
頁
参
照
）
と
こ
ろ
、
⋮
⋮
Ｃ
と
被
告
人
両
名
と
の
関
係
、
Ｃ
が
被
告
人
両
名
に
本

件
車
両
発
進
に
つ
き
了
解
を
求
め
る
に
至
っ
た
経
緯
及
び
状
況
、
こ
れ
に
対
す
る
被
告
人
両
名
の
応
答
態
度
等
に
照
ら
せ
ば
、
Ｃ
が
本
件

車
両
を
運
転
す
る
に
つ
い
て
は
、
先
輩
で
あ
り
、
同
乗
し
て
い
る
被
告
人
両
名
の
意
向
を
確
認
し
、
了
解
を
得
ら
れ
た
こ
と
が
重
要
な
契

機
と
な
っ
て
い
る
一
方
、
被
告
人
両
名
は
、
Ｃ
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が

ら
、
本
件
車
両
発
進
に
了
解
を
与
え
、
そ
の
Ｃ
の
運
転
を
制
止
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
本
件
車
両
に
同
乗
し
て
こ
れ
を
黙
認
し
続
け
た
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と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
被
告
人
両
名
の
了
解
と
こ
れ
に
続
く
黙
認
と
い
う
行
為
が
、
Ｃ
の
運
転
の
意
思
を
よ
り
強
固
な

も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｃ
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
を
容
易
に
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
被
告
人
両
名
に
危
険
運
転
致
死
傷
幇

助
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
﹂。

︻
検
討
︼）
₄（
（

　

 　

最
高
裁
は
﹁
了
解
﹂
と
﹁
黙
認
﹂
と
を
区
別
せ
ず
、﹁
了
解
と
こ
れ
に
続
く
黙
認
と
い
う
行
為
﹂
と
い
う
一
連
一
体
の
問
責
対
象
と
し

て
危
険
運
転
致
死
傷
幇
助
罪
を
認
め
る
が
、
こ
れ
は
妥
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、﹁
了
解
﹂
か
﹁
黙
認
﹂
の
片
方
で
あ
れ
ば
、
幇
助
と
い

う
に
足
り
る
加
功
の
程
度
を
満
た
す
か
が
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
れ
が
、
Ａ
・
Ｂ
が
本
件
車
両
に
同
乗
せ
ず
、﹁
一
回
り
し
て

き
て
い
い
か
﹂
と
Ｃ
に
尋
ね
ら
れ
、
車
の
外
か
ら
了
解
を
与
え
Ｃ
を
見
送
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
も
、
同
じ
よ
う
に
幇
助
を
認
め
て

よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
Ｃ
に
と
っ
て
は
、
Ａ
お
よ
び
Ｂ
が
同
乗
し
、
黙
認
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
犯
行
が
容
易
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
り
、
Ｃ
へ
の
加
功
の
程
度
、
影
響
力
の
大
き
さ
と
し
て
、
了
解
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
Ａ
・
Ｂ
が

了
解
は
与
え
て
お
ら
ず
、
停
車
中
の
車
に
同
乗
し
て
い
た
と
こ
ろ
Ｃ
が
勝
手
に
走
行
し
始
め
て
、
両
者
は
そ
れ
を
黙
認
し
た
だ
け
で
あ
る

と
い
う
場
合
に
も
、
や
は
り
認
め
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
事
案
で
は
、﹁
了
解
﹂
と
﹁
黙
認
﹂
が
そ
ろ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
相
互
に

補
完
し
合
っ
て
正
犯
行
為
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
了
解
単
独
で
も
幇
助
犯
が
成
立
し
て
し
ま
う
構
成
で
は

な
く
、
了
解
と
黙
認
は
不
可
分
の
、
一
つ
の
幇
助
行
為
と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
、
両
者
合
わ
せ
て
初
め
て
幇
助
犯
が
成
立
す
る
と
い
う

構
成
が
妥
当
で
あ
る）
₄₉
（

。

　

 　

以
上
に
述
べ
た
の
は
、
い
わ
ば
経
時
的
な
区
別
問
題
、
問
責
対
象
の
画
定
の
レ
ベ
ル
の
話
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
問
責
対
象
が
作
為
か

不
作
為
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
こ
れ
は
本
当
に
﹁
了
解
﹂
と
い
う
﹁
作
為
﹂
と
﹁
黙
認
﹂
と
い
う
﹁
不
作
為
﹂
が
一
連
一
体

と
な
っ
た
﹁
作
為
﹂
に
よ
る
幇
助
と
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
第
一
審
が
い
う
よ
う
に
、﹁
黙
認
﹂
部
分
が
﹁
不
作
為
﹂
で
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あ
る
と
本
当
に
断
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

 　
﹁
黙
認
﹂
は
、
確
か
に
身
体
的
な
挙
動
と
し
て
は
特
に
目
立
っ
た
も
の
が
な
く
、
単
に
同
乗
し
て
座
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
不

作
為
と
い
う
方
が
耳
に
は
な
じ
み
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
態
度
が
持
つ
意
味
合
い
に
は
、
二
通
り
考
え
ら
れ
る
。
一
つ

は
、
危
険
な
運
転
行
為
を
制
止
し
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
意
味
合
い
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
制
止
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
運
転
行

為
は
困
難
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
制
止
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
相
対
的
に
運
転
行
為
が
容
易
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
そ
こ
に
Ａ
・
Ｂ
が
何
も
言
わ
ず
に
、
す
な
わ
ち
肯
定
的
な
態
度
で
同
乗
し
て
い
た
こ
と
自
体
が
、
運
転
者
に
動
機
づ
け
を
与

え
、
よ
り
犯
行
が
容
易
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
典
型
的
な
既
存
の
危
険
へ
の
不
介
入
で
あ
り
、
不
作
為
と

い
い
や
す
い
。
し
か
し
も
し
後
者
で
あ
れ
ば
、そ
れ
を
純
粋
に
不
作
為
と
い
っ
て
よ
い
の
か
、や
や
疑
問
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、

判
例
自
体
は
何
ら
検
討
し
て
い
な
い
し
、
従
犯
と
い
う
定
型
性
の
低
い
類
型
で
あ
る
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
事
件
の
解
決
と
の
関
係
で
は
特

に
必
要
の
な
い
論
点
で
は
あ
る
が
、
議
論
の
素
材
と
し
て
は
十
分
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

エ　

日
本
に
お
け
る
裁
判
例
の
状
況
の
検
討

　

以
上
、
判
例
の
状
況
を
見
る
に
、
日
本
に
お
い
て
作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
関
す
る
明
確
な
基
準
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
お
ら

ず
、
判
旨
の
中
で
こ
れ
を
正
面
か
ら
理
論
立
て
て
検
討
す
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
境
界
事
例
に
お
い
て
作
為
犯
と

認
定
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
判
断
に
お
い
て
作
為
義
務
論
を
展
開
す
る
こ
と
を
避
け
る
と
い
う
狙
い
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
イ
や
ウ
の
裁
判
例
な
ど
は
、
下
級
審
が
不
作
為
犯
と
認
定
し
た
上
で
有
罪
と
判
断
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
級
審
が
わ

ざ
わ
ざ
作
為
犯
と
捉
え
な
お
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
場
合
は
不
作
為
犯
に
任
意
的
減
軽
と
い
う
法
的
効
果
が
あ
り
、
作
為
か
不
作
為
か
に
よ

っ
て
処
断
刑
の
範
囲
が
異
な
り
う
る
た
め
、
同
じ
有
罪
の
結
論
で
も
作
為
か
不
作
為
か
を
問
い
な
お
す
意
義
は
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
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そ
う
し
た
事
情
が
な
く
、
処
罰
条
文
が
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
作
為
で
あ
っ
て
も
不
作
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
体
に
は
さ
ほ
ど
の
意
味
は
な

い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
上
級
審
が
作
為
犯
と
訂
正
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
裁
判
所
は
、
作
為
か
不
作
為
か
が
争
わ
れ

る
ほ
ど
に
作
為
の
色
が
強
い
ケ
ー
ス
は
作
為
で
処
理
す
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
先
に
紹
介
し
た
作
為
の
優
先
説

的
な
発
想
が
こ
こ
に
も
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
裁
判
所
は
、
明
確
な
区
別
基
準
こ
そ
な
い
も
の
の
、
あ
く
ま
で
作
為
を
原
則
と
し
、
作
為
の
色
が
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
、
作
為

と
し
て
認
定
す
る
手
が
か
り
さ
え
な
い
よ
う
な
も
の
こ
そ
が
、
初
め
て
不
作
為
の
問
題
と
な
る
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４　

小　

括

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
つ
い
て
活
発
に
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
判
例
法
理
も
、
︱
︱
批
判
の
多
い
非
難
可
能
性

の
重
点
公
式
で
は
あ
る
も
の
の
︱
︱
実
務
上
定
着
し
、
さ
ら
に
学
説
に
よ
る
理
論
的
補
完
の
努
力
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本

は
ド
イ
ツ
ほ
ど
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
い
が
た
く
、
裁
判
例
も
こ
れ
と
い
っ
た
判
例
法
理
を
構
築
し
て
い
な
い
。

　

作
為
義
務
の
根
拠
論
が
な
か
な
か
一
致
を
見
な
い
の
は
、
こ
こ
に
原
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
作
為
義
務
の
根
拠
論
の
指
針
と

な
る
は
ず
の
作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
つ
い
て
の
議
論
が
十
分
に
熟
し
て
い
な
い
が
た
め
に
、
根
拠
論
が
錯
綜
を
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
作
為
義
務
の
根
拠
論
に
つ
い
て
概
観
す
る
。



（　
　
　
　

）

作
為
と
不
作
為
の
区
別

同
志
社
法
学　

六
九
巻
五
号�

二
二
七

一
八
〇
五

Ⅲ　

作
為
義
務
根
拠
論
の
前
提
と
さ
れ
る
作
為
と
不
作
為
の
相
違

　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
理
解
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
作
為
義
務
論
に
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
日
本
に
お
い
て
作
為

義
務
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
諸
要
素
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
作
為
と
不
作
為
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら

検
討
し
な
お
す
こ
と
と
す
る
。

１　

作
為
義
務
の
根
拠
要
素

　

伝
統
的
通
説
は
、﹁
法
令
﹂﹁
契
約
・
事
務
管
理
﹂﹁
条
理
・
慣
習
﹂
を
重
視
し
て
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
を
考
え
る
形
式
的
三
分
説
で
あ

る
が
、
近
時
は
事
実
的
要
素
に
着
目
す
る
見
解
が
広
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
﹁
規
範
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解
﹂
と
﹁
事
実
的
要
素
を
重

視
す
る
見
解
﹂
と
し
て
対
置
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
現
在
は
、
前
者
で
あ
っ
て
も
事
実
的
要
素
も
適
宜
盛
り
込
ん
で
い
る
も
の
も
あ

れ
ば
、
後
者
で
あ
っ
て
も
規
範
的
考
慮
が
不
可
欠
で
あ
る
と
認
め
る
も
の）
₅（
（

も
あ
り
、
両
者
の
境
界
は
曖
昧
に
な
り
つ
つ
あ
る）
₅（
（

。
ま
た
、
裁
判

所
も
事
案
に
合
わ
せ
て
利
用
し
や
す
い
根
拠
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
用
い
る
傾
向
に
あ
る）
₅₂
（

し
、
作
為
義
務
の
根
拠
論
と
し
て
統
一
原
理
を
見

出
す
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
と
し
、
作
為
義
務
の
根
拠
は
多
元
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
現
れ
て
い
る）
₅₃
（

。
こ
れ
に
加
え
て
、
そ
も
そ

も
、﹁
先
行
行
為
﹂
や
﹁
依
存
関
係
﹂
と
い
っ
た
も
の
は
、
規
範
的
要
素
と
も
事
実
的
要
素
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
規
範
的
要
素
・
事
実
的
要
素
と
分
類
す
る
こ
と
に
は
現
状
さ
ほ
ど
意
味
が
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
根
拠
要
素
が
存
在
し
、
そ
れ

ら
に
つ
い
て
異
な
る
説
明
の
仕
方
を
し
た
り
、
ま
た
複
数
を
組
み
合
わ
せ
た
り
し
て
、
学
説
や
裁
判
例
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
は
作
為
義
務
の
根
拠
に
関
す
る
見
解
を
規
範
的
要
素
・
事
実
的
要
素
に
分
け
て
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
諸
要
素
ご
と
に
、
そ
の
要

素
が
ど
う
い
っ
た
作
為
と
不
作
為
の
区
別
観
か
ら
生
じ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。
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な
お
、
あ
く
ま
で
作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
つ
い
て
の
検
討
の
た
め
に
作
為
義
務
の
根
拠
論
に
立
ち
入
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ

の
限
度
で
の
言
及
に
と
ど
め
る
。

㈠
　
法
規
範

　

規
範
的
要
素
の
中
で
も
典
型
的
な
の
が
、
法
規
範
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
民
事
上
の
義
務
が
直
ち
に
刑
法
上
の
義
務
に
な
る
わ
け
で

は
な
い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
法
規
範
に
着
目
す
る
見
解
は
、
刑
法
以
外
の
法
規
範
を
刑
法
上
の
義
務
と
し
て
そ
の
ま
ま

用
い
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
作
為
義
務
が
構
成
要
件
該
当
性
、
実
行
行
為
性
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
実
行
行
為
性
の
要
で

あ
る
﹁
危
険
﹂
に
目
を
向
け
、
そ
の
﹁
危
険
﹂
の
評
価
の
た
め
に
、
法
規
範
を
参
照
す
る
と
い
う
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
そ

の
ま
ま
で
は
結
果
発
生
に
向
か
っ
て
い
な
い
事
実
経
過
を
結
果
発
生
へ
と
向
け
る
行
為
が
作
為
、
結
果
発
生
に
向
か
っ
て
い
る
事
実
経
過
を

結
果
回
避
へ
と
向
け
な
い
行
為
が
不
作
為
﹂）
₅₄
（

で
あ
り
、﹁﹃
事
実
的
に
評
価
す
る
な
ら
ば
法
益
状
態
が
悪
化
に
向
か
っ
て
い
る
が
、
法
的
に
評

価
す
る
な
ら
ば
、
作
為
義
務
の
あ
る
者
が
法
益
を
保
護
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
法
益
状
態
は
悪
化
に
向
か
っ
て
い
な
い
﹄
と
い
え
る
と
き
、

不
保
護
が
可
罰
的
評
価
の
対
象
と
な
る
﹂）
₅₅
（

。
そ
の
、
法
益
状
態
が
悪
化
に
向
か
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち

危
険
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
否
か
の
判
断
に
当
た
り
、﹁
法
が
人
間
関
係
を
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
か
が
、
危
険
の
法
的
な
評
価
に
と

っ
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
﹂）
₅₆
（

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
法
益
状
態
の
悪
化
で
あ
る
。
す
で
に
検
討
し
た
作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
関
す
る
学
説
の
う
ち
、
法
益

の
悪
化
の
有
無
に
着
目
す
る
見
解
、
す
な
わ
ち
、
法
益
を
﹁
悪
化
さ
せ
る
﹂
の
が
作
為
で
、
法
益
を
﹁
好
転
さ
せ
な
い
﹂
の
が
不
作
為
と
解

す
る
見
解
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
法
益
を
﹁
好
転
さ
せ
な
い
﹂
の
が
不
作
為
で
あ
る
と
す
る
と
、
不
作
為
の
場
合
、
事
実
的
に

み
る
と
法
益
は
す
で
に
悪
化
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
作
為
と
同
様
に
可
罰
的
な
も
の
と
い
う
た
め
に
は
、
法
的
に
評
価
し
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た
と
き
に
、
法
益
状
態
は
も
と
も
と
悪
化
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
行
為
者
の
態
度
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
悪
化
に
向
か
っ
た
と
い
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、﹁
法
益
を
保
護
す
る
は
ず
で
あ
る
（
だ
か
ら
悪
化
に
向
か
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
）﹂
と
い
う
仮
定
的

な
評
価
を
な
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
評
価
の
た
め
に
、
法
が
人
間
関
係
を
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
か
を
指
標
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

作
為
と
不
作
為
の
相
違
か
ら
、
そ
の
相
違
を
埋
め
る
た
め
に
は
何
が
必
要
か
と
い
う
論
理
的
な
思
考
プ
ロ
セ
ス
を
こ
こ
に
見
て
と
る
こ
と
が

で
き
る
。

㈡
　
依
存
関
係

　

不
作
為
者
と
被
害
者
と
の
間
の
特
別
な
関
係
に
着
目
し
た
の
が
こ
の
要
素
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
法
規
範
の
ほ
か
、
広
く
身
分
関
係
や

社
会
的
地
位
な
ど
に
基
づ
き
、
こ
の
﹁
依
存
関
係
﹂
の
有
無
を
規
範
的
に
判
断
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
後
に
述
べ
る
支
配
性
や
事
実
上
の
引

受
け
の
よ
う
に
、
こ
の
﹁
依
存
関
係
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
事
実
的
要
素
か
ら
具
体
化
し
て
独
自
の
判
断
要
素
に
昇
華
し
た
も
の
も
あ

る）
₅（
（

。

　

こ
の
依
存
関
係
を
﹁
顕
在
的
・
潜
在
的
依
存
関
係
﹂
と
し
て
規
範
的
に
捉
え
る
見
解）
₅（
（

は
、
こ
の
前
提
と
し
て
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
な

い
し
相
違
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁
作
為
に
よ
る
侵
害
の
場
合
は
、
犯
罪
の
成
立
範
囲
は
物
理
的
因
果
関
係
に
よ
っ
て
明
確
に
画

定
さ
れ
得
る
の
で
、
そ
の
範
囲
は
安
定
的
に
画
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
価
値
の
不
保
護
、
即
ち
不
作
為
に
よ
る
結
果
惹
起
の
場
合
に

お
い
て
は
、
不
作
為
者
に
よ
る
物
理
的
因
果
惹
起
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
、
何
を
も
っ
て
作
為
に
よ
る
結
果
惹
起
と
同
視
さ
れ
得
る
か
が

問
題
と
な
る
﹂）
₅₉
（

、﹁
筆
者
は
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
基
準
に
つ
い
て
は
、
法
益
侵
害
の
態
様
と
の
関
係
に
お
い
て
見
出
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
て
法
益
説
に
立
脚
し
て
き
た
。
⋮
⋮
刑
法
上
の
作
為
は
法
益
を
有
形
的
動
作
に
よ
っ
て
物
理
的
・
因
果
的
に
危
険
に
し
又
は
侵
害
す
る
の

に
対
し
て
、
刑
法
上
の
不
作
為
は
法
益
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
又
は
侵
害
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
態
を
放
置
す
る
態
度
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
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因
果
の
流
れ
に
全
く
物
理
的
・
因
果
的
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
な
く
法
益
侵
害
に
至
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
﹂）
₆（
（

。
法
益
状
態
の
悪
化

の
有
無
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

㈢
　
先
行
行
為

　

作
為
義
務
の
根
拠
を
先
行
行
為
に
求
め
る
見
解
の
う
ち
、
特
に
こ
の
要
素
を
事
実
的
な
側
面
か
ら
説
明
す
る
見
解
は
、﹁
⋮
⋮
不
作
為
自

体
に
着
目
す
る
と
、
自
然
的
事
実
と
し
て
は
そ
の
不
作
為
に
は
原
因
力
が
存
し
な
い
﹂）
₆（
（

の
に
対
し
、﹁
作
為
犯
に
あ
っ
て
は
、
作
為
に
原
因

力
が
あ
る
﹂）
₆₂
（

と
い
う
よ
う
に
作
為
と
不
作
為
の
相
違
を
分
析
し
、
こ
れ
を
存
在
構
造
上
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
表
現
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
存
在
構

造
上
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
、
す
な
わ
ち
両
者
が
同
価
値
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、﹁
不
作
為
者
が
当
該
不
作
為
を
な
す
以
前
に
、

法
益
侵
害
に
向
か
う
因
果
の
流
れ
を
自
ら
設
定
し
て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂）
₆₃
（

と
す
る
。

　

こ
の
見
解
は
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
つ
い
て
、
原
因
力
に
着
目
す
る
。
あ
く
ま
で
自
然
的
事
実
と
し
て
み
た
と
き
に
、
不
作
為
は
、

結
果
に
対
す
る
原
因
と
は
な
り
え
な
い
、
言
い
か
え
れ
ば
因
果
性
を
持
ち
え
な
い
と
す
る
点
で
、
こ
れ
は
因
果
性
な
い
し
法
益
悪
化
の
有
無

に
着
目
し
て
作
為
と
不
作
為
を
区
別
す
る
と
い
う
発
想
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
作
為
と
同
価
値
と
い
う
に
は
原
因
力
が
不
足
し
て
い

る
か
ら
、
そ
の
原
因
力
を
不
作
為
以
前
の
事
情
で
補
う
と
い
う
構
造
で
あ
る）
₆₄
（

。

㈣
　（
排
他
的
）
支
配
性

　

先
に
検
討
し
た
﹁
依
存
関
係
﹂
の
具
体
化
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
排
他
的
支
配
や
支
配
領
域
性
と
い
う
概
念
を
提
唱
す
る

論
者
は
、﹁
作
為
犯
の
特
徴
は
、
行
為
者
が
自
己
の
意
思
に
基
づ
い
て
、
法
益
侵
害
の
結
果
へ
と
向
か
う
因
果
の
流
れ
を
設
定
し
た
こ
と
に

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
作
為
は
、
す
で
に
発
生
し
て
い
る
結
果
へ
と
向
か
う
因
果
の
流
れ
に
介
入
せ
ず
、
結
果
を
防
止
し
な
い
と
い
う
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消
極
的
態
度
で
あ
る
﹂）
₆₅
（

と
い
う
理
解
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
同
価
値
と
い
う
た
め
に
は
、
不
作
為
者
が
﹁
因
果
経
過
を
具
体
的
・
現
実
的
に
支

配
し
て
い
た
こ
と
が
必
要
﹂
）
₆₆
（

で
あ
る
と
説
く
。
作
為
と
不
作
為
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
法
益
悪
化
な
い
し
因
果
性
の
有
無
に
こ
れ
を
見
出
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
し
、
排
他
的
支
配
・
支
配
領
域
性
と
い
う
概
念
を
初
め
に
提
唱
し
た
論
者
も
補
助
的
に
規
範
的
要
素
の
考
慮
を
用
い
て
い
る）
₆（
（

ほ
か
、

他
の
論
者
は
、
排
他
的
支
配
に
加
え
て
、
法
益
に
対
す
る
危
険
を
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
創
出
・
増
加
し
た
こ
と
を
も
求
め
る）
₆（
（

。
支
配
性
と

い
う
要
素
は
そ
れ
単
独
で
は
機
能
し
が
た
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

㈤
　
事
実
上
の
引
受
け

　

法
益
保
護
の
観
点
か
ら
、
結
果
の
不
発
生
を
事
実
上
引
き
受
け
た
と
い
う
事
実
に
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
①
法
益
維
持
行
為
の
開
始
、
②
法
益
維
持
行
為
の
反
復
継
続
性
、
③
排
他
性
の
三
要
件
が
満
た
さ
れ
た
と
き
、
刑
法
上
の
作
為
義

務
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
そ
の
構
成
で
あ
る）
₆₉
（

。
こ
こ
に
い
う
﹁
引
受
け
﹂
と
は
、
法
益
保
護
が
法
令
や
契
約
な
ど
で
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
る
か
否
か
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
事
実
と
し
て
、
不
作
為
者
が
法
益
の
保
護
を
現
実
に
引
き
受
け
て
い
て
、
不
作
為
者
と
結
果
と
の
間
に

依
存
関
係
が
存
在
す
る
と
い
え
る
か
否
か
を
問
題
と
す
る
。
そ
う
い
っ
た
点
で
、
こ
れ
は
や
は
り
先
に
見
た
依
存
関
係
と
い
う
発
想
を
昇
華

し
た
も
の
と
い
え
る
し
、
ま
た
、
事
実
上
の
引
受
け
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
第
三
の
要
件
と
し
て
、
排
他
性
を
挙
げ
て
い
る
点
、
排
他
的
支

配
性
の
発
想
と
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

事
実
上
の
引
受
け
要
素
の
発
想
は
、
不
作
為
犯
が
、
作
為
犯
と
異
な
り
保
障
人
的
地
位
と
い
う
身
分
が
要
求
さ
れ
る
一
種
の
身
分
犯
で
あ

る
と
い
う
理
解）
（（
（

に
起
因
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ
そ
う
し
た
身
分
が
必
要
な
の
か
に
つ
い
て
は
、﹁
身
分
あ
る
者
に
よ
る
法
益
の
侵
害
が

身
分
の
な
い
者
と
比
較
し
た
場
合
、
法
益
に
対
し
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
﹂）
（（
（

か
ら
で
あ
り
、﹁
身
分
者
は
、
法
益
に
対
し
て
密
着
し
た
関
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係
に
あ
る
か
ら
﹂）
（₂
（

で
あ
る
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
そ
の
密
着
性
と
は
法
益
侵
害
と
の
関
係
で
把
握
す
べ
き
で
あ
り
、
結
果
の
不
発
生
が
不
作

為
者
に
依
存
す
る
と
い
う
関
係
の
発
生
を
意
味
す
る
と
し
、
そ
の
依
存
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
、﹁
引
受
け
的
行
為
﹂
を
要
求
す
る

と
い
う
思
考
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る）
（₃
（

。
作
為
犯
に
は
な
く
不
作
為
犯
に
は
要
求
さ
れ
る
保
障
人
的
地
位
と
い
う
身
分
が
法
益
と
の
関
係
で
理
解
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
為
と
不
作
為
の
相
違
を
、
法
益
侵
害
と
の
関
係
に
着
目
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

２　

諸
要
素
の
根
拠
と
な
る
作
為
と
不
作
為
の
相
違

　

作
為
義
務
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
要
素
は
多
岐
に
わ
た
る
も
の
の
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
概
ね
、
作
為
義
務
に
よ
っ
て
埋
め
る
べ

き
ギ
ャ
ッ
プ
と
し
て
の
作
為
と
不
作
為
の
相
違
を
、
本
稿
Ⅱ
・
１
・
㈡
で
取
り
上
げ
た
、
自
然
的
要
素
を
重
視
す
る
見
解
︱
︱
行
為
者
と
結

果
と
の
関
係
に
着
目
す
る
も
の
に
依
拠
し
て
把
握
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
因
果
性
の
存
否
に
よ
る
区
別
か
法
益
の
悪
化
の
有
無
に
よ

る
区
別
か
は
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
、
作
為
は
法
益
侵
害
に
至
る
因
果
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
、
不
作
為
は
既
存
の

因
果
を
放
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
違
い
を
多
く
の
論
者
が
見
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
便
宜
的
に
、
作
為
と
不
作

為
の
﹁
因
果
的
相
違
﹂
と
呼
称
す
る
。

　

ま
た
一
方
で
、
因
果
的
相
違
に
加
え
て
、
不
作
為
犯
に
作
為
義
務
や
保
障
人
的
地
位
と
い
っ
た
要
件
を
課
し
て
慎
重
に
検
討
す
べ
き
根
拠

と
し
て
、
自
由
制
約
の
程
度
差
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る）
（₄
（

。
こ
れ
は
因
果
的
相
違
の
よ
う
な
、
乗
り
越
え
る
べ
き
物
理
的
構
造
上
の
相
違

と
は
観
点
が
や
や
異
な
る
。
作
為
は
禁
止
規
範
違
反
で
あ
る
か
ら
禁
止
対
象
の
作
為
以
外
の
全
て
の
行
為
が
許
さ
れ
る
が
、
不
作
為
は
実
質

一
種
の
命
令
規
範
違
反
で
あ
る
か
ら
命
令
対
象
以
外
の
行
為
が
全
て
許
さ
れ
な
い
。
刑
法
が
自
由
制
約
と
の
関
係
で
謙
抑
的
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
本
来
禁
止
規
範
で
あ
る
は
ず
の
条
文
に
、
命
令
規
範
と
し
て
の
意
味
を
読
み
込
む
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
罪
刑
法

定
主
義
に
も
触
れ
か
ね
な
い）
（₅
（

。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
刑
罰
法
規
の
文
言
は
も
と
よ
り
作
為
と
不
作
為
の
両
方
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
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罪
刑
法
定
主
義
に
は
反
し
な
い
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る）
（₆
（

。
し
か
し
な
が
ら
不
作
為
犯
が
作
為
犯
よ
り
も
自
由
の
制
約
の
程
度
が
強
い
と
い

う
理
解
自
体
は
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
作
為
義
務
が
、
そ
の
自
由
制
約
を
正
当
化
す
る
と
い
う
機
能
を
も
有
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
禁
止
規
範
か
命
令
規
範
か
に
よ
る
相
違
を
、
便
宜
的
に
﹁
自
由
制
約
の
程
度
の
相
違
﹂
と
呼
称
す
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
多
く
の
論
者
は
作
為
と
不
作
為
の
因
果
的
相
違
を
埋
め
る
た
め
に
作
為
義
務
と
い
う
要
件
を
要
求
し
、
そ
の
こ
と

が
、
自
由
制
約
の
程
度
の
相
違
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
作
為
義
務
の
根
拠

論
の
錯
綜
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
根
拠
と
な
る
作
為
と
不
作
為
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
作
為
と
不
作
為

の
区
別
に
つ
い
て
は
多
く
の
見
解
が
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
れ
に
一
致
が
見
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
為
義
務
の
根
拠
論
に
現

実
的
に
つ
な
が
っ
て
い
く
作
為
と
不
作
為
の
区
別
論
は
、
因
果
性
の
存
否
や
法
益
悪
化
の
有
無
と
い
っ
た
、
因
果
面
で
の
相
違
に
着
目
し
た

区
別
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
、
因
果
的
相
違
に
着
目
し
た
区
別
が
、
そ
の
発
展
性
と
い
う
意
味
で
、
実
益
か
ら
す
る
と
最
も
優
れ

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
来
作
為
か
不
作
為
か
と
い
う
の
が
法
的
評
価
を
加
え
る
以
前
の
自
然
的
存
在
論
上
の
問
題

な
の
だ
と
す
る
と
、
後
の
法
的
評
価
の
段
階
で
役
に
立
つ
と
い
う
理
由
で
作
為
と
不
作
為
を
振
り
分
け
る
と
、
論
理
が
逆
転
し
て
し
ま
う
。

　

そ
こ
で
次
項
で
は
、
具
体
的
事
例
、
特
に
作
為
と
不
作
為
の
区
別
が
争
点
に
な
り
う
る
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
唱
え
ら
れ
て

き
た
区
別
論
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
分
析
し
、
そ
れ
を
通
し
て
、
法
的
評
価
以
前
の
問
題
と
し
て
の
作
為
と
不
作
為
の
在
り
方
が
実
際

に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。
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Ⅳ　

作
為
と
不
作
為
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
的
存
在

１　

事
例
の
設
定

　

ま
ず
、
以
下
八
つ
の
事
例
を
設
定
す
る
。

㈠
　
通
常
不
作
為
と
さ
れ
る
典
型
例

　
　

事
例
ア
（
水
難
者
の
不
救
助
）

　
　
　

Ｘ
は
、
川
で
溺
れ
て
い
る
Ａ
を
救
助
し
な
か
っ
た
。
Ａ
は
溺
死
し
た
。

　
　

事
例
イ
（
乳
児
へ
の
食
物
不
供
与
）

　
　
　

Ｘ
は
、
乳
児
で
あ
る
Ａ
に
授
乳
そ
の
他
適
切
な
措
置
を
せ
ず
、
家
事
を
し
て
い
た
。
Ａ
は
餓
死
し
た
。

㈡
　
法
益
侵
害
と
の
関
係
で
有
意
な
身
体
動
作
が
あ
る
も
の
の
、
不
作
為
と
評
価
し
得
る
例
（
い
わ
ゆ
る
「
作
為
に
よ
る
不
作
為
」
を
中
心

に
）

　
　

事
例
ウ
︱
１
（
主
治
医
に
よ
る
生
命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
）

　
　
　

 

自
力
で
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
患
者
Ａ
の
主
治
医
で
あ
る
Ｘ
は
、
Ａ
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
生
命
維
持
装
置
を
取
り
外

し
た
。
Ａ
は
死
亡
し
た
。

　
　

事
例
ウ
︱
２
（
見
舞
客
に
よ
る
生
命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
）

　
　
　

 

自
力
で
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
患
者
Ａ
の
見
舞
客
で
あ
る
Ｘ
は
、
Ａ
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
生
命
維
持
装
置
を
取
り
外
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し
た
。
Ａ
は
死
亡
し
た
。

　
　

事
例
エ
︱
１
（
医
師
に
よ
る
マ
ム
シ
の
血
清
投
与
の
中
止
）

　
　
　

マ
ム
シ
の
毒
に
侵
さ
れ
る
Ａ
に
投
与
す
べ
く
血
清
を
運
ん
で
き
た
医
師
Ｘ
が
翻
意
し
、血
清
を
投
与
し
な
か
っ
た
。
Ａ
は
死
亡
し
た
。

　
　

事
例
エ
︱
２
（
第
三
者
に
よ
る
マ
ム
シ
の
血
清
の
叩
き
落
と
し
）

　
　
　

 

マ
ム
シ
の
毒
に
侵
さ
れ
る
Ａ
に
投
与
す
べ
く
医
師
が
血
清
を
運
ん
で
き
た
が
、
そ
れ
を
見
た
Ｘ
が
医
師
の
持
つ
血
清
を
叩
き
落
と
し

た
。
Ａ
は
死
亡
し
た
。

㈢
　
身
体
動
作
が
な
い
も
の
の
、
作
為
と
評
価
し
得
る
例）
（（
（

　
　

事
例
オ
（
自
動
車
に
よ
る
衝
突
）

　
　
　

 

Ｘ
が
自
動
車
を
運
転
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
自
動
車
の
進
路
上
に
Ａ
が
倒
れ
て
い
る
の
を
見
止
め
た
。
Ｘ
は
ブ
レ
ー
キ
を
踏
ま
ず
、
ま

た
ハ
ン
ド
ル
操
作
も
し
な
か
っ
た
。
や
が
て
Ｘ
の
自
動
車
は
Ａ
を
は
ね
、
Ａ
は
死
亡
し
た
。

　
　

事
例
カ
（
居
座
り
に
よ
る
監
禁
）

　
　
　

 

Ｘ
が
Ａ
宅
の
扉
の
前
に
偶
然
立
ち
止
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
扉
の
向
こ
う
側
に
い
た
Ａ
か
ら
﹁
出
し
て
く
れ
﹂
と
声
を
か
け
ら
れ
た
。
こ

の
時
初
め
て
Ｘ
は
、
自
身
が
そ
こ
に
居
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ａ
が
監
禁
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
し
か
し
、
Ｘ
は
そ
こ
を

立
ち
退
か
な
か
っ
た
。

２　

先
行
研
究
に
基
づ
く
区
別
～
規
範
的
区
別
か
ら
～

　

規
範
的
要
素
を
重
視
し
て
作
為
と
不
作
為
を
区
別
す
る
手
法
と
し
て
は
、
非
難
可
能
性
の
重
点
公
式
と
、
社
会
的
意
味
説
が
あ
る
。
こ
れ
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に
つ
い
て
は
既
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
基
準
が
曖
昧
で
、
属
人
的
な
価
値
観
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
規
範
的

要
素
に
よ
っ
て
事
例
ア
か
ら
カ
を
そ
れ
ぞ
れ
作
為
と
不
作
為
に
区
別
す
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。

３　

先
行
研
究
に
基
づ
く
区
別
～
自
然
的
区
別
か
ら
～

㈠
　
行
為
者
の
挙
動
自
体
に
着
目
す
る
見
解
か
ら

　

行
為
者
の
挙
動
自
体
に
着
目
し
、
身
体
動
作
の
有
無
や
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
の
有
無
に
基
づ
い
て
各
事
例
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、
事
例

ア
（
水
難
者
の
不
救
助
）
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
Ｘ
は
﹁
要
求
さ
れ
た
一
定
の
身
体
動
作
を
し
な
い
﹂
と
い
う
意
味
で
い
え
ば
、
救
助
と
い

う
一
定
の
身
体
動
作
を
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
こ
の
事
例
で
は
Ｘ
は
身
体
的
に
な
ん
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
投
入
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
が
不
作
為
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
事
例
イ
（
乳
児
へ
の
食
物
不
供
与
）
も
、
家
事
を
す
る
と
い
う
身

体
動
作
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
Ａ
の
溺
死
と
の
関
係
で
有
意
な
も
の
で
な
い
か
ら
、
挙
動
自
体
に
着
目
す
る
見
解
か
ら
も
こ
れ
は
不
作
為

に
分
類
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
家
事
の
身
体
動
作
は
有
意
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
判
断
に
は
、
先
に
検
討
し
た

B
G

H
 N

StZ
 1999,607.

（
本
稿
Ⅱ
・
３
・
㈠
ア
）
の
母
親
の
外
出
事
例
の
よ
う
な
重
点
公
式
の
発
想
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
は
あ

り
う
る
。

　

事
例
ウ
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
、
先
に
事
例
エ
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
事
例
エ
︱
１
（
医
師
に
よ
る
マ
ム
シ
の
血
清
投
与
の
中

止
）
は
、
医
師
に
よ
る
救
命
措
置
の
中
止
で
あ
る
が
、
救
命
行
為
は
身
体
動
作
で
あ
り
ま
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
取

り
や
め
る
こ
と
は
動
か
ら
静
へ
の
転
換
で
あ
り
、
こ
れ
を
不
作
為
と
す
る
こ
と
は
無
理
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
事
例
エ
︱
２
（
第
三
者
に
よ

る
マ
ム
シ
の
血
清
の
叩
き
落
と
し
）
の
よ
う
に
救
命
措
置
の
妨
害
と
な
る
と
、
血
清
を
叩
き
落
と
す
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
が
あ
る
か

ら
、
こ
れ
を
捉
え
て
作
為
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
事
例
ウ
は
、
同
じ
救
命
措
置
の
中
止
・
妨
害
と
い
っ
て
も
事
情
が
異
な
る
。
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生
命
維
持
装
置
を
取
り
外
す
と
い
う
行
為
は
紛
れ
も
な
く
身
体
動
作
で
あ
り
、
こ
れ
は
Ａ
の
死
と
の
関
係
で
、
事
例
イ
（
乳
児
へ
の
食
物
不

供
与
）
の
家
事
の
よ
う
な
無
意
味
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
の
有
無
と
い
う
点
か
ら
は
、
事
例
ウ
︱
１
（
主
治
医
に
よ

る
生
命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
）
に
つ
い
て
﹁
治
療
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
を
取
り
や
め
る
﹂
と
説
明
さ
れ
る
が
、
ウ
︱
１
と
ウ
︱
２

（
見
舞
客
に
よ
る
生
命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
）
を
比
較
す
る
と
、
主
治
医
に
よ
る
取
り
外
し
な
ら
ば
治
療
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
の
中

止
と
い
え
る
が
、
見
舞
客
に
よ
る
取
り
外
し
の
場
合
、
治
療
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
を
見
舞
客
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
取
り
外

し
自
体
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
と
見
て
作
為
犯
と
説
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
取
り
外
し
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
は

主
治
医
と
見
舞
客
と
で
な
ん
ら
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
主
治
医
の
場
合
で
も
、﹁
治
療
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
の
中
止
﹂
と
並
列

的
に
、﹁
取
り
外
し
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
﹂
と
い
う
説
明
が
成
り
立
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
事
例
オ
（
自
動
車
に
よ
る
衝
突
）
は
、
行
為
者
の
乗
る
自
動
車
は
現
に
走
行
と
い
う
動
作
を
な
し
Ａ
に
衝
突
す
る
に
至
っ
て
い
る

も
の
の
、
Ｘ
の
身
体
自
体
は
な
ん
ら
動
作
し
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
身
体
の
み
の
動
静
、
あ
る
い
は
身
体
の
な
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
と
考

え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
不
作
為
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
に
過
失
犯
に
お
い
て
、
前
方
不
注
意
な
ど
で
ブ
レ
ー
キ
を
踏
む
な

ど
の
措
置
を
せ
ず
自
動
車
を
衝
突
さ
せ
死
傷
結
果
を
生
じ
せ
し
め
た
場
合
、
こ
れ
を
不
作
為
犯
と
し
て
扱
う
こ
と
は
一
般
的
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
過
失
犯
に
作
為
と
不
作
為
の
区
別
が
必
要
か
否
か
の
議
論
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
自
動
車
で
衝
突
し
て
お
い
て
こ
れ
を
不
作
為

と
い
う
の
は
や
や
直
感
に
反
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
最
後
に
事
例
カ
（
居
座
り
に
よ
る
監
禁
）
の
場
合
、
身
体
動
作
に
着
目
す
る
と
不

作
為
で
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
直
立
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
た
め

作
為
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

結
論
が
判
然
と
し
な
い
も
の
や
妥
当
性
が
疑
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
以
上
が
挙
動
自
体
に
着
目
し
た
作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
帰
結
で

あ
る
。
こ
こ
で
、
挙
動
自
体
に
着
目
す
る
と
は
い
え
、
当
然
な
が
ら
そ
の
挙
動
に
は
あ
ら
ゆ
る
態
様
・
程
度
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
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留
意
し
た
い
。
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
行
為
者
が
何
ら
の
挙
動
も
な
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
直
立
を
も
エ
ネ

ル
ギ
ー
投
入
と
し
て
勘
案
す
る
な
ら
ば
尚
の
こ
と
、
睡
眠
中
で
も
な
い
限
り
、
人
は
常
に
何
ら
か
の
挙
動
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
挙
動
に
は
、

生
命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
の
よ
う
に
法
益
侵
害
に
ご
く
近
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
育
児
放
棄
中
の
家
事
の
よ
う
に
間
接
的
な
も

の
で
あ
っ
た
り
と
、
あ
ら
ゆ
る
態
様
が
あ
っ
て
、
人
は
ど
こ
か
で
そ
の
態
様
に
線
引
き
を
し
、
有
意
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
に
分
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

㈡
　
行
為
者
と
結
果
と
の
関
係
（
因
果
的
相
違
）
に
着
目
す
る
見
解
か
ら

　

次
に
、
因
果
性
の
存
否
な
い
し
法
益
悪
化
の
有
無
と
い
う
、
行
為
者
の
ふ
る
ま
い
と
結
果
と
の
間
の
関
係
性
に
基
づ
い
て
事
例
を
分
析
す

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
法
益
侵
害
と
い
う
結
果
が
発
生
す
る
ま
で
の
因
果
の
流
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
Ｘ
が
ど
の
よ
う
な
、

ま
た
ど
の
程
度
の
関
係
性
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
た
い
。

　

事
例
ア
（
水
難
者
の
不
救
助
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
Ａ
の
生
命
と
い
う
法
益
の
侵
害
、
す
な
わ
ち
溺
死
へ
と
向
か
う
因
果
は
、
何
ら
か
の

原
因
に
よ
り
既
に
開
始
し
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
ひ
と
え
に
Ｘ
が
そ
の
因
果
に
介
入
し
て
Ａ
を
救
出
す
べ
き
か
否
か
で
あ
ろ
う
。
自
然

的
に
は
、
Ａ
の
溺
死
へ
の
因
果
と
Ｘ
と
は
無
関
係
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
事
例
イ
（
乳
児
へ
の
食
物
不
供
与
）
で
も
同
様
で
、
Ａ
が
餓
死
を

す
る
こ
と
は
Ｘ
が
設
定
し
た
因
果
の
流
れ
で
は
な
い
。
Ａ
が
餓
死
へ
と
至
る
因
果
は
、
Ｘ
と
は
無
関
係
に
進
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

事
例
ウ
（
生
命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
Ａ
の
病
死
へ
の
因
果
は
Ａ
が
病
気
に
な
っ
た
時
点
で
す
で
に
開
始
し
て
お

り
、
生
命
維
持
装
置
が
Ａ
の
死
へ
と
向
か
う
因
果
の
進
行
を
止
め
て
い
た
も
の
と
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
生
命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
は
、

そ
れ
を
中
断
し
て
既
存
の
因
果
の
進
行
に
任
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
生
命
維
持
装
置
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
死

へ
の
因
果
は
一
度
失
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
と
、
生
命
維
持
装
置
を
取
り
外
す
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
死
へ
の
因
果
の
設
定
と
い
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う
こ
と
も
で
き
る
。
事
例
ウ
︱
１
（
主
治
医
に
よ
る
生
命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
）
で
は
、
主
治
医
Ｘ
は
生
命
維
持
装
置
を
設
置
す
る
こ
と

で
死
へ
の
因
果
を
せ
き
止
め
て
い
る
張
本
人
で
あ
る
。
Ｘ
に
と
っ
て
、Ａ
は
本
来
死
へ
と
向
か
う
因
果
の
中
に
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、

生
命
維
持
装
置
を
取
り
外
し
て
も
そ
れ
は
新
た
な
因
果
の
設
定
と
い
う
よ
り
も
既
存
の
因
果
の
復
活
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
生
命
維
持
装
置
を
取
り
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｘ
は
す
で
に
Ａ
の
因
果
に
何
ら
か
の
関
与
を
し
て
い
る
。
事
例
ア
、
イ
と
比
較
し

て
、
自
然
的
に
見
て
も
、
Ａ
の
死
へ
の
因
果
と
の
関
係
が
全
く
な
い
と
は
言
い
難
い
。
一
方
で
、
事
例
ウ
︱
２
（
見
舞
客
に
よ
る
生
命
維
持

装
置
の
取
り
外
し
）
で
は
、
現
に
死
へ
の
因
果
を
せ
き
止
め
て
い
る
主
治
医
と
異
な
り
、
見
舞
客
Ｘ
に
と
っ
て
、
Ａ
に
は
死
の
危
険
が
無
い

も
の
と
い
う
現
在
の
状
況
の
み
が
目
の
前
に
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
生
命
維
持
装
置
は
新
た
な
因
果
の
設
定
と
い
う
意
味
合
い
が
比
較
的
強

ま
り
そ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
Ａ
の
死
へ
の
因
果
と
無
関
係
で
あ
る
と
は
や
は
り
い
い
が
た
い
。
事
例
ウ
︱
１
、
２
と
も
に
、
Ａ
の
因

果
と
行
為
者
Ｘ
と
の
関
係
性
は
事
例
ア
や
イ
ほ
ど
無
関
係
で
は
な
く
、
そ
の
距
離
感
は
比
較
的
近
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　

事
例
エ
に
つ
い
て
は
、
事
例
ウ
と
ほ
ぼ
同
様
の
考
慮
が
働
く
。
し
か
し
、
事
例
エ
︱
１
（
医
師
に
よ
る
マ
ム
シ
の
血
清
投
与
の
中
止
）
で

は
、
事
例
ウ
︱
１
（
主
治
医
に
よ
る
生
命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
）
と
比
較
し
、
医
師
Ｘ
に
よ
る
Ａ
の
死
へ
の
因
果
へ
の
関
わ
り
が
弱
い
。

事
例
ウ
︱
１
は
既
に
治
療
を
開
始
し
現
に
因
果
の
進
行
を
せ
き
止
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
事
例
エ
︱
１
は
ま
だ
そ
れ
を
開
始
し
て
い
な
い

か
ら
、
Ａ
の
死
へ
の
因
果
と
の
関
係
性
と
い
う
意
味
で
は
、
事
例
エ
︱
１
の
方
が
弱
く
、
事
例
ア
、
イ
と
同
様
、
無
関
係
と
い
う
に
近
い
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

事
例
オ
（
自
動
車
に
よ
る
衝
突
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
Ａ
の
死
へ
の
因
果
は
Ｘ
の
自
動
車
が
Ａ
に
衝
突
し
な
け
れ
ば
生
じ
な
か
っ
た
も
の

で
あ
る
。
確
か
に
Ｘ
は
Ａ
を
認
識
し
て
以
降
、
何
ら
の
挙
動
も
せ
ず
Ａ
を
死
に
至
ら
し
め
た
の
で
は
あ
る
が
、
Ａ
の
死
に
つ
い
て
Ｘ
が
全
く

の
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
事
例
ア
や
イ
の
よ
う
な
典
型
例
と
比
較
す
る
と
、
Ａ
の
死
に
対
す
る
Ｘ
の
関
わ
り
は

強
い
も
の
と
い
え
る
。
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事
例
カ
（
居
座
り
に
よ
る
監
禁
）
に
つ
い
て
は
、
よ
り
強
い
関
係
性
が
見
出
さ
れ
る
。
Ｘ
が
監
禁
の
故
意
を
有
し
た
時
点
以
降
を
切
り
取

る
と
、
Ａ
の
身
体
的
自
由
と
い
う
法
益
侵
害
へ
の
因
果
は
既
に
発
生
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
Ｘ
に
は
因
果
の
原
因
力
は
な
い
。
し
か
し
、
Ｘ

が
そ
こ
に
居
続
け
る
か
ら
こ
そ
、
Ａ
の
監
禁
は
成
立
し
て
い
る
。
自
然
的
に
見
て
も
、
Ｘ
は
Ａ
の
法
益
侵
害
へ
の
因
果
の
一
翼
を
担
っ
て
い

る
。
Ａ
の
法
益
侵
害
へ
の
因
果
に
つ
い
て
Ｘ
が
全
く
の
無
関
係
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
Ｘ
は
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
、
因
果
自
体
に

組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
原
因
設
定
行
為
は
し
て
お
ら
ず
因
果
が
既
に
な
ん
ら
か
の
事
情
で
発
生
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
既
存
の
因
果
と
の
関

係
、
距
離
感
は
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
異
な
る
。
事
例
ア
や
イ
の
よ
う
に
、
自
然
的
に
は
完
全
に
無
関
係
な
場
合
は
、
純
粋
に
既
存
の
因
果
へ
の

不
介
入
と
し
て
、
不
作
為
で
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
殺
意
を
も
っ
て
ナ
イ
フ
で
人
を
刺
す
と
い
う
よ
う
に
、
直
接
因
果
を
発
生
さ
せ
て

い
る
、
原
因
力
が
あ
る
場
合
に
は
、
や
は
り
こ
れ
も
作
為
で
問
題
な
い
。
し
か
し
そ
の
中
間
に
は
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
微
妙
な
距
離
感

の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
も
、
原
因
力
を
有
し
な
い
以
上
全
て
不
作
為
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
因
果
の
一

部
を
担
っ
て
い
る
以
上
作
為
と
し
て
扱
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
法
益
侵
害
な
い
し
法
益
侵
害
へ
の
因
果
と
の
自
然
的
な
関
係
と
い
っ
て
も
、
あ

ら
ゆ
る
変
数
を
持
つ
あ
ら
ゆ
る
態
様
・
程
度
の
自
然
的
事
象
は
、
関
係
が
﹁
有
る
﹂
か
﹁
無
い
﹂
か
の
二
項
対
立
で
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で

は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

４　

自
由
制
約
の
程
度
の
検
討

　
﹁
命
令
規
範
は
自
由
の
制
約
度
が
大
き
い
﹂と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
が
本
当
に
成
り
立
つ
か
ど
う
か
、設
定
し
た
八
つ
の
事
例
を
い
ず
れ
も﹁
命

令
規
範
違
反
﹂
と
解
釈
し
た
上
で
、
自
由
の
制
約
度
を
確
認
す
る
。
な
お
本
稿
で
は
、
こ
の
自
由
制
約
の
程
度
に
つ
い
て
分
析
す
る
際
、
各

個
人
の
主
観
的
な
希
望
や
執
着
な
ど
は
考
慮
せ
ず
、
客
観
的
に
、
他
行
為
の
選
択
肢
の
量
的
多
寡
を
基
準
と
す
る
。
刑
法
上
の
規
範
に
よ
る
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自
由
の
制
約
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
一
般
的
・
客
観
的
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

従
来
不
作
為
犯
と
し
て
処
理
さ
れ
て
き
た
事
例
ア
（
水
難
者
の
不
救
助
）
や
イ
（
乳
児
へ
の
食
物
不
供
与
）
に
は
な
ん
ら
問
題
な
く
、
こ

の
命
題
が
成
り
立
つ
。﹁
救
助
せ
よ
﹂
と
命
令
さ
れ
る
と
、
救
助
す
る
以
外
の
行
為
が
す
べ
て
禁
じ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
、
行
為

者
に
と
っ
て
は
自
由
の
制
約
が
著
し
く
大
き
い
。

　

そ
れ
で
は
、
事
例
ウ
︱
１
（
主
治
医
に
よ
る
生
命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
）
は
ど
う
か
。
仮
に
こ
れ
を
命
令
規
範
違
反
だ
と
考
え
る
な
ら

ば
、
そ
の
命
令
は
﹁
治
療
を
続
け
よ
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
生
命
維
持
装
置
に
よ
る
治
療
の
維
持
は
、
確
か
に
主
治
医
が
行
っ
て
い
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
医
療
技
術
の
発
達
し
た
現
代
に
お
い
て
治
療
機
器
は
高
度
に
自
動
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
現
実
的
・
具
体
的
に
見
る
と
Ｘ

は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
何
ら
の
自
由
も
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
治
療
を
継
続
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
Ｘ
は
Ａ
の
治
療
を
継
続
し
な

が
ら
、
食
事
も
で
き
れ
ば
ス
ポ
ー
ツ
も
で
き
る
。
他
行
為
の
選
択
肢
の
量
的
多
寡
と
い
う
側
面
か
ら
す
る
と
、
自
由
制
約
の
程
度
は
さ
ほ
ど

大
き
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
続
い
て
事
例
ウ
︱
２
（
見
舞
客
に
よ
る
生
命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
）
の
場
合
、
命
令
が
﹁
医
師
の

治
療
を
続
け
さ
せ
よ
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
見
舞
客
Ｘ
の
負
担
は
さ
ら
に
軽
微
な
も
の
で
あ
る
。
生
命
維
持
装
置
の
正
常

な
稼
働
に
注
意
を
払
っ
た
り
、
定
期
的
に
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
行
っ
た
り
な
ど
の
負
担
さ
え
な
く
、
Ｘ
と
し
て
は
医
師
に
よ
る
治
療
を
阻
害
す

る
行
為
以
外
の
全
て
の
行
為
を
自
由
に
選
択
し
な
が
ら
、
医
師
の
治
療
に
任
せ
る
だ
け
で
よ
い
の
で
あ
る
。
見
舞
客
の
生
命
維
持
装
置
の
取

り
外
し
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
禁
じ
て
も
自
由
制
約
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
事
例
ウ
︱
１
、
２
に
つ
い
て
の

こ
と
は
、
事
例
エ
︱
１
（
医
師
に
よ
る
マ
ム
シ
の
血
清
投
与
の
中
止
）、
２
（
マ
ム
シ
の
血
清
の
叩
き
落
と
し
）
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に

対
応
し
て
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。

　

事
例
オ
（
自
動
車
に
よ
る
衝
突
）
に
つ
い
て
考
え
る
。
運
転
者
で
あ
る
Ｘ
に
﹁
Ａ
へ
の
衝
突
を
回
避
せ
よ
﹂
と
い
う
命
令
、
よ
り
具
体
的

に
は
﹁
ブ
レ
ー
キ
を
踏
め
﹂
あ
る
い
は
﹁
ハ
ン
ド
ル
を
切
れ
﹂
な
ど
の
命
令
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
確
か
に
、
Ａ
へ
の
衝
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突
を
回
避
す
る
よ
う
な
行
為
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
そ
れ
以
外
の
行
動
に
出
る
自
由
が
制
限
さ
れ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
み
た
と

き
に
、
Ｘ
が
採
り
う
る
そ
れ
以
外
の
行
動
の
選
択
肢
と
は
何
か
。
走
行
中
の
車
の
中
と
い
う
狭
い
範
囲
で
Ｘ
に
で
き
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
む
し
ろ
、﹁
Ａ
へ
の
衝
突
を
回
避
せ
よ
﹂
と
い
う
命
令
に
反
す
る
た
め
に
は
、
ハ
ン
ド
ル
も
切
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ブ
レ
ー
キ
も
踏
む

こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
じ
っ
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
行
為
の
選
択
肢
自
体
が
初
め
か
ら
ほ
ぼ
な
い
状
態
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
選
択
の
自
由
が
制
約
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
由
制
約
の
程
度
が
大
き
い
と
は
到
底
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

同
様
の
こ
と
が
事
例
カ
（
居
座
り
に
よ
る
監
禁
）
に
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。﹁
扉
の
前
か
ら
立
ち
退
け
﹂
と
い
う
命
令
が
課
せ
ら
れ
る
と

考
え
る
と
、
そ
の
命
令
に
従
っ
て
も
、
Ｘ
は
さ
ほ
ど
自
由
を
制
約
さ
れ
な
い
。
帰
宅
す
る
に
し
て
も
、
食
事
を
摂
る
に
し
て
も
、
ま
ず
は
そ

こ
か
ら
移
動
し
な
け
れ
ば
何
も
で
き
な
い
の
で
あ
り
、﹁
扉
の
前
か
ら
立
ち
退
け
﹂
と
い
う
命
令
に
違
反
し
な
が
ら
採
る
こ
と
の
で
き
る
他

行
為
の
選
択
肢
は
極
め
て
少
な
い
。
命
令
に
違
反
し
続
け
る
限
り
、
Ｘ
は
扉
の
前
と
い
う
わ
ず
か
な
面
積
で
じ
っ
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
命
令
に
従
う
よ
り
も
命
令
に
反
す
る
方
が
ず
っ
と
他
行
為
の
選
択
肢
は
小
さ
く
、
自
由
制
約
の
程
度
も
小
さ
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
こ
の
﹁
自
由
制
約
﹂
を
客
観
的
な
他
行
為
選
択
肢
の
量
的
多
寡
と
考
え
た
場
合
、﹁
命
令
規
範
は
自
由
の
制

約
が
大
き
い
﹂
と
い
う
命
題
は
い
か
な
る
例
に
も
常
に
成
り
立
つ
と
は
限
ら
な
い）
（₉
（

。
自
由
の
制
約
は
、
命
令
規
範
と
禁
止
規
範
で
大
小
が
分

け
ら
れ
る
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
各
々
異
な
る
、
連
続
的
な
程
度
問
題
な
の
で
あ
る
。

５　

作
為
と
不
作
為
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
的
存
在

　

こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
す
る
と
、
自
然
界
に
存
在
す
る
無
数
の
行
為
が
、
ま
っ
た
く
性
質
の
異
な
る
作
為
と
不
作
為
に
法
的
評
価
以
前
に

峻
別
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
自
体
が
、
そ
も
そ
も
の
誤
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
為
と
不
作
為
と
い
う
枠
組
み
は
あ
く
ま
で
人

間
が
行
為
に
意
味
づ
け
を
し
た
結
果
な
の
で
あ
っ
て
、
自
然
界
に
お
い
て
所
与
の
も
の
で
は
な
い
。
行
為
は
様
々
な
変
数
を
持
っ
て
ス
ペ
ク
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ト
ラ
ム
的
に
無
限
に
遍
在
し
て
い
て
、
自
然
は
決
し
て
そ
こ
に
線
を
引
い
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
を
放
棄
す
る
と
い
う
の
も
、
現
在
の
刑
法
理
論
か
ら
す
る
と
困
難
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
の
両
端
に
は
、
何
ら
の
問
題
も
な
く
処
罰
し
う
る
典
型
的
な
作
為
と
、
処
罰
に
は
作
為
義
務
等
の
何
ら
か
の
条

件
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
な
典
型
的
な
不
作
為
が
、
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
作
為
と
の
同
価
値
性
を
担
保
す
る
た
め
の
不
作
為
犯

の
要
件
論
が
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
無
駄
で
あ
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
作
為
と
不
作
為
は
当
然
に
は
峻
別
で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
正
面
か
ら
認
め
た
上
で
、
法
的
処
理
の
一
つ
の
手
段
と
し

て
、
あ
る
い
は
技
巧
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
ど
こ
か
で
線
を
引
く
べ
き
で
あ
る
。
作
為
と
不
作
為
の
区
別
は
、
法
的
評
価
以
前
の
生
の
事
象
を

観
察
し
て
な
す
も
の
で
は
な
く
、
法
的
評
価
と
し
て
な
す
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ド
イ
ツ
で
は
重
点
公
式
と
い
う
、
規
範
的
な
区
別

が
実
務
上
定
着
し
て
い
る
。
し
か
し
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
を
専
ら
規
範
的
要
素
か
ら
判
断
し
て
し
ま
う
と
、
結
局
、
基
準
と
い
う
に
は

曖
昧
に
過
ぎ
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
は
あ
く
ま
で
法
的
評
価
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
の
、
そ

の
基
準
は
、
自
然
的
要
素
を
も
っ
て
定
立
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
基
準
は
、
後
に
続
く
法
的
評
価
の
便
宜
に
適
う
よ
う
な
も
の
と

し
て
人
為
的
に
定
め
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

言
い
か
え
る
と
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
要
件
論
を
立
て
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
要
件
論
が
先
に

あ
っ
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
作
為
と
不
作
為
を
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
見
逆
説
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
方
が
、
実
態
に
即
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
作
為
犯
に
要
求
さ
れ
る
作
為
義
務
と
い
う
要
件
が
な
け
れ
ば
処
罰
し
え
な
い
よ
う
な
も
の
を
、
不
作
為

犯
と
し
て
拾
い
上
げ
る
作
業
こ
そ
が
、﹁
作
為
と
不
作
為
の
区
別
﹂
な
の
で
あ
る）
（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
作
為
と
不
作
為
を
大
枠
で
定
義
づ
け
る

と
す
る
と
、
作
為
と
は
﹁
作
為
義
務
の
検
討
が
不
要
な
行
為
態
様
﹂
で
あ
り
、
不
作
為
と
は
﹁
作
為
義
務
の
検
討
が
必
要
な
行
為
態
様
﹂
と

い
う
形
に
な
る
。
こ
の
大
枠
の
定
義
を
起
点
と
し
て
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
基
準
は
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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中
間
的
事
象
の
処
理
の
一
例

　

こ
の
よ
う
に
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
状
に
遍
在
す
る
中
間
的
事
象
の
割
り
振
り
に
つ
い
て
、
萩
野
論
文）
（（
（

及
び
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
るStreng

の
見

解
）
（₂
（

が
興
味
深
い
。

　

Streng

は
、
行
為
形
態
を
①
積
極
的
な
活
動
に
よ
り
直
接
的
に
結
果
に
作
用
す
る
﹁
能
動
的
作
為
﹂、
②
不
活
動
で
は
あ
る
が
、
直
接
的

に
結
果
に
作
用
す
る
﹁
受
動
的
作
為
﹂、
③
結
果
を
阻
止
し
な
い
と
い
う
意
味
で
の
﹁
不
作
為
﹂
の
三
類
型
に
分
類
す
る
。
不
作
為
と
呼
ぶ

の
は
純
粋
な
結
果
発
生
の
不
阻
止
と
い
え
る
ケ
ー
ス
だ
け
で
あ
り
、
純
粋
な
結
果
発
生
の
不
阻
止
と
は
い
え
な
い
、
結
果
に
直
接
作
用
す
る

も
の
は
、
行
為
者
の
活
動
の
有
無
を
問
わ
ず
い
ず
れ
も
作
為
と
し
て
扱
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
萩
野
はStreng

が
作
為
に
分
類

し
た
②
﹁
受
動
的
作
為
﹂
を
不
作
為
に
分
類
す
る）
（₃
（

が
、
そ
の
上
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
作
為
義
務
の
内
容
・
主
体
の
検
討
を
要
し
な
い
と
す

る
）
（₄
（

。

　

し
か
し
こ
の
考
え
方
は
、
本
稿
が
想
定
す
る
作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
意
義
に
合
致
し
な
い
。
本
稿
は
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
は
、
処

罰
の
た
め
に
要
件
が
必
要
な
も
の
を
拾
い
上
げ
る
た
め
の
作
業
と
し
て
位
置
づ
け
る
。﹁
作
為
義
務
の
主
体
・
内
容
を
検
討
す
る
必
要
性
に

つ
い
て
は
、
不
作
為
犯
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
こ
う
し
た
検
討
を
要
し
な
い
場
合
が
存
在
す
る
﹂）
（₅
（

と
い
う
見
解
は
、
本
稿
の
立
場
か
ら
す

る
と
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
意
義
を
失
わ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
所
与
の
も
の
と
し
て
作
為
と
不
作

為
が
存
在
し
て
い
る
と
は
考
え
な
い
。
作
為
と
は
作
為
義
務
の
検
討
が
不
要
な
も
の
、
不
作
為
と
は
作
為
義
務
の
検
討
が
必
要
な
も
の
と
し

て
捉
え
、
作
為
義
務
の
検
討
の
要
否
に
よ
っ
て
作
為
と
不
作
為
を
分
類
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
典
型
的
な
両
極
の
間
に
あ
る
無
数
の
中
間
的
事
象
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
処
理
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
自
体
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
作
為
義
務
の
根
拠
論
を
は
じ
め
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
関
す
る
議
論
が
行
き
詰
ま
り
か
け
て

い
る
中
で
、
作
為
と
不
作
為
が
自
然
的
に
は
二
元
的
に
峻
別
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
認
識
し
な
お
す
こ
と
は
、
一
つ
の
活
路
に
な
り
う
る
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と
考
え
る
。

Ⅴ　

私　

見

１　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
意
義

　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
は
、
様
々
な
態
様
の
行
為
の
う
ち
、
作
為
義
務
と
い
う
補
完
要
素
が
な
け
れ
ば
処
罰
し
え
な
い
も
の
を
切
り
分
け

る
た
め
の
作
業
で
あ
る
。
作
為
と
不
作
為
が
法
的
評
価
以
前
の
生
の
事
象
と
し
て
初
め
か
ら
あ
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
区
別

は
、
そ
の
後
の
操
作
の
便
宜
に
適
う
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
機
能
に
立
ち
返
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
は
二
つ
の
機
能
が
あ
る
。

第
一
に
要
件
論
の
選
択
と
し
て
の
価
値
を
持
つ
区
別
そ
の
も
の
と
し
て
の
機
能
（
第
一
の
機
能
）、
そ
し
て
第
二
に
、
作
為
義
務
の
根
拠
論

の
指
針
と
し
て
の
機
能
（
第
二
の
機
能
）
で
あ
る
。
作
為
と
不
作
為
の
区
別
が
後
の
法
的
操
作
の
便
宜
に
適
う
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
二
つ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
区
別
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
一
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
重
視
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
の
機
能
か
ら
は
、
ど
ち
ら
の
要
件
論
に
進
む
か
を

明
確
に
す
る
と
い
う
要
請
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
は
明
瞭
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
明
瞭
性
を

確
保
す
べ
く
、
自
然
的
要
素
か
ら
区
別
を
試
み
よ
う
と
す
る
諸
見
解
は
、
行
為
の
自
然
的
な
観
察
に
基
づ
き
様
々
な
説
明
を
試
み
て
き
た）
（₆
（

。

無
論
、
い
ず
れ
も
完
全
に
成
功
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
が
、
そ
の
点
は
十
分
に
重
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
従
来
区
別
論
の
段
階
で
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
作
為
義
務
論
と
の
関
係
で
あ
る
、
第
二
の
機
能
に
着
目
し
て
、

改
め
て
作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
基
準
を
定
立
し
た
い
。
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作
為
義
務
の
根
拠
論
の
指
針
と
し
て
の
機
能
か
ら

㈠
　
実
行
行
為
性
の
不
足
と
し
て
の
不
真
正
不
作
為
犯

　

作
為
義
務
の
存
否
は
構
成
要
件
該
当
性
、
中
で
も
実
行
行
為
性
の
問
題
で
あ
る
と
い
わ
れ
る）
（（
（

。

　

実
行
行
為
と
は
、﹁
結
果
発
生
の
現
実
的
﹃
危
険
﹄
を
有
す
る
行
為
﹂
で
あ
り）
（（
（

、︻
危
険
︼
を
か
み
砕
い
て
﹁
結
果
（
法
益
侵
害
）
を
﹃
生

じ
さ
せ
る
可
能
性
﹄
の
あ
る
行
為
﹂、
更
に
︻
生
じ
さ
せ
る
︼
を
か
み
砕
い
て
﹁
結
果
（
法
益
侵
害
）﹃
と
の
間
に
因
果
性
を
持
ち
う
る
﹄
行

為
﹂
と
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る）
（₉
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
結
果
と
の
関
連
性
を
度
外
視
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
作
為
義
務
の
存
否
の

問
題
を
実
行
行
為
性
の
レ
ベ
ル
の
議
論
に
位
置
づ
け
る
以
上
、
因
果
性
の
有
無
や
法
益
悪
化
の
有
無
と
い
っ
た
行
為
者
と
結
果
と
の
関
係
に

着
目
す
る
こ
と
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
作
為
義
務
と
い
う
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
処
罰
し
え
な
い
も
の
が
不
作
為
で
あ
る
。
作
為
義
務
の
存
否

が
実
行
行
為
性
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
こ
で
い
う
﹁
処
罰
し
え
な
い
﹂
と
は
、﹁
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
な
い
﹂
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
作
為
か
不
作
為
か
の
区
別
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
法
的
評
価
の
一
部
で
あ
り
、
よ
り
具

体
的
に
は
、
実
行
行
為
性
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
実
行
行
為
が
﹁
結
果
（
法
益
侵
害
）
と
の
間
に
因
果
性
を
持
ち
う

る
行
為
﹂
な
の
だ
と
す
る
と
、
不
作
為
と
は
、﹁
作
為
義
務
と
い
う
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
、
結
果
（
法
益
侵
害
）
と
の
間
に
因
果
性
を

持
ち
え
な
い
﹂
も
の
と
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈡
　
実
行
行
為
性
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
の
作
為
義
務

　

不
作
為
は
、
自
然
的
に
見
た
と
き
に
、
結
果
（
法
益
侵
害
）
と
の
間
に
因
果
性
を
持
ち
え
な
い
。
仮
に
、
現
に
法
益
侵
害
が
生
じ
た
と
し

た
ら
、
そ
れ
は
別
の
原
因
に
基
づ
く
、
既
存
の
、
無
関
係
な
危
険
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
こ
こ
に
、﹁
行
為
者
が
一
定
の
作
為
を
な
す
は
ず
で
あ
る
﹂
と
い
う
規
範
的
な
仮
定
を
加
え
る
と
、﹁
一
定
の
作
為
を
な
す
は
ず
﹂

な
の
で
、
既
存
の
危
険
は
危
険
で
は
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、﹁
一
定
の
作
為
﹂
を
な
さ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
危
険
が
生
じ
た
こ
と

に
な
る）
₉（
（

。

　

こ
の
構
造
か
ら
考
え
る
と
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
と
そ
の
後
の
作
為
義
務
の
根
拠
論
と
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
ま
ず
、

作
為
と
不
作
為
の
区
別
は
法
的
評
価
の
問
題
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
判
断
自
体
は
も
っ
ぱ
ら
物
理
的
・
自
然
的
な
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
規
範
性
を
一
切
排
し
て
物
理
的
・
自
然
的
に
見
た
と
き
に
、
そ
の
行
為
が
法
益
侵
害
に
対
し
て
因
果
性
を
有
し
う
る
か
と
い
う
の
が

問
題
と
な
る
。
次
に
、
不
作
為
犯
の
作
為
義
務
要
件
は
、
規
範
的
な
判
断
で
あ
る
。﹁
一
定
の
作
為
を
な
す
は
ず
で
あ
る
﹂
と
い
う
規
範
的

な
仮
定
が
成
り
立
つ
か
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
作
為
と
不
作
為
の
区
別
は
、
そ
の
基
準
と
し
て
は
物
理
的
・
自
然
的
な
要

素
を
採
用
す
べ
き
で
あ
り
、
一
方
で
作
為
義
務
の
根
拠
論
に
お
い
て
は
、
物
理
的
・
自
然
的
に
は
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
規

範
的
要
素
を
重
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
区
別
の
段
階
で
は
自
然
的
要
素
に
よ
る
実
行
行
為
性
の
有
無
を
見

て
、
作
為
義
務
論
の
段
階
で
は
規
範
的
要
素
に
よ
る
実
行
行
為
性
の
有
無
を
見
る
と
い
う
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
実
行
行
為
性
を
検
討

し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
区
別
論
と
作
為
義
務
論
と
の
関
係
な
の
で
あ
る
。

㈢
　
物
理
的
・
自
然
的
な
実
行
行
為
性
の
認
定
―
―
因
果
関
係
の
条
件
公
式
を
参
考
に

　

で
は
、
物
理
的
・
自
然
的
に
実
行
行
為
性
の
有
無
を
判
断
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
こ
こ
で
、
因
果
関
係
の
有
無
の
判
断
に
お
け

る
条
件
公
式
を
参
考
に
し
た
い
。
無
論
、
区
別
論
は
実
行
行
為
の
問
題
で
あ
り
、
因
果
関
係
の
問
題
で
は
な
い
。
し
か
し
、﹁
当
該
行
為
が

危
険
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
か
﹂
と
い
う
の
は
、
因
果
関
係
の
問
題
で
あ
る
、﹁
当
該
行
為
が
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
か
﹂
と
い

う
問
題
と
あ
る
種
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
因
果
関
係
の
発
想
を
援
用
す
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
妥
当
性
を
欠
く
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。

　

因
果
関
係
は
、
そ
の
行
為
が
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
条
件
公
式
﹁
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
﹂
を
用
い
て
条

件
関
係
を
見
定
め
る
。
こ
こ
で
い
う
﹁
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
﹂
の
﹁
こ
れ
な
し
﹂
と
は
、﹁
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
﹂
こ
と
を
意
味

す
る
。
一
方
﹁
あ
れ
な
け
れ
ば
﹂
と
は
、
作
為
犯
の
場
合
、﹁
そ
の
作
為
が
な
け
れ
ば
﹂
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
不
作
為
犯
の
場
合
、

﹁
そ
の
作
為
が
あ
れ
ば
﹂
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
作
為
犯
と
不
作
為
犯
の
﹁
あ
れ
な
け
れ
ば
﹂
と
は
、﹁
な
け
れ
ば
﹂
と
い
う
文
言
を
用

い
な
が
ら
も
、
そ
の
実
質
は
、
作
為
な
ら
ば
不
作
為
、
不
作
為
な
ら
ば
作
為
と
い
う
、
反
対
の
ふ
る
ま
い
が
﹁
あ
れ
ば
﹂
と
い
う
こ
と
を
想

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
条
件
公
式
を
、
実
行
行
為
性
の
判
断
に
お
い
て
も
形
を
変
え
て
援
用
し
た
い
。
実
行
行
為
と
は
、
そ
の
行
為
が
危
険
を
も
た
ら
し
た

と
い
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
﹁
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
﹂
の
﹁
こ
れ
な
し
﹂
は
、﹁
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
﹂
で

は
な
く
、﹁
危
険
は
発
生
し
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
、﹁
あ
れ
な
け
れ
ば
﹂
の
方
は
、
因
果
関
係
の
条
件
公
式
で
見
た

よ
う
に
、作
為
と
不
作
為
で
の
場
合
分
け
は
観
念
で
き
な
い
。
こ
の
条
件
公
式
自
体
が
作
為
と
不
作
為
を
区
別
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、

当
然
、
作
為
と
不
作
為
は
ま
だ
分
か
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
因
果
関
係
の
条
件
公
式
の
よ
う
に
、﹁
反
対
の
ふ
る
ま
い
が
あ
れ
ば
﹂

と
い
う
想
定
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
実
行
行
為
性
の
条
件
公
式
で
こ
そ
、
本
当
の
﹁
あ
れ
な
け
れ
ば
﹂、

す
な
わ
ち
、
反
対
の
ふ
る
ま
い
さ
え
も
な
い
、
当
該
行
為
者
の
影
響
力
が
全
く
存
在
し
な
い
状
況
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
考
え
る

な
ら
ば
、﹁
あ
れ
な
け
れ
ば
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、﹁
当
該
行
為
者
の
影
響
力
が
一
切
な
け
れ
ば
﹂、
こ
れ
を
突
き
詰
め
る
と
、﹁
当
該
行

為
者
の
存
在
自
体
が
な
け
れ
ば
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る）
₉（
（

。

　

法
益
侵
害
の
危
険
に
対
し
て
影
響
力
が
及
ん
で
い
る
な
ら
ば
、
当
該
行
為
者
は
す
で
に
、
当
該
法
益
侵
害
へ
と
至
る
因
果
に
関
与
し
て
い

る
と
い
え
る
。
関
与
し
て
い
る
な
ら
ば
、
作
為
義
務
の
考
慮
は
い
ら
な
い
。
作
為
義
務
は
あ
く
ま
で
、
自
然
的
に
見
る
と
無
関
係
で
し
か
な
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い
者
を
、
舞
台
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

３　

具
体
的
区
別
基
準
の
定
立

　

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
ず
、
不
作
為
と
は
、
物
理
的
・
自
然
的
に
は
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
危
険
を
生
じ
さ
せ

な
い
行
為
で
あ
り
、
そ
し
て
、
物
理
的
・
自
然
的
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
な
い
行
為
と
は
、
現
に
何
ら
か
の
危
険
が
存
在
し
て
い
る
場
合
、
そ

の
危
険
に
対
し
て
、
物
理
的
・
自
然
的
に
は
何
ら
の
影
響
も
有
し
て
い
な
い
と
い
え
る
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
加
え
、
因
果
関
係

の
判
断
に
お
け
る
条
件
公
式
を
参
考
に
す
る
と
、
次
の
具
体
的
区
別
基
準
が
導
か
れ
る
。

　
﹁
当
該
行
為
主
体
の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
当
該
危
険
が
そ
の
大
き
さ
で
存
在
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
﹂
と
い
え
る
な
ら
ば
当
該
行
為

は
作
為
で
あ
り
、﹁
当
該
行
為
主
体
の
存
在
が
な
く
と
も
、
当
該
危
険
は
そ
の
大
き
さ
で
存
在
し
て
い
た
﹂
と
い
え
る
な
ら
ば
当
該
行

為
は
不
作
為
で
あ
る
。

　

な
お
こ
こ
で
い
う
﹁
行
為
主
体
の
存
在
﹂
と
は
、
人
体
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
行
為
主
体
が
自
ら
と
一
体
と
し
て
支
配
・
操
作
し
て

い
る
と
こ
ろ
の
衣
類
や
器
具
、
凶
器
、
自
転
車
や
自
動
車
な
ど
を
も
含
む
。
人
体
の
み
を
取
り
除
い
て
直
前
ま
で
そ
の
者
が
着
て
い
た
衣
類

や
凶
器
だ
け
が
そ
こ
に
落
ち
て
い
る
と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
意
味
が
な
い
し
、
ま
た
こ
う
し
た
行
為
主
体
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
も
の
は

行
為
主
体
の
影
響
力
が
あ
ま
り
に
も
色
濃
い
た
め
、
そ
こ
ま
で
取
り
除
い
て
初
め
て
、
そ
の
行
為
主
体
の
影
響
力
が
全
く
な
い
状
況
を
想
定

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
行
為
主
体
の
不
存
在
の
想
定
は
、
作
為
か
不
作
為
か
を
判
定
す
る
行
為
の
時
点
に
お
い
て
行
う
。
そ
の
時
点
よ
り
前
の
事
情
に
は
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何
ら
変
更
を
加
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
判
定
す
る
行
為
の
時
点
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
為
が
作
為
か
不
作
為
か
の
結
論
は
当
然
に
変
わ
り
う

る
。４　

各
事
例
の
解
決

　

３
で
定
立
し
た
基
準
に
よ
り
、
設
定
し
た
八
つ
の
事
例
及
び
検
討
し
た
三
つ
の
日
本
の
裁
判
例
に
つ
い
て
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
を
試

み
る
。

㈠
　
設
定
し
た
事
例
の
解
決

　

①
事
例
ア
に
つ
い
て

　
︻
事
例
︼
Ｘ
は
、
川
で
溺
れ
て
い
る
Ａ
を
救
助
し
な
か
っ
た
。
Ａ
は
溺
死
し
た
。

　
︻
解
決
︼
Ｘ
の
存
在
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
Ａ
の
溺
死
の
危
険
は
同
程
度
の
大
き
さ
で
変
わ
ら
ず
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
の
行

為
は
不
作
為
で
あ
る
。

　
　
　
　

な
お
、
本
事
例
に
お
い
て
、
例
え
ば
Ａ
を
川
に
突
き
落
と
し
た
の
が
Ｘ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、﹁
Ｘ
が
存
在
し
な
け
れ
ば
Ａ
は
そ

も
そ
も
溺
れ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
危
険
は
な
く
、
作
為
﹂
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
Ａ
の
不
救
助
に
つ
い
て
作
為
か
不
作
為

か
を
判
定
す
る
以
上
、
そ
の
時
点
ま
で
に
生
じ
た
事
情
（
Ｘ
が
Ａ
を
突
き
落
と
し
た
と
い
う
事
情
）
に
は
変
更
を
加
え
な
い
。
す

で
に
Ａ
は
溺
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
後
の
時
点
に
お
い
て
、
救
助
し
な
い
と
い
う
ふ
る
ま
い
を
し
て
い
る
Ｘ
の
存

在
を
取
り
除
く
の
で
あ
る）
₉₂
（

。

　

②
事
例
イ
に
つ
い
て
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︻
事
例
︼
Ｘ
は
、
乳
児
で
あ
る
Ａ
に
授
乳
そ
の
他
適
切
な
措
置
を
せ
ず
、
家
事
を
し
て
い
た
。
Ａ
は
餓
死
し
た
。

　
︻
解
決
︼
Ｘ
の
存
在
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
Ａ
の
餓
死
の
危
険
は
同
程
度
の
大
き
さ
で
変
わ
ら
ず
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
の
行

為
は
不
作
為
で
あ
る
。

　

③
事
例
ウ
︱
１
に
つ
い
て

　
︻
事
例
︼
自
力
で
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
患
者
Ａ
の
主
治
医
で
あ
る
Ｘ
は
、
Ａ
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
生
命
維
持
装
置
を
取

り
外
し
た
。
Ａ
は
死
亡
し
た
。

　
︻
解
決
︼
Ｘ
の
存
在
を
除
く
と
、
生
命
維
持
装
置
は
取
り
外
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
か
ら
、
同
程
度
の
危
険
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
Ｘ
の
存
在
を
除
く
と
い
う
こ
と
は
、
生
命
を
維
持
す
る
者
の
存
在
を
除
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
生

命
維
持
装
置
の
存
在
さ
え
も
除
い
た
状
態
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
Ｘ
が
存
在
し
て
生
命
維
持
装
置
を

取
り
外
し
た
場
合
で
も
、
Ｘ
の
存
在
を
除
い
て
生
命
維
持
装
置
の
存
在
を
も
除
い
た
場
合
で
も
、
Ａ
の
生
命
の
危
険
は
全
く
同
程

度
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
も
不
作
為
で
あ
る
。

　

④
事
例
ウ
︱
２
に
つ
い
て

　
︻
事
例
︼
自
力
で
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
患
者
Ａ
の
見
舞
客
で
あ
る
Ｘ
は
、
Ａ
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
生
命
維
持
装
置
を
取

り
外
し
た
。
Ａ
は
死
亡
し
た
。

　
︻
解
決
︼
Ｘ
の
存
在
を
除
く
と
、
生
命
維
持
装
置
が
取
り
外
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
事
例
ウ
︱
１
と
異
な
り
、
医
師
に
よ

る
治
療
は
継
続
さ
れ
る
か
ら
、
Ｘ
の
存
在
を
除
い
た
場
合
、
同
程
度
の
生
命
の
危
険
は
発
生
し
な
い
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
作
為
で
あ
る
。

　

⑤
事
例
エ
︱
１
に
つ
い
て
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︻
事
例
︼
マ
ム
シ
の
毒
に
侵
さ
れ
る
Ａ
に
投
与
す
べ
く
血
清
を
運
ん
で
き
た
医
師
Ｘ
が
翻
意
し
、
血
清
を
投
与
し
な
か
っ
た
。
Ａ
は
死
亡

し
た
。

　
︻
解
決
︼
Ｘ
の
存
在
を
除
く
と
、
血
清
は
そ
も
そ
も
投
与
さ
れ
な
い
た
め
、
Ａ
の
生
命
の
危
険
は
同
程
度
で
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
不
作
為
で
あ
る
。

　

⑥
事
例
エ
︱
２
に
つ
い
て

　
︻
事
例
︼
マ
ム
シ
の
毒
に
侵
さ
れ
る
Ａ
に
投
与
す
べ
く
医
師
が
血
清
を
運
ん
で
き
た
が
、
そ
れ
を
見
た
Ｘ
が
医
師
の
持
つ
血
清
を
叩
き
落

と
し
た
。
Ａ
は
死
亡
し
た
。

　
︻
解
決
︼
Ｘ
の
存
在
を
除
く
と
、
血
清
は
叩
き
落
と
さ
れ
な
い
。
叩
き
落
と
さ
れ
る
こ
と
さ
え
な
け
れ
ば
、
Ａ
に
投
与
さ
れ
る
蓋
然
性
が

高
い
と
い
え
る
場
合
、
危
険
は
少
な
く
と
も
同
程
度
の
大
き
さ
で
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
作
為
で
あ
る
。

　

⑦
事
例
オ
に
つ
い
て

　
︻
事
例
︼
Ｘ
が
自
動
車
を
運
転
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
自
動
車
の
進
路
上
に
Ａ
が
倒
れ
て
い
る
の
を
見
止
め
た
。
Ｘ
は
ブ
レ
ー
キ
を
踏
ま
ず
、

ま
た
ハ
ン
ド
ル
操
作
も
し
な
か
っ
た
。
や
が
て
Ｘ
の
自
動
車
は
Ａ
を
は
ね
、
Ａ
は
死
亡
し
た
。

　
︻
解
決
︼
Ｘ
の
存
在
を
除
く
と
、
Ｘ
と
一
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
動
車
ご
と
除
か
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
Ａ
に
衝
突
す
る
自
動
車
自
体

存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
Ａ
の
生
命
の
危
険
は
発
生
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
作
為
で
あ
る
。

　

⑧
事
例
カ
に
つ
い
て

　
︻
事
例
︼
Ｘ
が
Ａ
宅
の
扉
の
前
に
偶
然
立
ち
止
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
扉
の
向
こ
う
側
に
い
た
Ａ
か
ら
﹁
出
し
て
く
れ
﹂
と
声
を
か
け
ら
れ
た
。

こ
の
時
初
め
て
Ｘ
は
、
自
身
が
そ
こ
に
居
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ａ
が
監
禁
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
し
か
し
、
Ｘ
は
そ

こ
を
立
ち
退
か
な
か
っ
た
。
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︻
解
決
︼
Ｘ
の
存
在
を
除
く
と
、Ａ
の
監
禁
状
態
は
解
消
さ
れ
、身
体
の
自
由
に
対
す
る
危
険
は
生
じ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、作
為
で
あ
る
。

㈡
　
裁
判
例
の
解
決

　

①
佐
賀
地
判
平
成
一
九
年
二
月
二
八
日
（L

E
X

/D
B　

28135252

）

　
︻
事
例
︼
被
告
人
が
自
動
車
で
被
害
者
に
衝
突
し
た
後
、
山
中
に
置
き
去
り
に
し
た
。

　
︻
解
決
︼
衝
突
後
の
段
階
で
被
告
人
の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
被
害
者
は
山
中
に
移
動
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
事
故
現
場
に
置
き
去
り
に

な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
衝
突
に
基
づ
く
怪
我
に
よ
る
生
命
へ
の
危
険
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
同
程
度
の
危
険
が
な
お
存
在
し
た
と

考
え
ら
れ
、
不
作
為
と
評
価
で
き
る
。
一
方
、
山
中
の
不
衛
生
な
状
況
に
よ
る
生
命
へ
の
危
険
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
被
告
人
が

い
な
け
れ
ば
山
中
に
移
動
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
同
程
度
の
危
険
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
え
、
作
為
と
評

価
で
き
る
。

　
　
　
　

本
件
事
案
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
被
害
者
の
生
命
の
危
険
は
あ
く
ま
で
事
故
に
よ
る
傷
害
に
由
来
し
て
お
り
、
山
中
へ
の
移
置
は
、

衛
生
的
な
環
境
で
医
師
の
治
療
を
受
け
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
と
の
対
比
で﹁
危
険
﹂で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
被
告
人
の
存
在
が
な
く
、

事
故
現
場
に
置
き
去
ら
れ
た
場
合
と
比
較
し
て
、
危
険
の
程
度
が
有
意
な
ほ
ど
増
大
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
前

者
の
よ
う
に
考
え
、
不
作
為
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

②
東
京
高
判
平
成
二
〇
年
一
〇
月
七
日
（
東
高
刑
時
報
五
九
巻
一
～
一
二
号
一
〇
六
頁
）

　
︻
事
例
︼
暴
力
団
組
員
で
あ
る
被
告
人
が
同
組
員
の
被
害
者
に
暴
行
を
加
え
、
着
衣
を
脱
が
せ
、
車
の
ト
ラ
ン
ク
に
詰
め
込
み
移
動
し
、

そ
の
後
殺
人
の
未
必
の
故
意
を
生
じ
、
移
動
先
の
広
場
に
お
い
て
被
害
者
を
数
回
足
蹴
に
し
た
上
、
再
び
車
の
ト
ラ
ン
ク
に
閉
じ

込
め
車
ご
と
駐
車
場
に
放
置
し
た
。
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︻
解
決
︼
未
必
の
故
意
を
生
じ
た
段
階
で
被
告
人
の
存
在
を
除
く
と
、
被
害
者
は
裸
で
車
の
ト
ラ
ン
ク
に
詰
め
込
ま
れ
た
ま
ま
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
足
蹴
に
す
る
な
ど
の
暴
行
に
は
生
命
の
危
険
が
な
か
っ
た
と
い
う
裁
判
所
の
判
断
を
前
提
と
す
る
と
、
被
告
人
が
存

在
し
て
い
て
も
し
て
い
な
く
て
も
、
被
害
者
の
生
命
の
危
険
は
同
程
度
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
作
為
で

あ
る
。

　

③
最
決
平
成
二
五
年
四
月
一
五
日
（
刑
集
六
七
巻
四
号
四
三
七
頁
）

　
︻
事
例
︼
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
で
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
自
動
車
を
運
転
し
よ
う
と
す
る
者
に
被
告
人
が
そ
の
旨
了
解
し
、
自
動

車
に
同
乗
し
て
走
行
を
黙
認
し
た
。

　
︻
解
決
︼
従
犯
の
例
な
の
で
、
犯
行
が
よ
り
容
易
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
結
果
と
読
み
か
え
て
検
討
す
る
。
一
方
で
、
被
告
人
が
存
在

せ
ず
、
正
犯
者
一
人
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
正
犯
者
は
気
が
大
き
く
な
ら
ず
、
危
険
運
転
行
為
に
出
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
な

か
っ
た
と
い
え
る
な
ら
ば
、
被
告
人
が
存
在
し
な
け
れ
ば
同
程
度
の
危
険
（
こ
の
場
合
、
犯
行
が
容
易
に
な
る
危
険
、
可
能
性
）

は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
ら
、
作
為
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
被
告
人
が
存
在
せ
ず
正
犯
者
一
人
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
動
機
づ
け
に
何
ら
変
化
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
よ
う
な
事
情
で
あ
れ
ば
、
被
告
人
の
存
在
が
危
険
に
影
響
し

な
い
か
ら
、
こ
れ
は
不
作
為
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
次
の
作
為
義
務
論
の
段
階
で
被
告
人
に
運
転
を
や
め
さ
せ
る
な
ど
の
作
為
義

務
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、﹁
被
告
人
が
運
転
を
や
め
さ
せ
る
は
ず
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
仮
定
的
考
慮
が
働
き
、
そ
の
意
味
で
被
告
人
の

運
転
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
被
告
人
の
作
為
義
務
違
反
に
よ
っ
て
そ
れ
が
容
易
に
な
っ
た
と
い
う
構
成
に
な
る）
₉₄
）（
₉₃
（

。
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Ⅵ　

お
わ
り
に

１　

本
稿
の
内
容
の
ま
と
め

　

本
稿
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
は
二
つ
の
機
能
が
あ
る
。
第
一
に
、
作
為
義
務
の
要
否
を
分
か
つ
た
め
の
区
別
そ
れ
自
体
と
し
て
の
機
能
、
第

二
に
、
作
為
義
務
の
根
拠
論
の
指
針
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。

　

作
為
と
不
作
為
は
法
的
評
価
以
前
の
生
の
事
象
と
し
て
当
然
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
人
為
的
な
法
的
操
作
の
都
合
上
、

区
別
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
区
別
は
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
の
二
つ
の
機
能
を
最
大
限
全
う
で
き
る
よ
う
な
基
準
で
も
っ

て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
機
能
の
要
請
よ
り
、
区
別
の
明
瞭
性
を
担
保
し
つ
つ
、
第
二
の
機
能
の
要
請
よ
り
、

後
の
作
為
義
務
論
と
の
関
係
・
位
置
づ
け
か
ら
逆
算
的
に
基
準
を
定
立
す
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
現
に
作
為
義
務
論
で
広
く
重
視
さ
れ
て
い
る
法
益
と
の
関
係
性
・
因
果
性
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
、
区
別
の
段
階
で
自
然
的
に

﹁
危
険
﹂
で
は
な
い
と
さ
れ
た
行
為
（
不
作
為
）
を
作
為
義
務
論
の
段
階
で
規
範
的
に
埋
め
合
わ
せ
る
と
い
う
構
造
を
念
頭
に
置
い
て
、
実

行
行
為
性
な
い
し
法
益
侵
害
の
危
険
の
発
生
の
観
点
か
ら
区
別
基
準
の
定
立
を
試
み
た
。

　

自
然
的
に
見
た
と
き
に
、
実
行
行
為
性
を
有
し
な
い
の
が
不
作
為
で
あ
る
。
不
作
為
と
は
、
自
然
的
に
は
危
険
を
生
じ
さ
せ
え
な
い
も
の

で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
を
突
き
詰
め
る
と
、
法
益
侵
害
に
至
る
因
果
の
過
程
に
な
ん
ら
の
関
与
も
し
て
お
ら
ず
、
影
響
力
を
持
た
な
い
も
の

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
影
響
力
の
有
無
を
判
断
す
る
に
は
、
行
為
者
が
持
つ
有
形
無
形
の
影
響
力
を
一
切
排
し
た
状
態
を

想
定
し
て
、
そ
の
場
合
で
も
同
程
度
の
危
険
が
存
在
し
て
い
た
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
具
体
的
な
判
断
枠
組
み
と
し
て
定
立
す
る
と
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
は
、﹁
当
該
行
為
主
体
の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
当
該
危
険
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為
と
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四

が
そ
の
大
き
さ
で
存
在
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
﹂
と
い
え
る
か
否
か
で
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基
準
は
、
あ
い
ま

い
な
部
分
を
最
小
限
に
抑
え
明
確
に
区
別
で
き
る
と
い
う
点
で
、区
別
の
第
一
の
機
能
の
要
請
で
あ
る
と
こ
ろ
の
区
別
の
明
瞭
性
を
満
た
す
。

そ
し
て
、
現
に
作
為
義
務
論
で
広
く
重
視
さ
れ
て
い
る
法
益
と
の
関
係
性
・
因
果
性
を
出
発
点
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
作
為
義
務
論
と
の
間

で
規
範
的
要
素
と
自
然
的
要
素
の
考
慮
に
関
し
て
棲
み
分
け
を
試
み
る
な
ど
、後
の
作
為
義
務
論
を
強
く
意
識
し
た
基
準
定
立
で
あ
る
た
め
、

区
別
の
第
二
の
機
能
の
要
請
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
要
件
論
・
作
為
義
務
論
に
お
け
る
便
宜
に
も
か
な
う
も
の
で
あ
る
。

２　

本
稿
の
成
果
と
今
後
の
課
題

　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
つ
い
て
は
様
々
な
先
行
研
究
が
あ
る
も
の
の
、
実
務
上
も
定
着
す
る
よ
う
な
一
致
し
た
基
準
に
は
昇
華
さ
れ
て

い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
は
二
つ
の
機
能
と
い
う
面
で
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
不
真
正
不
作
為
犯
論
の

出
発
点
と
も
な
り
う
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
つ
い
て
、
作
為
義
務
論
と
の
関
係
で
そ
れ
が
ど
こ
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
か
を
意
識
し
つ
つ
、
実
用
に
耐
え
う
る
判
断
枠
組
み
の
定
立
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
と
作
為
義
務
論
を
合
わ
せ
て
実
行
行
為
性
の
問
題
で
あ
る
と
捉
え
、
第
一
段
階
で
あ
る
区
別
論
で
は

自
然
的
要
素
に
基
づ
い
て
実
行
行
為
性
を
判
断
し
、
第
二
段
階
で
あ
る
作
為
義
務
論
で
は
規
範
的
要
素
を
考
慮
し
て
実
行
行
為
性
を
判
断
す

べ
き
で
あ
る
と
整
理
し
た
。
こ
の
位
置
づ
け
を
踏
ま
え
、
作
為
義
務
論
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
1
）　

ド
イ
ツ
刑
法
第
一
三
条
一
項
﹁
刑
法
典
の
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
を
回
避
す
る
の
を
怠
っ
た
者
は
、
結
果
の
不
発
生
に
つ
い
て
法
的
に
義
務
を
負
い
、
か
つ
、
不
作
為
が

作
為
に
よ
る
法
定
構
成
要
件
の
実
現
に
相
応
す
る
場
合
に
限
り
、
こ
の
法
規
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
﹂、
二
項
﹁
刑
は
、
第
四
九
条
一
項
に
よ
り
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂（
邦

語
訳
は
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
編
﹃
ド
イ
ツ
刑
法
典
﹄（
法
曹
会
、
二
〇
〇
七
年
）
に
拠
る
）。

（
2
）　

日
髙
義
博
﹃
不
真
正
不
作
為
犯
の
理
論
［
第
二
版
］﹄（
慶
應
通
信
、
一
九
八
三
年
）
一
二
九
頁
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁
不
真
正
不
作
為
犯
と
作
為
犯
と
を
同
一
の
犯
罪
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構
成
要
件
の
も
と
で
等
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
と
作
為
犯
と
の
存
在
構
造
上
の
溝
を
乗
り
越
え
る
も
の
が
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
価
値
構
造
上
に
お

い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂。

（
3
）　

日
髙
・
前
掲
注
（
2
）
一
五
四
頁
。

（
4
）　

日
髙
・
前
掲
注
（
2
）
一
五
四
頁
。

（
5
）　

日
髙
・
前
掲
注
（
2
）
一
五
五
頁
。

（
6
）　

西
田
典
之
﹁
不
作
為
犯
論
﹂
芝
原
ほ
か
編
﹃
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開　

総
論
Ⅰ
﹄（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
）
八
九
頁
。

（
7
）　

西
田
・
前
掲
注
（
6
）
九
〇
頁
。

（
8
）　

典
型
と
し
て
、
山
羊
の
毛
事
件
（R

G
St63,211

、
本
稿
Ⅱ
・
３
・
㈠
イ
に
お
い
て
検
討
）
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
刷
毛
工
場
の
工
場
主
が
、
炭
そ
菌
に
汚
染
さ
れ
た
山

羊
の
毛
を
消
毒
せ
ず
（
第
一
行
為
）、
労
働
者
に
渡
し
た
（
第
二
行
為
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
作
為
と
さ
れ
る
行
為
と
不
作
為
と
さ
れ
る
行
為
は
、
そ
も
そ
も

時
間
的
先
後
関
係
の
あ
る
別
の
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
行
為
が
不
作
為
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
第
一
行
為
を
問
責
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
れ
ば
こ

れ
は
不
作
為
犯
と
な
り
、
第
二
行
為
が
作
為
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
第
二
行
為
を
問
責
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
れ
ば
作
為
犯
と
な
る
。

（
9
）　

典
型
と
し
て
、
治
療
中
止
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
自
力
で
の
生
命
の
維
持
が
困
難
な
患
者
の
生
命
維
持
装
置
を
、
そ
れ
ま
で
治
療
に
携
わ
っ
て
き
た
医
師
が
取
り
外
す
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
命
維
持
装
置
の
取
り
外
し
と
い
う
事
実
的
行
為
自
体
が
問
責
対
象
と
し
て
確
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
事
実
を
取
り
外
す
と
い
う
動
作
か
ら
作

為
と
評
価
す
る
か
、
治
療
を
中
止
す
る
と
い
う
意
味
で
不
作
為
と
評
価
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
10
）　

学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
西
原
春
夫
﹁
作
為
と
不
作
為
の
概
念
﹂﹃
犯
罪
実
行
行
為
論
﹄（
成
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
九
四
頁
、
中
森
喜
彦
﹁
作
為
と
不
作
為
の
区
別
﹂﹃
現

代
の
刑
事
法
学
（
上
）・
平
場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
﹄（
有
斐
閣
、一
九
七
七
年
）
一
二
六
頁
、大
越
義
久
﹁
作
為
と
不
作
為
﹂
阿
部
純
二
ほ
か
編
﹃
刑
法
基
本
講
座
第
二
巻
﹄（
法

学
書
院
、
一
九
九
四
年
）
八
一
頁
に
詳
し
い
。
更
に
近
年
の
も
の
で
は
萩
野
貴
史
﹁
作
為
犯
と
不
作
為
犯
の
区
別
に
つ
い
て
︱
︱
不
作
為
犯
に
お
け
る
作
為
義
務
の
主
体
・
内

容
に
関
す
る
検
討
の
必
要
性
︱
︱
﹂
獨
協
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
七
頁
や
、
山
下
裕
樹
﹁
作
為
・
不
作
為
の
区
別
と
行
為
記
述
﹂
関
大
法
学
六
六
巻
四

号
（
二
〇
一
六
年
）
九
七
六
頁
が
先
行
研
究
の
詳
細
な
検
討
を
し
て
い
る
。

（
11
）　

作
為
と
不
作
為
の
区
別
基
準
に
関
す
る
諸
学
説
に
つ
い
て
、
自
然
主
義
的
な
区
別
基
準
と
規
範
的
な
区
別
基
準
の
二
つ
に
分
類
し
て
検
討
す
るJoerg B

ram
m

sen, T
un 

oder U
nterlassen ? D

ie B
estim

m
ung der strafrechtlichen V

erhaltensform
en, G

A
 2002, S. 193 ff.　

に
従
う
。
こ
の
分
類
を
採
用
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
山

本
紘
之
﹁
作
為
と
不
作
為
の
区
別
に
つ
い
て
︱
︱
過
失
犯
に
お
け
る
区
別
を
主
眼
と
し
て
︱
︱
﹂
法
学
新
報
一
一
三
巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
五
一
五
頁
、
萩
野
・
前
掲

注
（
10
）
五
七
頁
、
山
下
・
前
掲
注
（
10
）
九
七
六
頁
。
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（
12
）　

E
rnst-Joachim

 L
am

pe , T
äterschaft bei fahrlässiger Straftat, Z

StW
 71, 1959, S.587 f., K

arl H
einz G

össel, Z
ur L

ehre vom
 U

nterlassungsdelikt, 

Z
StW

 96, 1984, S.326 f., Joerg B
ram

m
sen, a.a.O

. （A
nm

. 11

）, S200.

、
西
原
・
前
掲
注
（
10
）
一
〇
八
頁
以
下
、
萩
野
・
前
掲
注
（
10
）
七
一
頁
な
ど
。

（
13
）　

西
原
・
前
掲
注
（
10
）
一
〇
四
頁
。

（
14
）　

萩
野
・
前
掲
注
（
10
）
七
二
頁
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
、
十
河
太
朗
﹁
萩
野
貴
史
﹃
作
為
犯
と
不
作
為
犯
の
区
別
に
つ
い
て
︱
︱
不
作
為
犯
に
お
け
る
作
為
義
務
の
主
体
・

内
容
に
関
す
る
検
討
の
必
要
性
︱
︱
﹄（
刑
事
法
学
の
動
き
）﹂
法
律
時
報
八
四
巻
一
一
号
（
一
九
九
五
年
）
一
二
八
頁
は
、﹁
作
為
犯
と
不
作
為
犯
の
区
別
は
、
当
該
構
成
要

件
の
内
容
と
の
関
係
に
お
い
て
規
範
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
確
定
で
き
な
い
は
ず
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
を
考
慮
せ
ず
に
、
身
体
が
運
動
し
て
い
た
か
静
止
し
て
い
た
か
と
い
う

事
実
的
な
判
断
に
よ
っ
て
直
ち
に
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
15
）　K

arl E
ngisch, T

un und U
nterlassen, F

estschrift für W
ilhelm

 G
allas zum

 70. G
eurtstag am

 22, Juli 1973, S. 172. 

な
お
、
こ
の
文
献
を
紹
介
す
る
邦
語
文

献
と
し
て
、
中
川
祐
夫
＝
繁
田
実
造
編
﹁
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ガ
ラ
ス
記
念
論
文
集
の
紹
介
㈡
﹂
龍
谷
法
学
九
巻
三
＝
四
号
（
一
九
七
七
年
）
四
七
三
頁
以
下
［
神
山
敏
雄
］
が

あ
る
。

（
16
）　

大
越
・
前
掲
注
（
10
）
八
八
頁
は
、﹁
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
を
意
味
性
と
関
連
づ
け
て
用
い
る
と
、
恣
意
性
が
入
り
込
む
こ
と
に
な
る
﹂
と
批
判
す
る
。

（
17
）　

A
rm

in K
aufm

ann, D
ie D

ogm
atik der U

nterlassungsdelikte, 2. A
ufl,. 1988, S. 61 ff., H

ans W
elzel, D

as D
eutsche Strafrecht, 11. A

ufl., 1969, S.203.

、

山
中
敬
一
﹃
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
と
帰
属
﹄（
成
文
堂
、
一
九
八
四
年
）
二
六
頁
な
ど
。

（
18
）　

大
越
・
前
掲
注
（
10
）
八
八
頁
、
山
本
・
前
掲
注
（
11
）
五
二
八
頁
、
萩
野
・
前
掲
注
（
10
）
六
八
頁
。

（
19
）　

中
森
・
前
掲
注
（
10
）
一
三
一
頁
が
、
因
果
関
係
の
存
否
を
基
準
と
す
る
こ
と
自
体
に
は
批
判
を
加
え
つ
つ
も
、﹁
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
物
理

的
機
械
的
因
果
関
係
で
あ
る
﹂
と
付
言
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
点
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
20
）　

中
森
・
前
掲
注
（
10
）
一
三
一
頁
。

（
21
）　

中
森
・
前
掲
注
（
10
）
一
三
一
頁
。

（
22
）　

E
rich Sam

son, B
egehung und U

nterlassung, F
estschrift für H

ans W
elzel zum

 70. G
eburtstag am

 25. M
ärz 1974, S. 592 f.

、
大
越
・
前
掲
注
（
10
）
八

八
頁
以
下
、
内
田
文
昭
﹃
刑
法
概
要　

上
巻
﹄（
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
）
三
一
〇
頁
、
髙
山
佳
奈
子
﹁
不
真
正
不
作
為
犯
﹂
山
口
厚
編
著
﹃
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
刑
法
総
論
﹄

（
二
〇
〇
三
年
）
四
四
頁
、
神
山
敏
雄
﹁
過
失
犯
に
お
け
る
作
為
と
不
作
為
の
区
別
基
準
論
（
上
）﹂
判
例
時
報
二
一
〇
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
七
頁
な
ど
。

（
23
）　

法
益
の
悪
化
の
有
無
に
着
目
し
た
上
で
こ
れ
を
作
為
と
す
る
見
解
と
し
て
、
髙
山
・
前
掲
注
（
22
）
四
五
頁
、
神
山
敏
雄
﹁
作
為
と
不
作
為
の
限
界
に
関
す
る
一
考
察
︱
︱

心
肺
装
置
の
遮
断
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂﹃
現
代
の
刑
事
法
学
（
上
）・
平
場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
七
七
年
）
一
二
三
頁
。
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作
為
と
不
作
為
の
区
別

同
志
社
法
学　

六
九
巻
五
号�

二
五
九

一
八
三
七

（
24
）　E

dm
und M

ezger, Strafrecht A
llgem

einer Teil E
in Studienbuch, 6.A

ufl., 1955, S.70.

、
井
田
良
﹃
講
義
刑
法
学
・
総
論
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
三
九
頁
、

管
理
監
督
過
失
に
つ
き
大
山
徹
﹁
管
理
・
監
督
過
失
に
お
け
る
作
為
と
不
作
為
︱
︱
火
災
事
故
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
判
例
の
検
討
を
通
じ
て
︱
︱
﹂
香
川
法
学
三
二
巻
一
号
（
二

〇
一
二
年
）
二
二
頁
な
ど
。

（
25
）　

Joerg B
ram

m
sen, a.a.O

. （A
nm

. 11

）, S.199.

（
26
）　

近
年
の
試
み
と
し
て
、S

tep
h

an
 A

sh
, B

egeh
u

n
g u

n
d

 U
n

terlassu
n

g – A
b

gren
zu

n
g u

n
d

 E
rfolgszu

rech
u

n
g A

m
 B

eisp
iel d

er B
G

H
-U

rteile zu
m

 

B
ehandlungsabbruch und zum

 E
issporthallenfall, Z

StW
 124

（3

）, 2012, S. 612.

（
27
）　E

berhard Schm
idt, D

er A
rzt im

 Strafrecht, 1939, S. 75 ff.

（
28
）　

中
森
・
前
掲
注
（
10
）
一
二
八
頁
。

（
29
）　

G
ünter Spendel, Z

ur U
nterscheidung von T

un und U
nterlassen, F

estschrift für E
berhard Schm

idt zum
 70. G

eburtstag 1971, S
. 194. , A

rthur 

K
aufm

ann, D
ie B

edeutung hypothetischer E
rfolgsursachen im

 Strafrecht, F
estschrift für E

berhard Schm
idt zum

 70. G
eburtstag 1971, S. 212.

（
30
）　

山
口
厚
﹃
刑
法
総
論
︹
第
三
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
七
八
頁
は
、﹁
作
為
と
不
作
為
と
を
相
互
排
他
的
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
作
為
犯

の
成
否
を
検
討
し
た
後
に
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
否
を
問
題
と
す
る
し
か
な
く
、
ま
た
そ
れ
で
実
際
上
は
足
り
る
﹂
と
す
る
。

（
31
）　G

ünter Spendel, a.a.O
. 

（A
nm
29

）, S.194
は
、
な
さ
れ
た
行
為
が
因
果
的
で
な
い
場
合
に
不
作
為
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
基
準
を
用
い
る

以
前
に
、
す
で
に
別
の
基
準
で
作
為
と
不
作
為
を
区
別
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
山
本
・
前
掲
注
（
11
）
五
二
九
頁
、
山
下
・
前
掲
注
（
10
）

九
八
九
頁
。

（
32
）　

山
口
・
前
掲
注
（
30
）
七
八
頁
は
、
プ
ー
ル
で
溺
れ
て
い
る
人
を
助
け
ず
に
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、﹁
プ
ー
ル
か
ら
立
ち
去
っ
た
（
作
為
）
か
ら
、
そ
の

動
作
が
作
用
し
て
死
ん
だ
の
で
は
な
く
、
救
助
し
な
か
っ
た
（
不
作
為
）
か
ら
、
救
い
出
さ
れ
ず
に
溺
れ
て
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
作
為
犯
は
成
立
せ
ず
、
不
作

為
犯
の
成
否
が
問
題
と
な
る
﹂
と
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
プ
ー
ル
か
ら
立
ち
去
る
と
い
う
﹁
作
為
﹂
を
実
行
行
為
と
し
て
採
用
で
き
な
い
と
す
る
段
階
で
、
す
で
に
非

難
可
能
性
の
重
点
な
り
、
因
果
性
の
存
否
な
り
、
何
ら
か
の
基
準
に
よ
っ
て
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
33
）　G

ünter Jakobs, D
ie strafrechtliche Z

urechnung von T
un und U

nterlassen, 1996, S. 11ff. 

な
お
、
こ
の
邦
語
翻
訳
と
し
て
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス
﹁
作

為
お
よ
び
不
作
為
の
刑
法
的
帰
責
﹂︹
平
山
幹
子
訳
︺
松
宮
孝
明
編
訳
﹃
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス
著
作
集
︹
第
一
巻
︺
犯
罪
論
の
基
礎
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
一
〇
三

頁
以
下
。
山
下
・
前
掲
注
（
10
）
は
こ
の
見
解
を
支
持
し
、
作
為
と
不
作
為
を
区
別
す
る
こ
と
は
従
来
の
基
準
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
作
為
と
不
作
為
は
区
別
す
る

必
要
が
な
い
と
結
論
づ
け
る
。
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
五
号�

二
六
〇

作
為
と
不
作
為
の
区
別

一
八
三
八

（
34
）　

こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
神
山
敏
雄
﹁
過
失
犯
に
お
け
る
作
為
と
不
作
為
の
区
別
基
準
論
（
中
）﹂
判
例
時
報
二
一
〇
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
〇
頁

以
下
。
こ
の
文
献
で
は
過
失
犯
に
お
い
て
作
為
と
不
作
為
の
区
別
が
問
題
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
を
集
め
、
区
別
問
題
に
対
し
帰
納
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
い
る
。

（
35
）　

神
山
・
前
掲
注
（
22
）
八
頁
以
下
。

（
36
）　

E
dm

und M
ezger, Strafrecht A

llgem
einer Teil E

in Studienbuch, 9.A
ufl., 1960, S.76.

（
37
）　

W
essels-B

eu
lke-S

atzger, S
trafrech

t A
llgem

ein
er T

eil, 46. A
u

fl., 2016, S
. 359., S

tern
b

erg - L
ieb

en
, S

ch
ön

ke-S
ch

röd
er, S

trafgesetzb
u

ch 

K
om

m
entar, 27.A

ufl., 2006, S.299.

な
ど
。
そ
の
他
本
件
に
つ
い
て
の
諸
学
説
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
神
山
・
前
掲
注
（
22
）
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
38
）　

こ
れ
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
ヘ
ニ
ン
グ
・
ロ
ー
ゼ
ナ
ウ
﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
臨
死
介
助
及
び
自
殺
幇
助
の
権
利
﹂︹
甲
斐
克
則
・
福
山
好
典
訳
︺
比
較
法
学
四
七
巻

三
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
〇
五
頁
、
神
馬
幸
一
﹁
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
六
月
二
五
日
判
決
（P

utz

事
件
）
︱
人
工
的
栄
養
補
給
処
置
の
中
止
に
関
す
る
新
し

い
判
例
動
向
︱
﹂
法
学
研
究
八
四
巻
五
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
〇
九
頁
、山
中
敬
一
﹁
臨
死
介
助
に
お
け
る
同
一
法
益
主
体
内
の
利
益
衝
突
に
つ
い
て
﹂
近
大
法
学
六
二
巻
第
三
・

四
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
六
五
頁
な
ど
。

（
39
）　

治
療
中
止
の
理
解
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
学
説
を
批
判
的
に
検
討
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
神
山
・
前
掲
注
（
23
）
九
九
頁
。

（
40
）　

C
laus R

oxin, A
n der G

renze von B
egehung und U

nterlassung, E
ngisch-F

estschrift, 1969, S. 395.ff.

を
参
照
。

（
41
）　

邦
語
文
献
と
し
て
、
山
中
・
前
掲
注
（
38
）
二
七
二
頁
は
、
こ
の
こ
と
を
、﹁
作
為
と
不
作
為
の
区
別
を
﹃
非
難
の
重
点
﹄
が
い
ず
れ
に
あ
る
か
と
い
う
あ
い
ま
い
な
基
準

で
判
断
す
る
た
め
、
あ
え
て
こ
れ
を
不
作
為
と
解
し
て
、
臨
死
介
助
を
不
処
罰
に
す
る
と
い
う
政
策
的
意
図
の
見
え
透
い
た
構
成
で
あ
る
﹂
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
神
山
・

前
掲
注
（
23
）
一
一
九
頁
はR
oxin

の
﹁
作
為
に
よ
る
不
作
為
﹂
理
論
に
つ
い
て
、﹁
作
為
と
不
作
為
の
限
界
を
無
視
し
て
本
事
例
に
対
す
る
不
処
罰
的
法
感
情
を
先
取
り
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
の
存
在
的
構
造
ま
で
も
歪
曲
し
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂、﹁
す
で
に
維
持
さ
れ
て
い
る
法
益
を
裸
の
作
為
に
よ
っ
て
物
理
的
に
現
状
よ
り
も
悪

化
さ
せ
、
構
成
要
件
が
予
定
す
る
結
果
を
現
実
に
発
生
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
場
合
に
ま
で
そ
れ
を
適
用
す
る
と
い
う
の
は
如
何
に
も
強
弁
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂
な

ど
と
批
判
す
る
。

（
42
）　

ヴ
ィ
テ
ィ
ヒ
事
件
（B

G
H

St 32, 367

）、
ケ
ン
プ
テ
ン
事
件
（B

G
H

St 40, 257
）
も
参
照
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
臨
死
介
助
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
甲
斐
克
則
﹃
尊
厳
死
と

刑
法
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
二
一
三
頁
以
下
、
特
に
ケ
ン
プ
テ
ン
事
件
に
つ
い
て
は
、
同
一
三
三
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
43
）　

日
髙
義
博
﹁
作
為
犯
か
不
作
為
犯
か
﹂
専
修
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
五
五
頁
や
塩
見
淳
﹃
刑
法
の
道
し
る
べ
﹄
九
一
頁
は
こ
れ
を
批
判
し
、
不
作
為
と

構
成
す
べ
き
と
す
る
。

（
44
）　

横
浜
地
判
昭
和
三
七
年
五
月
三
〇
日
（
下
刑
集
四
巻
五
＝
六
号
四
九
九
頁
）、
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
九
月
三
〇
日
（
下
刑
集
七
巻
九
号
一
八
二
頁
）、
東
京
地
判
昭
和
四
六
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作
為
と
不
作
為
の
区
別

同
志
社
法
学　

六
九
巻
五
号�

二
六
一

一
八
三
九

年
三
月
四
日
（
高
刑
集
二
四
巻
一
号
一
六
八
頁
）。

（
45
）　

長
野
地
裁
松
本
支
部
（
言
い
渡
し
年
月
日
不
明
）。

（
46
）　

さ
い
た
ま
地
判
平
成
二
三
年
二
月
一
四
日
刑
集
六
七
巻
四
号
五
〇
五
頁
。

（
47
）　

東
京
高
判
平
成
二
三
年
一
一
月
一
七
日
刑
集
六
七
巻
四
号
五
三
二
頁
。

（
48
）　

詳
細
は
拙
稿
﹁
批
判
﹂
同
志
社
法
学
六
七
巻
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
三
一
頁
。

（
49
）　

こ
れ
と
の
比
較
と
し
て
、
仙
台
地
判
平
成
二
〇
年
九
月
一
九
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。
被
告
人
は
運
転
者
に
運
転
を
依
頼
し
、
駐
車
料
金
を
支
払
う
な
ど
し
て
運
転
者
に

車
の
走
行
を
開
始
さ
せ
た
。
こ
の
働
き
か
け
は
、﹁
了
解
﹂
と
比
べ
る
と
か
な
り
強
い
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
走
行
開
始
後
、
被
告
人
は
眠
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
眠
り
込
ん

で
い
る
た
め
、﹁
黙
認
﹂
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
場
合
に
も
酒
気
帯
び
運
転
幇
助
罪
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。
走
行
後
の
事
情
で
あ
る
﹁
黙
認
﹂
が
存
在
し
な
い
代

わ
り
に
、
走
行
前
の
事
情
で
あ
る
﹁
依
頼
﹂
が
、﹁
了
解
﹂
に
比
べ
て
高
度
な
働
き
か
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
〇
年
仙
台
地
判
と
平
成
二
五
年
最
決
と
は
、
全
体
と
し

て
加
功
の
程
度
が
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
50
）　

西
田
・
前
掲
注
（
6
）
九
一
頁
は
、
作
為
義
務
が
認
め
ら
れ
る
の
は
原
則
と
し
て
意
図
的
に
排
他
的
支
配
を
獲
得
し
た
場
合
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
事
実
上
結
果
を
支

配
す
る
地
位
（
支
配
領
域
性
）
は
あ
る
が
そ
れ
を
意
図
的
に
獲
得
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
場
合
に
も
、
不
作
為
者
こ
そ
が
作
為
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
状
況
が
認
め

ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。
不
作
為
者
が
﹁
親
子
、
建
物
の
所
有
者
、
賃
借
人
、
管
理
者
の
よ
う
に
、
そ
の
身
分
関
係
、
社
会
的
地
位
に
基
づ
き
社
会
生
活
上
継
続
的
に
保
護
・
管

理
義
務
を
負
う
場
合
﹂
に
は
、
支
配
領
域
性
を
有
す
る
不
作
為
者
に
作
為
義
務
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
支
配
性
と
い
う
事
実
的
要
素
に
主
軸
を
置
き
な
が
ら
も
、
間
隙
を
規
範

的
要
素
で
補
充
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

（
51
）　

塩
見
・
前
掲
注
（
43
）
二
九
頁
の
文
献
は
、
薬
害
エ
イ
ズ
刑
事
事
件
な
ど
を
背
景
に
、
事
実
的
要
素
を
重
視
し
た
一
元
的
根
拠
づ
け
観
念
化
・
規
範
化
し
つ
つ
あ
る
傾
向
を

明
快
に
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
52
）　

例
え
ば
ひ
き
逃
げ
に
関
す
る
前
掲
注
・（
44
）
昭
和
四
〇
年
東
京
地
判
の
よ
う
な
事
例
は
、
裁
判
所
は
特
に
根
拠
論
に
つ
い
て
深
く
言
及
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
自
動
車

で
被
害
者
に
衝
突
し
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
い
う
先
行
行
為
、
救
護
義
務
と
い
う
法
令
、
一
度
病
院
に
連
れ
て
行
こ
う
と
車
に
引
き
入
れ
た
法
益
保
護
の
引
受
け
、
車
と
い
う
密

室
空
間
で
の
排
他
的
支
配
性
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
考
慮
さ
れ
う
る
。
ま
た
、
同
居
の
従
業
員
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
後
、
発
覚
を
恐
れ
、
治
療
を
受
け
さ
せ
ず
死
に
至
ら
し

め
た
東
京
地
八
王
子
支
判
昭
和
五
七
年
一
二
月
二
二
日
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
九
四
巻
一
四
二
頁
）
で
は
、
裁
判
所
は
支
配
領
域
性
と
先
行
行
為
を
考
慮
す
る
。﹁
シ
ャ
ク
テ
ィ

パ
ッ
ト
事
件
﹂
と
し
て
有
名
な
最
決
平
成
一
七
年
七
月
四
日
（
刑
集
五
九
巻
六
号
四
〇
三
頁
）
で
は
、
最
高
裁
判
所
は
被
告
人
が
﹁
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
﹂
に
よ
っ

て
被
害
者
の
生
命
に
具
体
的
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
点
、
ま
た
、﹁
手
当
を
全
面
的
に
委
ね
ら
れ
た
立
場
に
あ
っ
た
﹂
点
を
指
摘
し
て
、﹁
必
要
な
医
療
措
置
を
受
け
さ
せ
る
義
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志
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五
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不
作
為
の
区
別

一
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四
〇

務
を
負
っ
て
い
た
も
の
﹂
と
認
定
し
て
い
る
。
先
行
行
為
に
加
え
、
強
い
支
配
依
存
関
係
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

（
53
）　

丸
山
雅
夫
﹁
不
真
正
不
作
為
犯
の
限
定
原
理
に
つ
い
て
﹂﹃
刑
事
法
・
医
事
法
の
新
た
な
展
開
（
上
）
町
野
朔
先
生
古
稀
記
念
﹄（
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
）
四
七
頁
。

（
54
）　

髙
山
・
前
掲
注
（
22
）
四
五
頁
。

（
55
）　

髙
山
・
前
掲
注
（
22
）
五
七
頁
。

（
56
）　

髙
山
・
前
掲
注
（
22
）
五
九
頁
。

（
57
）　

西
田
・
前
掲
注
（
6
）
九
〇
頁
は
、
引
受
け
説
の
発
想
や
、
大
谷
實
﹃
刑
法
講
義
総
論
﹄［
初
版
］（
成
文
堂
、
一
九
八
六
年
）
一
八
五
頁
が
﹁
特
定
の
者
に
結
果
発
生
の
防

止
を
期
待
す
る
の
は
、
社
会
生
活
上
行
為
者
に
法
益
の
保
護
が
具
体
的
に
依
存
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
者
が
自
ら
の
意
思
に
も
と
づ
き
結
果
の
発
生
ま
た
は
不
発
生
を
支
配

で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
が
作
為
義
務
発
生
の
実
質
的
根
拠
で
あ
る
﹂
と
す
る
と
こ
ろ
の
趣
旨
を
、
排
他
的
支
配
性
の
観
点
と
同
趣
旨
で
あ
る
と
分
析
す
る
。

（
58
）　

神
山
敏
雄
﹁
保
障
人
義
務
の
理
論
的
根
拠
﹂﹃
変
動
期
の
刑
事
法
学　

森
下
忠
先
生
古
稀
祝
賀
（
上
）﹄（
成
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
二
一
三
頁
以
下
は
、
法
益
侵
害
の
危
険

が
す
で
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
保
護
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
法
益
の
保
護
が
そ
の
者
に
依
存
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
を
﹁
顕
在
的
依
存
関
係
﹂、
未
だ
具
体
的
に
法
益
保
護

は
開
始
さ
れ
て
い
な
い
が
、
非
常
事
態
が
起
こ
れ
ば
法
益
保
全
が
一
定
の
者
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
場
合
を
﹁
潜
在
的
依
存
関
係
﹂
と
し
て
、
後
者
の
場
合
に
は
よ

り
細
か
い
要
件
を
置
い
て
作
為
義
務
を
認
め
る
と
い
う
方
法
で
、
作
為
と
不
作
為
の
同
価
値
性
を
保
つ
試
み
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
59
）　

神
山
・
前
掲
注
（
58
）
二
一
三
頁
。

（
60
）　

神
山
・
前
掲
注
（
22
）
七
頁
。

（
61
）　

日
髙
・
前
掲
注
（
2
）
一
五
四
頁
。

（
62
）　

日
髙
・
前
掲
注
（
2
）
一
五
四
頁
。

（
63
）　

日
髙
・
前
掲
注
（
2
）
一
五
五
頁
。

（
64
）　

た
だ
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
等
価
値
で
あ
る
べ
き
な
の
は
不
作
為
と
作
為
で
あ
っ
て
、
不
作
為
の
前
提
と
な
る
因
果
の
発
生
を
設
定
し
た
の
が
不
作
為
者
で
あ

る
こ
と
が
、
果
た
し
て
同
価
値
性
を
担
保
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
佐
伯
仁
志
﹃
刑
法
総
論
の
考
え
方
・
楽
し
み
方
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
八

六
頁
、
十
河
太
朗
﹁
不
真
正
不
作
為
犯
の
実
行
行
為
性
に
つ
い
て
﹂
同
志
社
法
学
五
六
巻
六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
七
一
四
頁
な
ど
。

（
65
）　

西
田
・
前
掲
注
（
6
）
八
九
頁
以
下
。

（
66
）　

西
田
・
前
掲
注
（
6
）
九
〇
頁
。

（
67
）　

西
田
・
前
掲
注
（
6
）
九
一
頁
以
下
。
支
配
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
で
支
配
領
域
性
に
置
か
れ
た
場
合
に
は
、﹁
そ
の
意
思
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
不
作
為
者
こ
そ
が
作
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社
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六
九
巻
五
号�

二
六
三

一
八
四
一

為
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
規
範
的
要
素
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う
規
範
的
要
素
に
は
先
行
行
為
は
含
ま
れ
ず
、﹁
親
子
、
建
物
の
所
有
者
、
賃
借
人
、

管
理
者
の
よ
う
に
、
そ
の
身
分
関
係
、
社
会
的
地
位
に
基
づ
き
社
会
生
活
上
継
続
的
に
保
護
・
管
理
義
務
を
負
う
場
合
﹂
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
依
存
関
係
を
支
配

と
い
う
事
実
的
要
素
に
昇
華
し
つ
つ
も
、
な
お
依
存
関
係
を
規
範
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
観
点
も
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
68
）　

佐
伯
仁
志
﹁
保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠
に
つ
い
て
﹂
香
川
達
夫
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
﹃
刑
事
法
学
の
課
題
と
展
望
﹄（
成
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
一
〇
八
頁
以
下
、
同
・

前
掲
注
（
64
）
八
九
頁
以
下
。
作
為
と
同
様
に
、
積
極
的
に
他
者
の
法
益
を
侵
害
し
た
事
情
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
発
想
は
、
先
行
行
為
の
発
想
に
も
通
ず
る
も

の
が
あ
る
。

（
69
）　

堀
内
捷
三
﹃
不
作
為
犯
論
︱
︱
作
為
義
務
論
の
再
構
成
︱
︱
﹄（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
八
年
）
二
五
四
頁
以
下
。

（
70
）　

堀
内
・
前
掲
注
（
69
）
二
五
一
頁
。

（
71
）　

堀
内
・
前
掲
注
（
69
）
二
五
三
頁
。

（
72
）　

堀
内
・
前
掲
注
（
69
）
二
五
三
頁
。

（
73
）　

堀
内
・
前
掲
注
（
69
）
二
五
四
頁
。

（
74
）　

島
田
聡
一
郎
﹁
不
作
為
犯
論
﹂
法
学
教
室
二
六
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
一
六
頁
以
下
が
明
確
に
こ
の
問
題
意
識
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
佐
伯
・
前
掲
注
（
六
四
）
九

〇
頁
も
、
自
由
制
約
の
観
点
か
ら
、
作
為
義
務
の
根
拠
と
し
て
危
険
創
出
を
加
え
て
い
る
点
で
、
不
作
為
は
作
為
と
比
べ
て
自
由
の
制
約
度
が
高
い
と
い
う
理
解
を
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
鎮
目
征
樹
﹁
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
作
為
義
務
の
﹃
発
生
根
拠
﹄
と
﹃
具
体
的
内
容
﹄﹂
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル

四
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
七
頁
。

（
75
）　

後
述
の
よ
う
に
、
罪
刑
法
定
主
義
に
は
触
れ
な
い
と
い
う
の
が
通
説
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
罪
刑
法
定
主
義
違
反
の
疑
義
は
免
れ
な
い
と
し
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
明
文
規
定

を
設
け
る
必
要
を
唱
え
る
見
解
も
根
強
い
。
不
真
正
不
作
為
犯
と
罪
刑
法
定
主
義
に
つ
い
て
の
比
較
的
近
年
の
研
究
と
し
て
、井
上
宜
裕﹁
不
真
正
不
作
為
犯
と
罪
刑
法
定
主
義
﹂

立
命
館
法
学
三
二
七
・
三
二
八
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
一
頁
。

（
76
）　

大
谷
實
﹃
刑
法
講
義
総
論
［
新
版
第
四
版
］﹄（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
一
頁
。

（
77
）　

鎮
目
・
前
掲
注
（
74
）
六
頁
が
す
で
に
以
下
の
よ
う
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。﹁
特
定
の
作
為
を
強
い
る
と
い
う
量
的
な
自
由
制
約
の
大
き
さ
、
な
い
し
は
、
積
極
的
な
他

者
へ
の
配
慮
を
刑
事
制
裁
に
よ
っ
て
強
制
す
る
こ
と
の
質
的
な
問
題
点
に
注
目
﹂
す
る
こ
と
を
﹁
理
論
モ
デ
ル
１
﹂
と
し
、﹁
自
然
的
因
果
性
＝
因
果
的
支
配
の
欠
如
に
起
因

す
る
主
体
の
不
特
定
性
に
不
作
為
処
罰
の
問
題
性
を
見
出
﹂
す
こ
と
を
﹁
理
論
モ
デ
ル
２
﹂
と
す
る
。
そ
し
て
、﹁
理
論
モ
デ
ル
１
﹂
は
先
行
行
為
論
と
結
び
つ
き
、﹁
理
論
モ

デ
ル
２
﹂
は
依
存
・
支
配
性
説
と
結
び
つ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
稿
で
述
べ
る
と
こ
ろ
の
自
由
制
約
の
程
度
の
相
違
は
こ
の
理
論
モ
デ
ル
１
に
、
因
果
的
相
違
は
理
論
モ
デ
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ル
２
に
極
め
て
近
い
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
先
行
行
為
説
や
依
存
・
支
配
説
な
ど
の
特
定
の
作
為
義
務
の
根
拠
論
に
つ
な
が
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
自
由
制
約

の
程
度
の
相
違
と
因
果
的
相
違
は
両
立
し
、
因
果
的
相
違
が
あ
る
か
ら
こ
そ
自
由
制
約
の
程
度
の
相
違
が
あ
り
逆
も
ま
た
然
り
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
は
、
相
互
に
密
接
に
関

連
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
行
行
為
説
で
あ
っ
て
も
、
依
存
・
支
配
説
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
そ
の
他
の
見
解
で
あ
っ
て
も
、
自
由
制
約
の
程
度
の
相
違
と
因
果
的

相
違
は
共
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

（
78
）　

㈡
の
﹁
作
為
に
よ
る
不
作
為
﹂
と
い
う
呼
称
と
の
対
応
で
は
、﹁
不
作
為
に
よ
る
作
為
﹂
と
表
現
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、﹁
不
作
為
に
よ
る
作
為
﹂

と
い
う
表
現
は
既
に
﹁
不
作
為
と
い
う
態
様
に
よ
っ
て
作
為
犯
を
想
定
す
る
条
文
に
違
反
す
る
こ
と
﹂
と
い
う
意
味
の
標
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
混
乱
を
避
け
る

た
め
こ
こ
で
は
差
し
控
え
る
。

（
79
）　

大
越
・
前
掲
注
（
10
）
八
七
頁
以
下
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
の
有
無
に
基
づ
く
区
別
基
準
に
対
す
る
批
判
の
中
で
は
あ
る
も
の
の
、﹁
行
為
者
へ
の
命
令
（
不
作
為
）
は
禁

止
（
作
為
）
よ
り
多
く
の
も
の
を
要
求
す
る
と
の
主
張
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
ま
ず
問
題
が
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
し
た
動
作
に
よ
っ
て
法
益
の
保
護
さ
れ
る
事
例
は
、
い
く
ら
で
も

存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
﹂﹁
命
令
は
、
禁
止
よ
り
も
、
規
範
名
宛
人
の
行
動
領
域
を
強
く
制
限
す
る
と
は
、
常
に
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
80
）　

鎮
目
・
前
掲
注
（
74
）
九
頁
も
、﹁
作
為
と
不
作
為
の
区
別
と
い
う
問
題
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
不
作
為
＝
特
殊
要
件
た
る
作
為
義
務
を
要
求
す
べ
き
範
囲
の
確
定
で
あ
り
、

よ
っ
て
、
そ
れ
は
作
為
義
務
を
要
求
し
な
い
と
な
ぜ
不
当
な
の
か
（
ど
の
よ
う
な
問
題
を
避
け
る
た
め
に
保
障
人
的
地
位
と
い
う
要
件
を
立
て
る
の
か
）
と
い
う
問
題
か
ら
離

れ
る
べ
き
で
は
な
い
﹂
と
し
、﹁
理
論
的
ハ
ー
ド
ル
の
存
在
に
よ
り
、
こ
れ
を
克
服
し
得
る
根
拠
事
情
（
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
）
の
存
在
な
し
に
構
成
要
件
該
当
性
を
肯
定

し
え
な
い
場
合
﹂
を
も
っ
て
、
刑
法
理
論
上
の
不
作
為
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
る
。

（
81
）　

萩
野
・
前
掲
注
（
10
）
五
七
頁
以
下
。

（
82
）　F

ranz Streng, ”P
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（
83
）　

萩
野
・
前
掲
注
（
10
）
七
七
頁
。

（
84
）　

萩
野
・
前
掲
注
（
10
）
七
八
頁
。

（
85
）　

萩
野
・
前
掲
注
（
10
）
八
一
頁
。

（
86
）　

一
方
、
ド
イ
ツ
の
実
務
で
定
着
し
て
い
る
非
難
可
能
性
の
重
点
公
式
は
、
基
準
が
曖
昧
に
過
ぎ
、
こ
の
要
請
を
満
た
さ
な
い
。
非
難
可
能
性
の
重
点
公
式
は
、
専
ら
自
然
的

な
観
察
の
み
か
ら
作
為
と
不
作
為
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
態
度
か
ら
脱
却
し
、
規
範
的
な
観
点
か
ら
区
別
問
題
に
応
え
る
も
の
と
し
て
優
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や

は
り
区
別
﹁
基
準
﹂
と
い
う
か
ら
に
は
、恣
意
を
含
ま
ず
、客
観
的
に
明
白
に
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
論
に
振
り
分
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（
87
）　

大
谷
・
前
掲
注
（
76
）
一
二
七
頁
以
下
、
十
河
・
前
掲
注
（
64
）
七
二
四
頁
。

（
88
）　

大
谷
・
前
掲
注
（
76
）
一
二
五
頁
。

（
89
）　

こ
こ
で
﹁
因
果
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
う
が
、
こ
れ
は
決
し
て
因
果
関
係
の
問
題
で
は
な
く
、
実
行
行
為
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、﹁
結
果
と
の

間
に
因
果
関
係
が
あ
る
か
﹂
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、﹁
結
果
と
の
間
に
因
果
性
を
持
ち
う
る
か
﹂
と
い
う
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
問
題
で
あ
る
。
前
者
は
因
果
関
係
の
有
無
が
既

遂
と
未
遂
を
分
け
る
の
に
対
し
、
後
者
は
因
果
性
を
持
ち
う
る
か
否
か
が
未
遂
か
不
能
か
を
分
け
る
の
で
あ
る
。

（
90
）　

こ
の
点
の
説
明
と
し
て
、
す
で
に
作
為
義
務
の
根
拠
要
素
の
法
規
範
の
検
討
の
と
こ
ろ
で
一
度
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
髙
山
・
前
掲
注
（
22
）
五
七
頁
以
下
の
説

明
が
明
快
で
あ
る
。﹁﹃
事
実
的
に
評
価
す
る
な
ら
ば
法
益
状
態
が
悪
化
に
向
か
っ
て
い
る
が
、
法
的
に
評
価
す
る
な
ら
ば
、
作
為
義
務
の
あ
る
者
が
法
益
を
保
護
す
る
は
ず
で

あ
る
か
ら
、
法
益
状
態
は
悪
化
に
向
か
っ
て
い
な
い
﹄
と
い
え
る
と
き
、
不
保
護
が
可
罰
的
評
価
の
対
象
と
な
る
﹂。

（
91
）　

当
然
で
は
あ
る
が
、
人
は
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
心
理
的
・
物
理
的
に
影
響
力
を
持
ち
う
る
。Streng, a.a.O

. （A
nm

.82

）S.1.ff.

の
い
う
受
動
的
作
為
や
、
萩
野
・

前
掲
注
（
10
）
七
七
頁
の
い
う
﹁
身
体
の
存
在
が
作
用
力
を
有
す
る
不
作
為
﹂
も
こ
の
趣
旨
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
者
の
影
響
力
が
全
く
存
在
し
な
い
状
況
を
想
定
す

る
に
は
、
そ
の
者
の
存
在
自
体
を
当
該
状
況
か
ら
除
い
て
し
ま
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

（
92
）　

一
方
、
Ｘ
が
Ａ
を
川
に
突
き
落
と
し
た
時
点
を
捉
え
て
こ
の
区
別
基
準
を
当
て
は
め
る
と
、
Ｘ
が
い
な
け
れ
ば
Ａ
は
溺
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
突
き
落
す
と
い

う
行
為
は
作
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
為
ご
と
に
作
為
か
不
作
為
か
の
判
断
は
変
わ
る
。
あ
と
は
、
問
責
対
象
の
時
的
確
定
の
問
題
で
あ
る
。
川
に
落
と
し
た
時
点
で
は

故
意
が
無
い
な
ど
の
理
由
で
殺
人
罪
が
認
定
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
後
、
故
意
を
生
じ
た
上
で
の
不
作
為
が
殺
人
罪
の
実
行
行
為
と
評
価
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
川
に

突
き
落
と
し
た
と
い
う
作
為
は
、
作
為
義
務
の
認
定
時
に
先
行
行
為
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
93
）　

作
為
犯
の
場
合
、
容
易
に
な
っ
た
か
否
か
の
判
断
は
、
幇
助
者
が
﹁
い
な
か
っ
た
場
合
﹂
と
﹁
い
た
場
合
﹂
の
比
較
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
不
作
為
犯
の
場
合
、
容

易
に
な
っ
た
か
否
か
は
、
幇
助
者
が
正
犯
行
為
を
﹁
止
め
た
場
合
﹂
と
﹁
止
め
な
か
っ
た
場
合
﹂
を
比
較
し
て
判
断
す
る
。
後
者
は
﹁
止
め
る
﹂
義
務
と
い
う
規
範
的
仮
定
を

考
慮
し
て
こ
そ
の
判
断
な
の
で
あ
る
。

（
94
）　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
札
幌
高
裁
平
成
一
二
年
三
月
一
六
日
判
決
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
四
四
巻
二
六
三
頁
）、
い
わ
ゆ
る
釧
路
せ
っ
か
ん
死
事
件
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お

い
て
も
い
え
る
。
内
縁
の
夫
が
子
に
暴
行
を
加
え
て
い
る
の
を
母
親
が
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
た
と
い
う
事
案
で
は
、
母
親
が
そ
こ
に
居
た
か
ら
こ
そ
内
縁
の
夫
が
安
心
し
て
暴

行
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
な
ど
、
自
然
的
に
見
て
も
母
親
に
な
ん
ら
か
の
影
響
力
が
あ
り
、
母
親
の
存
在
自
体
が
加
功
の
意
味
合
い
を
持
つ
場
合
、
こ
れ
は
作
為
に
よ
る
幇

助
と
い
え
る
。
一
方
で
、
母
親
が
居
な
く
て
も
内
縁
の
夫
の
暴
行
に
変
化
は
な
く
、
自
然
的
に
は
母
親
は
な
ん
ら
加
功
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、
こ
れ
は
不
作

為
で
あ
る
。
不
作
為
に
分
類
さ
れ
た
の
ち
に
、
内
縁
の
夫
の
暴
力
を
阻
止
す
る
な
ど
の
回
避
措
置
を
と
る
作
為
義
務
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、﹁
本
来
な
ら
ば
母
親
が
回
避
措
置
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を
と
る
は
ず
だ
っ
た
﹂
と
い
う
意
味
で
、
内
縁
の
夫
の
犯
行
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
作
為
義
務
違
反
に
よ
っ
て
容
易
に
し
た
と
い
う
加
功
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。




