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本
mv
の
枚
討
川
問
題
は
、
以
上
の
よ
う
に
伶
置
つ
け
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
先
行
作
為
犯
後
の
後
行
不
作
為
犯
(
不
作
為
関
与
)
に
関

L
、
ま
ず
、
後
行
不
作
為
犯
の
劣
後
性
に
着

U
し
て
柑
助
と
料
解
す

る
見
断
に
対
し
て
、
正
犯
行
為
の
終
了
後
に
関
与
す
る
者
に
共
犯
が
成
?
止
す
る
用
論
的
可
能
院
が
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
作

為
関
与
の
単
独

H
犯
件
を
基
礎
づ
け
(
第
二
市
)
、

し
か
し
そ
れ
が
単
独
正
犯
と
し
て
理
解
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も

さ
ら
に
、

物
川
内
的
・
白
然
的
原
因
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
危
険
を
回
避
し
な
い
単
独
不
作
為
犯
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
問
題
志

識
か
ら
、
不
作
為
関
与
の
恨
今
必
的
な
り
罰
範
同
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

(
第
四
章
)υ

も
っ
と
も

小
作
為
関
守
の
単
独
正

犯
性
を
基
礎
づ
け
た
絞
に
、
そ
の
限
ど
的
な
可
罰
範
囲
の
検
討
に
移
る
と
し
て
も
、
そ
の
前
に
、
不
作
為
関
守
が
成
?
げ
一
す
る
時
間
的
限
界
を

明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
じ
な
ぜ
な
ら
、
不
作
為
闘
り
の
限
定
的
な
川
罰
範
阿
は
、
次
章
に
お
い
て
見
る
よ
う
に
、
先
行
作
為
犯
後
の

後
行
不
作
為
犯
と
い
う
関
与
構
造
口
体
に
着

U
Lた
独
自
の
胤
範
的
判
断
に
基
づ
い
て
長
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う

作為犯に対して介在-，る不作為m(4) 

な
不
作
為
関
与
に
特
有
の
規
範
的
判
断
に
よ
ら
な
く
と
も
、
端
的
に
回
避
す
べ
き
危
険
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
不
作
為
関
守
の

成
立
可
能
性
が
す
で
に
む
定
き
れ
る
場
合
を
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
検
討
刻
象
か
ら
排
除
し
て
お
く
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

P

小

作
為
関
与
成
I

止
の
時
間
的
限
界
に
関
し
て
は
、

小
作
為
閑
り
が
有
す
る
、
単
独
不
作
為
犯
と
は
質
的
に
相
違
す
る
独
白
の
要
素
か
ら
某
礎
づ

け
ら
れ
る
限
定
性
で
は
な
く
、
凶
避
す
べ
き
危
険
の
ボ
存
す
と
い
う
不
作
為
犯
一
般
に
共
通
す
る
要
よ
か
ら
基
縫
っ
け
ら
れ
る
限
定
性
が
問

題
と
な
る
コ
し
か
し
そ
れ
は
、
従
来
検
討
さ
れ
て
き
た
他
の
不
作
為
犯
類
剤
に
お
い
て
は
蛍
識
的
に
検
討
き
れ
て
こ
な
か
っ
た
論
点
に
つ
い

て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
米

一
般
的
な
不
良
正
不
作
為
犯
吉
川
に
お
い
て
、
土
な
検
討
対
象
と
さ
れ
て
き
た
単
独
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
物
理
的
・
自
然

的
原
同
に
よ
っ
て
発
生
し
た
危
険
を
回
避
し
な
い
不
作
為
犯
と
し
て
抜
わ
れ
て
き
た
以
卜
、

そ
こ
で
単
独
不
作
為
犯
の
成
百
が
検
討
さ
れ
た

犯
罪
頒
烈
も
、
あ
く
ま
で
物
理
的
・
自
然
的
原
因
に
慕
づ
く
危
険
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
て
き
た
ロ
こ
れ
に
対
し
て
、
「
犯

北法S7(2.1n)問日



"見

罪
の
不
問
止
」
と
い
う
問
題
鋲
域
に
お
い
て
は
、
作
為
犯
に
よ
っ
て
実
行
が
可
能
な
す
べ
て
の
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
不
作
為
犯
の
巾
仙
台
が
問

題
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
犯
罫
勢
、
引
の
幅
も
、
単
独
不
作
為
犯
の
場
合
よ
り
も
広
が
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
特
徴
は
、
犯

罪
行
為
の
不
阻
什
が
問
題
と
さ
れ
る
不
作
為
共
犯
に
お
い
て
、
特
に
顕
在
化
す
る
c

し
か
し
、
「
犯
罪
の
不
阻
止
」
の
巾
で
も
、
先
行
作
為

行
為
終
了
伐
の
後
行
不
作
為
犯
が
問
題
と
さ
れ
る
不
作
為
関
与
に
あ
っ
て
は
、
先
行
作
為
犯
に
よ
る
犯
罪
結
果
発
牛
の
不
阻
止
(
侵
出
辛
口
継
続

の
不
阻
止
)
が
問
題
と
さ
れ
る
た
め
、
た
と
え
不
作
為
共
犯
と
同
様
に
作
為
犯
に
よ
っ
て
実
行
一
川
能
な
犯
罪
類
型
す
べ
て
に

μ
っ
て
そ
の

成
合
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
す
で
に
そ
の
前
提
と
な
る
犯
罪
が
終
了
し
て
い
る
場
合
に
は
、
結
果
的
に
犯
罪
結
果
阻
止
義

務
が
台
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
小
作
為
関
守
に
お
い
て
は
、
回
避
す
べ
き
危
険
が
先
行
作
為
犯
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ

ーふ
i師

の
成
げ
の
時
間
的
限
界
が
、
先
行
作
為
犯
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
犯
罪
の
終
「
時
期
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

」
の
意
味
で
は

小
作
為

関
守
成
立
の
時
間
的
限
界
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
正
犯
行
為
終
，
J
後
も
封
肋
成
立
の
可
能
性
を
口
定
す
る
見
解
〔
行
為
後
封
肋
口
定
説
〕

け
る
桔
助
成
す
の
時
間
的
限
界
と
、
関
心
が
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
て

犯
罪
の
終
了
時
期
が
問
題
ー
と
な
る
犯
罪
類
型
に
は
、
①
犯
罪
の
終

f
時
期
自
体
が
未
だ
明
碓
に
さ
れ
て
い
な
い
犯
罪
額
型
と
、
③
法
益
侵

害
が
継
続
し
て
い
る
場
ム
円
で
あ
っ
て
も
、
行
為
の
完
了
と
共
に
犯
罪
が
終
了
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
犯
罪
類
型
が
あ
る
c
そ
の
こ
と
か
ら
、

犯
罫
の
終

f
時
期
と
不
作
為
犯
(
不
作
為
関
守
)

の
成
山
口
を
め
ぐ
っ
て
は
、
類
型
①
に
お
い
て
は
、
犯
罪
の
終
了
時
期
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
犯
罪
類
剤
に
お
い
て

い
か
な
る
意
味
で
不
作
為
関
与
の
成
育
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
こ
れ
に
対
し
て
、
類
型
②
に
お
い
て
は
、
法

益
侵
害
の
世
相
続
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
こ
で
不
作
為
関
守
が
成
立
し
な
い
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
が

検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
じ
い
い
か
え
れ
ば
、
類
型
必
に
お
い
て
は
、

わ
ち
果
た
し
て
不
作
為
犯
が
成
立
し
う
る
の
か
が
問
題
と
な
る
の
に
対
し
、
類
型
③
に
お
い
て
は
、

か
な
る
内
容
を
持
つ
も
の
な
の
か
、
す
な
わ
ち
何
界
の
不
作
為
犯
が
成
山
し
う
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
回
遊
す
べ
き
侵
害
な
い
し
危
険
が
あ
る
の
か

回
避
す
べ
き
侵
害
な
い
し
危
険
は
い

北法;)7(2'174)6閉
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犯
罪
の
終
了
時
期
と
不
作
為
犯
成
i

げ
の
時
間
的
限
界
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
犯
界
の
終
了
時
期
は
複
数
人

が
関
守
し
て
初
め
て
問
題
と
き
れ
る
こ
と
か
ら
、
単
独
不
作
為
犯
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
他
ト
力
、
行
為
の
阻
止
義
務
が
問
題

と
さ
れ
る
不
作
為
共
犯
に
お
い
て
は
、
犯
罪
の
終
了
時
期
自
体
が
特
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
本
，
巾
で
の
検
討
課
題

は
、
不
作
為
関
与
を
検
討
対
象
と
し
た
か
ら
こ
そ
顕
在
化
す
る
問
題
で
あ
る
と
い
、
λ
る
c

そ
こ
で
、
以
卜
の
よ
う
な
問
題
志
識
に
某
づ
き
、
犯
界
の
終
了
時
期
を
め
ぐ
る
議
論
を
参
考
に
、
不
作
為
関
与
成
立
の
時
間
的
限
界
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

能
川
一
日
岡
山

検
討

1

先
行
犯
罪
に
お
い
て
犯
罫
の
終
了
時
期
と
法
益
侵
害
の
終
了
時
期
が
一
致
す
る
場
合

作為犯に対して介在-，る不作為m(4) 

小
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
将
来
起
こ
り
う
る
結
果
の
同
避
に
対
す
る
義
務
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
正
午
作
為

関
与
も
不
作
為
犯
で
あ
る
以
卜
、
先
行
作
為
犯
に
よ
る
犯
罪
が
終
了
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
犯
罪
の
結
棋
が
凶
定
し
た
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、

そ
の
結
県
の
川
避
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
出
走
さ
れ
た
粕
県
に
つ
い
て
は
結
果
の
凶
避
が
す
で
に
な
し
え
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
先
行
作
為
犯
に
よ
る
犯
罪
が
終
了
し
て
い
る
限
り
、

小
作
為
関
与
の
成
立
可
能
性
は
心
白
今
安
ご
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
、
正
午
作
為
関
守
成
?
げ
の
時
間
的
限
界
を
画
す
る
要
素
ー
と
し
て
、
先
行
作
為
犯
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
犯
罪
の
終
了
時
期
を
問
、
っ
必
要
が
あ
る
。

一
般
に
、
犯
罪
の
終
了
時
期
は
、
犯
罪
の
罪
白
を
、
即
成
犯
、
状
態
犯
、
継
続
犯
に
分
類

L
、
そ
れ
に
従
っ
て
山
附
さ
れ
て
い
る
c

そ
れ

ぞ
れ
、
即
成
犯
と
は
、
法
益
侵
害
の
党
生
と
同
時
に
犯
界
は
終
了
し
法
益
が
消
滅
す
る
も
の
、
状
態
犯
と
は
、
法
所
侵
合
の
発
牛
と
同
時
に

犯
野
は
終
「
L
、
そ
の
後
は
法
益
侵
半
口
状
態
だ
け
が
残
る
も
の
、
継
続
犯
と
は
、
法
益
侵
害
が
続
い
て
い
る
附
は
犯
罪
も
'
郁
続
す
る
も
の
、

北法S7(2.1i;J)開7



"見

を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る
つ
特
に
、
状
態
犯
と
継
続
犯
の
遠
い
は
、
既
遂
後
に
あ
る
法
益
侵
害
状
態
に
つ
い
て
犯
罪
が
成

J
L続
け
て

い
る
か
芹
か
に
あ
る
つ
た
だ
し
、
継
続
犯
で
も
、
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
る
と
料
解
す
べ
き
で
は
な
い
っ
な
ぜ
な
ら
、
被
常
者
を
耽
禁
後
、

犯
人
が
そ
の
ま
ま
逃
走
し
た
と
し
て
も
厳
禁
罪
は
継
続
的
に
成
?
リ
ー
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
犯
罪
類
、
型
ご
と
に
こ
れ
ら

ーふ
i師

の
分
判
明
が
同
定
的
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
も
な
い
じ
状
態
犯
の
例
と
し
て
傷
害
罪
が
挙
げ
ら
れ
る
と
き
、

そ
れ
は
例
え
ば
、
包
丁
で
切
り
つ

け
た
と
こ
ろ
、
か
す
り
傷
を
負
っ
た
に
す
き
な
い
場
合
は
そ
う
い
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
切
り
つ
け
た
後
、
な
お
も
継
続
的
に
傷
害
結
果
が

思
化
し
続
け
て
い
る
場
合
(
法
益
侵
当
が
「
増
大
」
し
て
い
る
場
ん
と
に
は
、
そ
の
問
、
犯
罫
が
継
続
し
て
い
る
と
い
え
る
コ

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
犯
罪
の
終
了
時
間
に
関
す
る
分
績
を
参
考
に
、
不
作
為
関
与
成
立
の
時
間
的
限
界
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、

前
提
と
し
て
、
法
益
侵
害
状
態
が
す
で
に
解
消
さ
れ
て
い
る
湯
台
に
は
不
作
為
関
守
は
問
題
と
な
ら
な
い
、
さ
ら
に
、
作
為
犯
に
よ
る
行
為

が
継
続
し
て
い
る
場
合
に
は
共
犯
の
成
育
だ
け
が
問
題
と
な
る
の
で
、
単
独
正
犯
と
し
て
の
不
作
為
闘
に
J

は
問
包
と
な
ら
な
い
っ
こ
の

の
前
提
に
某
守
つ
い
て
、
第
一
に
、
既
遂
の
成
止
と
川
時
に
法
論
似
市
東
川
状
態
が
解
消
さ
れ
る
場
合
、
第
一
に
、
既
、
注
成
立
彼
も
行
為
は
継
続
し

て
い
る
が
、
行
為
終
了
と
同
時
に
法
託
侵
害
状
態
が
解
消
さ
れ
る
域
合
は
、
不
作
為
関
与
は
成
?
札
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
第
一
の
例
と
し

て、

Y
の
殺
人
行
為
に
よ
っ
て
す
で
に
死
亡
し
た
被
竺
者

Z
を
発
見
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
放
医
し
た

X
に

(
X
は
義
務
者
と
す
る
c

以
下
同

じ
っ
殺
人
の
不
作
為
関
k
J
は
成
立
し
え
な
い
。
第
一
の
例
と
し
て
、

Y
が
被
害
女
件
Z
を
強
姦
し
て
い
る
現
場
に
直
遇
し
な
が
ら
も
そ
れ

を
黙
認
し
た

X
に
は
、
強
弱
の
不
作
為
共
犯
は
成
山
し
え
て
も
、
単
位
正
犯
と
し
て
の
不
作
為
関
与
は
成
立
し
え
な
い
。
他
方
、
強
姦
罪
で

は、

Y
が
強
弱
行
為
を
や
め
る
と
同
時
に
、
法
採
れ
恒
常
状
態
が
師
附
泊
さ
れ
る
の
で
、

xが
、
強
姦
さ
れ
た
後
の
被
害
女
性
Z
を
党
児
し
な
が

ら
も
そ
れ
を
放
置
し
た
と
し
て
も
、
強
会
の
不
作
為
関
与
は
成
山
し
え
な
い
じ
こ
れ
と
け
じ
こ
と
は
、
暴
行
、
公
然
わ
い
せ
つ
、
脅
迫
の
場

合
に
も
考
え
ら
れ
る
。

反
対
に
、
継
続
犯
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
行
為
の
完
了
に
よ
っ
て
法
論
侵
芹
も
犯
罪
も
終
了
し
て
い
な
い
場
合
に
不
作
為
関
与
の
成
立

北法;;7(2'176)688
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可
能
性
が
訟
め
ら
れ
る
こ
と
に
問
包
は
な
い
υ

こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、

X
が、

Y
に
よ
っ
て
池
に
突
き
落
と
さ
れ
溺
れ
て
い
る
被
合
者
Z

を
発
見
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
肢
置
し
、
結
果
と
し
て
Z
に
重
い
障
芹
が
止
じ
た
、
と
い
う
よ
う
な
殺
人
未
遂
、
傷
害
の
場
合
に
考
え
ら
れ
る

し、

Y
が
肢
余
し
た
被
害
苫
Z
を
発
見
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
波
山
直
し
た

X
の
よ
う
な
監
禁
の
坊
合
、
さ
ら
に
、

一
4

盛
る
白
宅
を
発
見
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
放
置
し
た

X
の
よ
う
な
放
火
の
場
合
に
も
写
え
ら
れ
る
じ

Y
に
よ
っ
て
放
火
さ
れ
燃
え

こ
れ
に
対
し
て
、
名
誉
段
姉
、
続
完
入
札
妨
台
、
わ
い
せ
つ
物
陳
列
芋
が
問
題
と
な
る
雫
例
で
は
、
犯
間
引
の
終

f
時
期
が
明
停
に
は
さ
れ

て
い
な
い
コ
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
は
必
ず
し
も
現
実
の
法
/
耐
侵
合
の
発
止
を
要
件
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
危
険
犯
と
し

て
倣
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
に
法
益
μ
H
Z
ロ
が
党
生
す
る
、
あ
る
い
は
拡
大
す
る
危
険
が
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
犯
罪
結
果
阻
止
義
務

を
認
め
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
じ
も
ち
ろ
ん
、
犯
罪
事
実
の
評
何
と
し
て
は
、

そ
の
危
険
は
当
初
の
行
為
に
含
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

実
際
の
危
険
状
態
と
し
て
は
先
行
作
為
犯
に
よ
る
行
為
の
完

f
後
も
現
に
継
続
し
て
い
る
も
の
と
許
何
で
き
る
の
で
、

そ
こ
に
は
川
避
さ
れ

作為犯に対して介在-，る不作為m(4) 

る
べ
き
天
体
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
コ
こ
の
よ
う
な
理
解
に
従
え
ば
、
名
誉
殴
損
等
の
事
例
に
お
い
て
も
、
不
作
為
関
与
成
立
の
可
能

性
が
肯
定
さ
れ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
c

た
だ
し
、
単
独
正
犯
と
し
て
の
小
作
為
関
守
に
あ
一
口
て
は
真
正
身
分
犯
に
関
す
る
共
犯
規
定
(
刑

法
六

4
条
一
頃
)
を
適
川
で
き
な
い
の
で
、
先
行
作
為
犯
に
よ
る
犯
罪
が
真
正
身
分
犯
の
場
合
に
は
、
た
と
、
λ
そ
こ
に
継
続
す
る
危
険
が
存

社
す
る
場
ム
円
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
後
行
不
作
為
犯
が
非
身
分
者
で
あ
れ
ば
不
作
為
関
与
は
成
げ
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
同
帥

Y
が
患
者
の
秘
密
を
、
謝
ボ
す
る
た
め
に
病
院
内
の
掲
示
板
に
そ
の
秘
笛
を
表
示
す
る
貼
紙
を
貼
っ
た
後
、

な
か
っ
た
病
院
事
務
長
X
に
、
秘
密
漏
示
罪
に
関
す
る
不
作
為
関
与
は
成
立
し
な
い
。

そ
れ
を
見
つ
け
な
が
ら
も
剥
が
き

2

先
打
犯
罪
が
状
態
犯
と
さ
れ
る
場
合

で
検
討
し
た
類
、
引
に
お
い
て
は
、
不
作
為
関
月

J

が
成
立
し
な
い
場
合
に
は
法
益
侵
害
が
終
了
し
て
お
り
、
反
対
に
、
そ
れ

1 
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が
成
i

げ
す
る
場
合
に
は
法
益
侵
害
の
継
続
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
先
行
作
為
犯
に
よ
る
犯
罫
が
状
態
犯
と
さ
れ

る
場
合
に
は
、

そ
の
小
作
為
関
守
成
?
M
の
可
能
性
に
つ
い
て
別
個
の
検
討
を
必
要
と
す
る
υ

ーふ
i師

つ
ま
り
そ
の
意
味
で
継
続
す
る
法
益
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
は
終

了
し
て
い
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
じ
代
表
的
な
状
態
犯
と
し
て
の
窃
盗
罪
の
場
ム
門
に
、
靴
を
盗
ま
れ
た
被
害
者
に
お
い
て
は
、
行
為
者
に

お
い
て
窃
盗
既
遂
が
成
げ
し
た
後
も
、
そ
の
利
用
可
能
性
が
侵
出
目
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
占
ム
引
が
存
わ
れ
た
状
態
は
な
お
継
続
し
て

状
態
犯
は
、
法
益
侵
害
は
未
だ
成
っ
て
い
る

い
る
と
考
え
ら
れ
る
コ
し
か
し
、
結
論
に
お
い
て
、
例
え
ば
、

Y
が
盗
ん
で
き
た

Z
の
靴
を
発
見
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
放
置
し
た

X
に
、
窃
盗
罪
ー
と
し
て
の
不
作
為
関
守
が
成
?
止
す
る
叶
能
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
検
討
す
べ
き
は
、
先
行
作
為
犯
に
よ
る

犯
罪
が
状
態
犯
の
場
合
に
、
な
ぜ
先
行
作
為
行
為
の
終

f
後
(
既
遂
成
立
後
)
に
は
犯
罪
結
米
阻
日
義
務
が
，
h
u
{
疋
さ
れ
、
不
作
為
関
与
が
成

ー
止
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
で
あ
る
。
不
作
為
関
与
成
立
の
時
間
的
限
界
を
剛
す
る
と
い
う

U
的
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
状
態
犯

の
場
合
に
お
い
て
、
な
ぜ
そ
こ
で
小
作
為
関
守
が
成
立
し
な
い
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
ロ
そ
こ
で
、
状
態
犯
に
対
し
て

不
作
為
関
与
が
成
?
止
し
な
い
実
質
的
理
府
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る

型
が
継
続
犯
か
状
態
犯
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
状
態
犯
と
さ
れ
る
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
、
と
の
よ
う
な
川
崎
山
か
ら
不
作
為
関
守
が
合
定
さ

(
訓
)

れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
)
。

こ
こ
で
は

で
問
題
ー
と
さ
れ
た
よ
う
な
、
中
↓
設
犯
罪
類

l 

ワ
】

こ
の
点
、
例
え
ば
窃
洛
既
遂
後
に
窃
盗
の
不
作
為
関
与
が
成
立
し
な
い
の
は
、
端
的
に
、
不
作
為
に
よ
っ
て
は
占
右
侵
台
、
す

な
わ
ち
占
有
の
移
転
ー
と
い
う
窃
盗
罪
が
規
定
す
る
構
成
史
件
要
素
を
満
た
し
え
な
い
か
ら
だ
、
と
し
て
、
犯
罪
の
終
了
時
間
と
は
別
個
の
、

個
別
的
な
犯
罪
成
止
一
要
件
の
充
足
叫
能
件
と
い
う
観
占
か
ら
不
成
立
を
基
礎
づ
け
る
理
解
も
あ
り
う
る
じ
確
か
に
、
そ
の
理
解
の
よ
う
に
、

不
作
為
に
よ
っ
て
は
占
有
移
転
を
惹
起
し
た
と
は
去
し
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
こ
と
は
何
も
窃
盗
罪
に
限
ら
れ
た
こ
と
で

は
な
い
。
不
真
正
不
作
為
犯
と
し
て
般
に
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
放
火
の
場
合
に
お
い
て
も
、
不
作
為
に
よ
っ
て
ま
さ
に
火
を
欣
っ
た
と
い
う

北法;)7(2'178)6川



の
が
阿
雑
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
く
あ
て
は
ま
る
。
む
し
ろ
、
不
良
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
各
構
成
要
件
に
対
応
す
る
似
合
な
い
し
危
険

を
回
避
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
v

該
構
成
安
件
に
該
当
す
る
行
為
と
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
つ
構
成
要
件
的
結
果
を
凶
避

し
な
い
こ
と
が
ヂ
宍
正
不
作
為
犯
の
構
成
安
件
該
叶
行
為
の
実
質
だ
と
す
れ
ば
、
不
作
為
国
体
で
は
個
別
の
楕
成
要
件
要
素
を
充
足
し
え
な

い
と
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
当
該
構
成
要
件
の
不
作
為
犯
成
立
を
再
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
じ
そ
し
て
こ
の
周
併
に
従
、
λ
ば
、
不
真
正
不

作
為
犯
に
お
い
て
は
、
回
避
す
べ
き
似
害
な
い
し
危
険
に
対
応
し
た
義
務
が
課
さ
れ
、
そ
の
義
務
造
反
に
は
、
そ
の
川
避
し
な
か
っ
た
侵
合

な
い
し
危
険
の
内
科
に
対
fb
し
た
罪
の
不
真
正
不
作
為
犯
が
成
?
げ
す
る
こ
と
に
な
る
コ

そ
う
だ
と
す
る
と
、
例
え
ば
窃
添
後
に
関
守
す
る
絞
行
不
作
為
犯
に
、
正
午
作
為
に
よ
る
窃
液
罪
が
成
?
止
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
窃
盗
絞

に
継
続
す
る
所
ム
廿
者
の
利
用
川
能
件
似
害
と
い
う
状
態
が
、
窃
盗
罪
に
お
け
る
侵
害
内
容
で
は
な
い
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
仁
こ
の
点
、
学
説

に
お
い
て
も
、
窃
協
同
訓
が
、
財
物
が
被
害
者
に
返
還
さ
れ
る
ま
で
継
続
し
な
い
の
は
、
「
窃
盗
罪
の
構
成
要
件
が
、
他
人
の
財
物
を
窃
取
す

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
他
人
の
山
有
を
似
害
し
て
口
己
の

h
有
に
移
す
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
υ

窃
盗
罪
は
、
法
益
侵
害
行
為
と
そ
の
結
果
を
す

作為犯に対して介在-，る不作為m(4) 

ベ
て
犯
罪
ー
と
し
て
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
占
有
の
存
取
行
為
〔
他
人
の
占
有
を
奪
っ
て
肉
己
の
!
日
有
に
置
く
行
為
引
用
苫
詩
〕

だ
け
を
構
成
要
件
化
し
て
い
る
」
と
し
て
、
窃
盗
罪
が
状
態
犯
で
あ
る
こ
と
を
某
慌
づ
け
る
見
解
が
、
土
張
さ
れ
て
い
る
仁
不
良
正
不
作
為

犯
で
は
侵
害
の
内
行
に
対
出
し
た
罪
の
不
作
為
犯
が
成
有
す
る
の
だ
と
す
る
と
、
犯
罪
結
果
阻
止
義
務
違
反
に
窃
盗
罪
を
成
立
さ
せ
る
た
め

こ
+
品
、

l
l
 そ
の
判
避
す
べ
き
侵
宍
の
内
容
と
し
て
山
有
が
移
転
す
る
と
い
う
侵
害
を
含
ん
で
い
る
必
要
が
あ
る
)
し
か
し
、
先
の
よ
う
な
山
切
符

罪
に
関
す
る
罪
白
理
解
に
従
え
ば
、
窃
盗
罪
に
お
い
て
は
占
有
の
移
転
ー
と
い
う
侵
害
が
既
遂
成
?
V
後
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、

窃
盗
の
不
作
為
悶
守
が
成
止
し
な
い
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
c

た
だ
し
、
例
、
λ
ば、

一
ヶ
月
に
亘
っ
て
隣
の
家
か
ら
電
気
を
深
み
続
け

た
場
台
の
よ
う
に
、
占
有
の
移
転
自
体
が
継
続
し
て
い
る
均
台
に
は
窃
深
界
も
継
続
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
、
先
行
作
為
行
為
が
完
了
し

て
い
る
限
り
に
お
い
て
不
作
為
関
与
も
成
烹
し
う
る
も
の
と
必
わ
れ
る
。

北法57(2-179)691
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3

先
打
犯
罪
が
粘
県
的
加
重
犯
の
場
合

以
上
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
先
行
作
為
犯
に
よ
る
犯
罪
が
結
果
的
加
重
犯
の
場
合
に
、
そ
の
加
重
結
果
の
禿
生
を
阿
止
し
な
か
っ
た
後
行

ーふ
i師

不
作
為
犯
に
成
立
す
る
罪
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

先
行
作
為
犯
に
よ
る
犯
罪
が
結
米
的
加
重
犯
の
場
合
に
は
、
回
避
す
べ
き
何
ら
か
の
侵
害
な
い
し
危
険
が
訟
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
何
出
品

の
不
作
為
犯
が
成
止
す
る
か
は
、
基
本
犯
の
犯
罫
終
了
時
期
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
つ
す
な
わ
ち
、
先
行
作
為
犯
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
基

本
犯
が
加
重
結
果
の
発
牛
ま
で
称
続
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
発
牛
を
阻
止
し
な
か
っ
た
後
行
不
作
為
犯
に
は
、
基
本
犯
に
か
か
る
粘
米

的
加
主
犯
が
成
立
す
る
の
に
対
し
、
す
で
に
基
本
犯
が
終
了
し
て
い
る
場
合
に
は
、
加
重
払
米
だ
け
に
か
か
る
不
作
為
関
守
が
成
?
げ
一
す
る
こ

と
に
な
る
(
同
じ
よ
う
な
問
題
は
、
理
論
的
に
は
結
合
犯
の
限
切
ム
門
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
結
米
的
加
重
犯
の
場
合
に
は
特
に
、
恭
ー
や
犯
自
体

の
危
険
が
、
加
重
給
米
が
発
生
す
る
時
点
ま
で
継
続
し
て
い
な
い
場
台
が
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
顕
在
化
し
や
す
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
て
こ
の
こ
と
を
、
同
八
休
的
な
事
例
を
使
っ
て
ボ
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
先
行
作
為
犯
に
よ
る
犯
罪
行
為
終
了
後
も
基
本
犯
口
体
の
法
益
侵
害
状
態
が
継
続
し
、
後
行
不
作
為
犯
が
加
重
給
米
の
発
生
ま
で

も
黙
訟
し
た
場
合
で
は
、
比
同
行
不
作
為
犯
に
は
先
行
作
為
犯
に
か
か
る
犯
罪
の
結
果
的
加
重
犯
が
成
守
す
る
仁
例
え
ば
、

Y
の
放
窓
行
為
に

よ
っ
て
ガ
ス
管
が
依
出
帆
さ
れ
利
近
に
ガ
ス
が
拡
散
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
の
に
、
町
駅
け
つ
け
た
ガ
ス
会
社
職
只
X
は
何
ら
拾
匝
を
施
さ
ず
、

後
に
起
き
た
爆
発
の
結
果
、
住
民
Z
が
死
亡
し
た
、
と
い
う
場
合
に
お
い
て
は
、

h

不
だ
甘
木
本
犯
と
し
て
の
ガ
ス
漏
向
罪
が
緋
枕
し
て
い
る
以

上
、
こ
こ
で
の
絞
行
不
作
為
犯
に
は
、
正
午
作
為
に
よ
る
ガ
ス
漏
出
致
死
罪
が
成
す
し
う
る
。
川
じ
こ
と
は
、
他
の
結
果
的
加
重
犯
の
巾
で
も
、

監
祭
致
死
罪
の
場
合
サ
で
も
考
、
子
h
れ
る
c

こ
れ
に
対
し
て
、
先
行
作
為
犯
に
よ
る
甘
柄
本
犯
は
終

f
し
た
も
の
の
、
な
お
加
重
結
果
に
対
す
る
回
避
義
務
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

加
重
結
果
を
判
避
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
に
関
す
る
不
作
為
犯
が
成
ム
げ
す
る
υ

例
え
ば
、
娘
Z
が
、
上
札
人
Y
か
ら
の
薬
物
の
注
射
に
よ
っ
て
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前
瑚
キ
り
に
堕
胎
さ
せ
ら
れ
た
が
、

Z
の
身
体
が
危
険
な
状
態
に
あ
る
ま
ま

Y
が
逃
走
し
、

そ
の
後
、
倒
れ
る

Z
を
発
見
し
た
母
親

X
も
こ

れ
を
放
宿
し
た
結
果
、

Z
が
死
亡
し
た
、

と
い
う
場
合
に
お
い
て
は
、
後
行
不
作
為
犯
と
し
て
の
母
親
に
は
、
慕
本
犯
と
し
て
の
不
同
意
堕

胎
界
が
終

f
し
て
い
る
以
上
、

た
と
え
母
親
が
娘
の
堕
胎
を
認
謙
し
て
い
た
と
し
て
も
、
不
同
意
堕
胎
致
死
罪
で
は
な
く
、
不
作
為
に
よ
る

過
失
致
記
界
等
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
c

同
じ
こ
と
は
、
他
の
結
果
的
加
重
犯
の
中
で
も
、
汽
市
半
転
極
致
死
罪
、
強
姦
致
死
罪
、
特
別
公

務
員
暴
行
陵
虐
致
死
罪
の
場
合
等
で
も
考
え
ら
れ
る
。

4

展
開

以
上
、
不
作
為
悶
与
成
立
の
時
間
的
限
界
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
c

し
か
し
、
上
述
し
た
判
断
枠
組
み
に
基
づ
い
て
仮
に
不
作
為
関
与

成
立
の
川
能
性
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
成
i

げ
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
「
犯
界
の
不
阻
止
」
に
認
め
ら
れ

る
「
限
定
性
へ
の
意
識
」
が
現
れ
る
ロ
そ
こ
で
、
次
章
に
お
い
て
、

い
か
な
る
恨
拠
に
甘
木
、
つ
い
て
、
不
作
為
関
与
の
限
定
的
な
可
罰
範
圏
が

作為犯に対して介在-，る不作為m(4) 

基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
i
)
松
尾
誠
紀

三
不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
限
1
4

正
化
-
に
つ
い
て
」
北
大
法
学
品
集
有
三
巻
六
号
(
一

C
C
一
年
)
一
一
一
一
白
は
、
「
不
作
為
共
犯

に
つ
い
て
は
、
適
用
さ
れ
る
犯
以
頬
型
の
幅
が
、
不
作
為
単
独
止
犯
〔
H

単
独
不
作
為
犯
引
凶
用
者
註
〕
の
よ
う
に
、
殺
人
、
放
火
、
詐
欺

が
上
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
限
ら
れ
た
適
用
領
械
を
有
す
る
の
と
は
異
な
り
、
殺
人
、
放
火
、
傷
害
、
窃
山
山
皿
、
詐
欺
、
不
動
産
伝
写
、
惜
領
、

押
輸
入
、
麻
薬
譲
り
浪
し
、
選
挙
犯
罪
、
刀
剣
類
の
不
法
所
持
な
と
、
刊
為
に
よ
っ
て
完
わ
が
可
能
で
あ
る
犯
罪
類
型
全
般
に
わ
た
っ
て
適

肘
き
れ
る
と
い
う
特
質
を
有
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
(
神
山
敏
雄

副不
作
為
を
め
ぐ
る
比
犯
論
'
(
九
九
凶
年
)
一
頁
も
、
参
凶
、
)

f

(
フ
心
後
行
不
引
為
犯
が
回
遊
す
べ
き
刈
象
は
、
例
え
ば
、
傷
害
此
遂
成
ム
以
後
の
川
市
結
果
だ
け
で
な
く
、
殺
人
未
必
成
す
役
の
未
遂
結
果
、
さ
ら
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に
は
、
業
務
妨
害
以
に
お
け
る
妨
古
状
態
も
げ
る
勺
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
同
岡
聡
郎
「
不
作
為
に
よ
る
共
犯
に
つ
い
て
(
一
)
」
斗
教
法

7
ハ

五
号
(
一
む
つ
同
午
)
一
八
八

R
も
、
不
作
為
共
犯
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
こ
こ
に
い
う

『結
果
μ

の
典

型
は
、
既
遂
犯
に
お
け
る
既
遂
結
果
で
あ
る
が
、
危
険
犯
に
お
け
る
危
険
な
状
態
や
、
未
遂
犯
に
お
け
る
既
遂
紡
呆
H

志
起
の
高
度
の
晶
状
性

が
あ
る
状
態
(
未
送
結
果
)
も
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
〔
る
ご
と
し
て
い
る
ハ

(
3
)
一
片
凶
・
前
帰
一
副

(
2
)
一
台
三
一一
只
は
、
「
危
険
削
同
行
為
に
基
づ
く
義
務
は
、
多
く
の
場
合
、
危
険
源
管
理
誕
t

け
の
注
以
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、

危
険
状
態
が
川
じ
た
が
、
い
ま
だ
犯
罪
が
終
了
し
て
い
な
い
段
階
で
問
題
と
な
る
〔
傍
白
4

は
引
用
者
ご
と
し
て
い
る
。

(
4
)
こ
の
点
、
山
口
昭

『刑
法
総
論
』
{
補
訂
版
、
一
心
一
心
主
年
)
四
二
民
は
、
「
川
八
犯
は
正
犯
の
行
為
を
介
し
て
構
成
要
件
げ
の
実
現
に
悶
ワ
す
る

必
裂
が
あ
る
か
ら
、
正
犯
行
為
終
了
後
に
お
い
て
は
駄
に
共
犯
の
成
六
可
能
性
は
否
疋
さ
れ
る
」
の
で
、
「
共
犯
の
成
止
可
能
性
の
問
題
は
、

犯
罪
の
終
了
時
期
と
は
関
係
が
な
い
」
と
す
る
。
し
か
し
、
干
犯
れ
為
の
終
，
J
後
に
共
犯
成
ー
止
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
町
内
鮮
に
従
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず

d

も
犯
罪
の
終
了
同
期
と
共
犯
の
成
行
と
い
う
同
町
唱
が
元
令
に
切
り
離
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
{
}
山
川
の
い
う
型

併
が
あ
て
は
ま
る
の
は
、
例
え
は
、
先
訂
行
為
計
Y
が
Z
の
)
家
屋
に
放
火
し
た
役
、
後
行
関
与
首
X
が
泊
を
注
い
だ
事
例
の
よ
う
に
、
正
犯

行
為
の
終

f
/末
終
「
に
よ
っ
て
共
犯
の
成
肖
が
分
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
事
例
だ
け
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、

Y
が
留
守
中
の

Z
む
か
ら
金
庫

を
盗
み
出
し
て
ん
ぷ
崎
を
出
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
通
り
か
か
っ
た
友
人
X
が
、
そ
の
金
肢
を

Y
の
川
宅
ま
で
運
ん
だ
事
例
の
よ
う
に
、
犯
罪

的
終
，
J

/
ポ
終
，
J
に
よ
っ
て
比
犯
の
成
併
が
分
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
事
例
に
ま
で
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
(
こ
れ
ら
の
区
別
に
つ
い
て

は
、
本
稿
・
第
一
章
第
一
節
第
二
項
の
一
〔
北
大
法
学
品
集
有
七
巻
号
〕
、
参
照
)
{
}

(
5
)
林
美
日
子
「
状
態
犯
と
縦
続
犯
」
神
奈
川
訂
正
J

阿
巻
一
一
り
(
一
九
八
八
午
)
了
R
、
佐
伯
仁
志
「
犯
非
の
終
，
j
時
期
に
つ
い
と
」
叫

修
五
五
六
号
(
九
九
同
年
)
石
頁
(
以
下
、
同
論
士
は
、
「
件
伯
犯
罪
終
「
」
と
川
引
用
す
る
て
い
な
お
、
長
井
川
「
刊
批
」
判
例
時
限

一
!
八
六
凶
号
(
一
九
九
九
午
)
一
一

O
Rは
、
「
既
遂
は
犯
坪
要
件
充
足
の

h

最
小
』
で
し
か
な
く
、
そ
の

『最
大
'
(
罪
性
の
構
成
虫
件

的
事
実
の
限
界
)
を
画
す
る
の
が
『
犯
罪
の
終
，
J
し
で
あ
る
一
と
し
て
い
る
。
他
十
刀
、
継
続
犯
の
概
念
と
し
て
、
川
端
悼

a

刑
法
総
論
清
兵
』

二
九
九
五
年
)
一
一
頁
は
、
「
継
続
犯
と
は
、
構
成
法
件
的
行
為
の
状
態
が
二
4
の
時
同
的
継
続
を
必
裂
と
す
る
犯
搾
類
型
」
ト
と
し
て
定

義
づ
け
て
い
る
。
こ
の
理
解
は
、
犯
罪
の
既
遂
成
リ
一
時
に
着
目
し
て
院
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

(
l
u
U
佑
紀
「
犯
罪
の
既
返
と
終

f
」
判
例

タ
イ
ム
ズ
ー
五

O
号
二
九
一
八
立
年
)
九
一
頁
)
{
}
も
ロ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
異
な
っ
た
理
解
に
刈
し
て
は
、
山
中
敬

『刑
法
総
論
T
-
「一

九
九
九
年
)
六
八
白
川
が
疑
問
を
呈
し
て
い
る
ハ

"見
ーふ
i師
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作為犯に対して介在-，る不作為m(4) 

(
6
)
坂
本
武
志
「
立
造
物
侵
入
罪
は
杭
絞
犯
か
」
判
例
時
恨
二
ハ
八
九
号
(
九
九
九
年
)
凶
一
頁
。
ま
た
、
山
川
・
前
掲
一
は
(
イ
)
凶
心
頁
以

卜
は
、
「
構
成
以
引
法
素
で
あ
る
結
果
は
、
法
文
に
お
い
て
、
形
式
的
に
は
、
川
じ
く
構
成
要
件
以
素
で
あ
る
行
為
客
体
の
侵
害
と
し
て
規
J

疋

さ
れ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
、
行
為
客
体
と
は
い
別
さ
れ
た
保
之
客
体
(
保
誌
は
益
)
の
侵
害
を
意
味
し
て
い
る
」
と
し
、
具
体

的
に
窃
盗
罪
で
い
え
ば
、
「
窃
次
川
ハ
ル
に
お
け
る
行
為
粁
体
は
他
人
の
別
物
で
あ
り
、
構
成
要
件
要
訟
で
あ
る
結
果
は

a
窃
取
'
(
占
有
移
山
せ
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
る
実
画
的
法
益
侵
舎
は
、
物
の
利
肘
可
能
刊
の
侵
害
む
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
し
か
し
「
構
成
要
件

以
素
で
あ
る
結
果
と
、
そ
の
内
主
で
あ
る
実
質
的
法
話
伝
再
と
が
完
全
に
は
重
な
り
合
わ
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
が
継
続
犯
か

状
態
犯
か
の
同
川
に
意
味
を
持
〔
つ
〕
一
と
し
て
い
る
。

佐
伯
仁
志
「
不
作
為
犯
ハ
州
」
法
学
教
一
軍
一
八
八
号
「
一

0
0
凶
年
)
丘
冗
員
は
、
例
え
ば
、
間
違
っ
て
持
ワ
て
帰
っ
た
傘
を
返
さ
ず
に
自
分

の
物
に
す
る
行
為
は
、
返
さ
な
い
と
い
う
不
刊
為
を
「
窃
取
し
た
」
と
解
す
る
の
が
困
難
だ
か
ら
、
不
作
為
に
よ
る
窃
盗
罪
で
は
な
く
、
ト
門
右

離
脱
物
横
領
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
に
際
〕
て
、
一
読
者
の
中
に
は
、
占
有
移
転
後
の
不
作
為
を
窃
議
と
ば
て
処
制
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
は
、
窃
盗
罪
が
状
態
犯
だ
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
出
わ
れ
る
方
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ポ
怖
は
逆
で
、
卜
門
有
格
転
役

の
わ
為
を
窃
盗
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
窃
海
罪
は
状
態
犯
な
の
で
あ
る
一
(
同
五
立
頁
・
一
日
(
日
)
)
と
指
摘
し
て
い
る

J

(
7
)
林
幹
人
「
則
成
犯
・
状
態
犯
継
続
犯
」
刑
法
の
争
点
[
第
一
版
]
(
一

Goo-)
三
口
頁
(
以
下
、
阿
論
文
は
、
「
林
幹
人
争
点
」
と

引
附
す
る
)
、
山
川
・
前
掲
一
訂

(
4
)
阿
一
一
民
、
松
原
芳
博
っ
川
狩
罪
に
お
け
る

副所
持
'
概
念
と
れ
為
川
口
」
休
々
木
史
朗
先
生
喜
寿
祝
賀

『刑

事
法
の
理
論
と
実
践
-
(二

0
0
一
年
)
一
一
八
頁
=

(
8
)
松
原
、
削
掲
流

(
7
)

一
八
頁
も
、
監
禁
罪
を
例
に
、
「
犯
人
が
被
告
者
を
一
宗
に
骸
然
し
た
ま
ま
海
外
へ
逃
亡
し
た
と
い
う
場
合
、
自
由

の
束
縛
と
い
う
結
果
は
継
続
的
に
発
生
し
続
け
て
い
る
も
の
の
、
わ
為
者
の
(
狭
去
の
)
行
為
は
終
了
し
て
い
る
と
い
わ
さ
る
を
え
な
い
」
と

し
て
い
る
υ

も
っ
と
も
、
佐
伯
犯
罪
終

f
t削
掲
一
註
(

3

)

)

一
七
四
以
は
、
「
継
続
犯
の
特
徴
は
、
実
白
行
為
が
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
法
日
比
侵
中
u
と
構
成
製
件
の
光
川
止
が
継
続
す
る
と
と
も
に
、
実
わ
行
為
が
終
了
す
れ
ば
、
法
桧
侵
害
が
終
了
し
犯
以
も
終

f
す
る
こ
と
に
あ

る
」
と
し
て
、
行
為
告
が
被
津
門
者
を
削
山
口
開
に
閣
じ
込
め
た
ま
ま
桝
放
し
な
い
と
い
う
監
禁
印
の
宇
例
で
も
、
逮
捕
罪
に
お
け
る
fU分
の
手
で
被

古
者
を
出
押
さ
え
つ
け
る
代
わ
り
に
、
市
戸
聞
の
mu
と
い
う
物
刃
的
手
段
を
肘
い
て
い
る
だ
け
と
解
し
て
、
H

収
初
の
作
為
を
含
め
て
九
体
を
作
為
に

よ
る
監
禁
の
実
p

刊
行
為
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
(
門
的
澄
夫
一
犯
以
の
既
送
と
実
行
わ
為
の
終

f
」
此
什
仲
間
相
三
郎

博
l
追
悼

固刑
事
法
学
論
集
』
(
一
九
六
ひ
年
)
一
四
回
頁
、
筑
間
正
奈
「
状
態
犯
か
継
続
犯
か
」
広
島
法
学
一
巻
一
号
(
一
九
七
八
年
)

北法57(2 -18:;)即日



。
良
以
下
も
、
参
照
)
ま
た
、
深
川

E
也
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
石
二
号

(
-
0
0
三
年
)
一
八
七
頁
は
、
糾
統
犯
に
お
い
て
は
、
実

行
自
為
の
継
杭
を
脱
出
刊
に
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
例
え
ば
、
止
犯
者
が
眠
っ
て
い
る
聞
に
被
害
届
の
声
が
外
に
漏
れ
な

い
よ
う
目
張
り
を
し
た
場
介
に
も
(
片
面
的
)
部
助
が
肖
I

疋
さ
れ
る
の
は
妥
当
で
な
い
下
と
し
て
、
そ
こ
に
一
切
の
わ
為
性
ま
で
不
要
と
す
る
こ

と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

(
9
)
長
井
・
前
帰
一
副

(5)
一

O
R。

(
日
)
佐
伯
・
犯
卯
終
了
(
前
掲
江

(
5
)
)

一
心
頁
以
下
、
林
枠
人
・
争
点
(
削
掲
註
(

7

)

)

一
民
。

(μ)
犯
干
の
終

f
時
期
は
、
決
し
て
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
法
的
効
果
と
結
び
つ
い
て
こ
そ

E
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
(
松
U

忠
誠
紀
「
判

批
」
北
大
法
リ
了
論
集
五
六
巻
一
口
(
一

0
0石
汗
)
三
五
三
民
〔
以
卜
、
阿
論
丈
は
、
「
怯
尾
・
判
批
」
と
引
用
す
る
〕
、
伊
藤
捗
ほ
か
ア
ク

チ
ュ
ア
ル
刑
法
総
論
』
〔
小
林
定
太
郎
〕
(
一
ひ
っ
立
干
)
九
一
一
一
員
、
参
昭
)
。

(
比
)
も
っ
と
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
不
作
為
に
よ
る
化
体
遺
棄
罪
が
戎
止
す
る
可
能
刊
は
あ
る
コ
判
例
に
お
い
て
、
不
作
為
に
よ
る
死
体
近
景

罪
が
白
一
疋
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
被
告
人
X
が
、
他
人

Y
に
よ
っ
て
殺
持
さ
れ
た

X
の
妻
お
と
了
加
が
押
人
れ
に
遺
棄
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見

し
な
が
ら
そ
の
場
を
離
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
被
山
人
側
が
、
伝
被
告
人
は
、
川
早
に
Y
が
死
体
を
押
人
れ
に
山
刊
に
隠
匿
し
て
い
る
の
を
認
識
し

な
が
ら
、
そ
の
場
を
離
去
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
被
山
人
に
条
珂
慣
皆
上
の
義
務
が
あ
る
と
し
て
も
、
直
ち
に
化
体
遺
棄
が
成
す
す
る
と

与
え
る
べ
き
で
は
な
い
、

mw不
門
為
に
よ
る
化
体
遺
業
界
は
、
口
ら
刑
法
卜
右
買
に
死
の
結
果
を
招
い
た
そ
の
死
体
が
目
前
に
あ
る
と
い
う
事

態
か
ら
の
断
脱
を
作
う
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
、
一
干
張
)
な
の
に
対
ぺ
一
従
来
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
死
体
遺
棄
以
は
葬
祭

に
関
す
る
比
俗
に
反
す
る
行
為
を
処
罰
す
る
の
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
令
又
は
慣
刊
に
よ
り
葬
祭
を
な
す
べ
き
義
務
の
あ
る
長

が
、
葬
祭
の
舟
山
思
な
く
死
体
を
比
置
し
て
そ
の
所
在
場
所
か
ら
離
去
す
る
場
人
n
に
は
、
た
と
え
み
ず
か
ら
刑
法
有
責
に
そ
の
死
体
の
死
の
結

果
を
同
市
い
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
死
体
遺
棄
罪
を
構
成
す
る
と
い
う
に
あ
る
と
併
せ
ら
れ
る
」
と
し
て
被
告
人
に
不
作
為
に
よ
る
化
体

遺
業
出
の
成
す
を
白
疋
し
た
原
判
渋
を
主
持
し
た
、
町
米
思
布
判
昭
和
凶
〈
〉
(
一
九
六
立
)
苛
七
月
一
九
日
高
刑
集
一
八
巻
内
号
立
つ
?
ハ
頁
が
あ

る
じ
以
対
に
、
「
葬
祭
を
な
す
べ
き
義
務
者
」
で
は
な
い
と
し
て
、
不
刊
為
に
よ
る
死
伶
造
長
以
が
十
内
定
さ
れ
た
判
例
と
し
て
、
大
判
大
花
一

一
(
九
一
凶
)
午
一
月
四
日
刑
集
一
巻
一
八
五
貝
(
炭
焼
置
を
所
有
し
小
平
成
を
製
造
し
と
い
た
被
山
人

X
が
、
見
阿
り
の
際
、
製
造
中

の
阿
雀
に
少
作
Z
が
点
っ
て
転
落
し
、
仇
死
し
て
い
る
の
を
発
見
し
な
が
ら
も
、
直
ち
に
撤
山
す
る
た
め
に
は
阿
査
を
破
壊
す
る
必
要
が
あ
っ

た
の
で
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
た
事
案
)
、
福
附
地
裁
飯
塚
文
判
昭
和
四

O
F
九
六
つ
)
年
一
月
九
日
下
川
集
七
岳
一
号
一

0
1ハ
O
R
(被

"見
ーふ
i師
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作為犯に対して介在-，る不作為m(4) 

日
人
X
が
紋
会
女
性
Z
を
殺
津
門
徒
、
そ
の
現
地
に
お
い
て
ん
れ
類
を
脱
が
せ
全
裸
に
し
て
枚
置
し
た
事
案
)
、
が
あ
る

(
日
)
住
同
侵
入
山
片
に
つ
い
と
も
、
そ
れ
が
継
続
犯
と
理
解
さ
れ
れ
ば
、
同
じ
く
不
作
為
関
ト
h
J

の
成
す
可
能
性
の
な
い
類
型
と
し
て
こ
こ
に
あ
亡
は

ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
(
住
居
侵
入
引
を
継
続
犯
と
理
解
す
る
見
解
と
し
て
、
前
田
雅
英

固刑
法
各
論
議
義
-
(
第
一
版
、
一
九
九
九
年
)
一
一

一
頁
試
戸
日
)υ

こ
れ
に
刻
し
て
状
態
犯
と
理
解
す
る
見
解
と
し
て
、
太
山
徹
「
継
続
犯
ー
と
し
て
の
不
当
な
取
引
制
限
罪
二
)
」
作
林
村
公

科
千
研
究
一
九
巻
一
五
勺
(
一

0
0
一一仇
l
)

六
二
頁
て
な
お
、
白
(
止
不
門
為
犯
と
し
て
の
不
退
去
却
で
は
な
く
、
不
真
正
不
作
為
犯
と
し
て
の

作
居
侵
人
界
(
侵
入
白
俸
は
不
可
荊
で
あ
っ
た
者
の
違
法
な
山
怖
の
川
自
性
)
に
関
す
る
ド
イ
ツ

7
試
を
主
察
し
た
も
の
と
し
て
、
林
幹
人
「
作

付
権
者
一
蒋
察
研
究
五
八
巻
一
つ
号
(
九
八

t
年
)
九
七
頁
、
日
間
康
夫
「
不
退
去
に
よ
る
住
付
侵
入
罪
の
成
立
川
能
併
一
愛
媛
法
学
会
雑

誌
一
九
巻
阿
号
(
九
九
三
年
)
一
頁

(
N
H
)

中
山
側
一
は
か

『レ
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
刑
法
(
一
)
』
(
一
つ
つ
年
)
九
五
貝
一
松
市
マ
明
発
汗
〕
は
、
「
股
火
罪
で
も
火
が
消
え
る
ま
で
は
、

た
だ
こ
れ
は
川
和
続
犯
で
す
が
ご
こ
の
場
合
、
法
益
は
公
共
の
安
h

で
す
か
ら
、
既
淫
に
な
っ
て
も
法
治
が
消
滅
〕
な
い
と
い
う
1

門
で
出
成
犯
で

は
な
い
の
で
、
火
が
燃
え
て
い
る
問
中
、
違
法
状
態
が
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
日
)
薬
物
HI
寸
の
所
持
出
に
つ
い
て
も
、
川
持
行
為
の
継
続
性
が
否
定
き
れ
れ
ば
こ
こ
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
こ
の
点
、
松
原
・
前
財

註

(
7
)

二
一
白
は
、
っ
品
川
狩
」
と
は
、
人
の
れ
為
で
は
な
く
、
単
な
る
事
実
状
態
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
じ
こ
れ
に
対
し
て
、
山
沖
敬
一
「
判

批
」
法
一
子
論
集
(
関
西

k
u了
)
有
三
巻
三
号
(
一

C
C
一
年
)
一
一
一
一
民
以
は
、

U
身
が
止
犯
行
為
終

f
後
の
計
助
成
立
叫
能
性
を
行
定
し

な
が
ら
も
(
同

a
刑
法
総
治

E

(
一
九
九
九
午
)
八
四
ハ
頁
、
非
公
問
中
、
他
人
的
拳
銃
不
法
所
持
を
中
断
さ
せ
る
義
務
の
慨
主
に
志
づ
く
不
作

為
に
よ
る
討
助
成
す
の
可
能
引
を
示
し
と
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
所
持
曜
に
お
い
て
も
行
為
の
継
続
を
認
め
て
い
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
の
な

お
、
銃
刀
法
一
一
条
は
、
銃
砲
刀
州
知
を
発
見
折
得
し
た
者
の
警
察
署
へ
の
日
間
義
務
を
規
定
し
て
い
る
(
罰
則
は
同
法
一
一
立
条
一
回
之
。

(
日
目
)
錦
日
祉
樹
「
ブ
ロ
パ
イ
ダ
ザ
寸
の
刑
事
責
任
」
羽
代
刑
事
法
五
七
口
(
ひ
っ
四
年
)
一
九
貝
は
、
名
普
段
損
や
わ
い
せ
つ
物
陳
列
に
関
す
る

。
ブ
ロ
パ
イ
ダ
の
削
除
義

J

時
速
以
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
わ
い
せ
つ
物
公
然
陳
列
罪
や
名
誉
段
閉
山
罪
の
構
成
要
件
が
右
目
す
る
結
果
と
し

て
の
危
険
は
、
わ
い
せ
つ
物
の
陳
列
干
名
誉
段
損
的
事
実
の
摘
示
の

E

公
快

-
件
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
表
現
山
内
存
が
不
特
定
ま

た
は
多
数
人
の
芯
識
し
う
る
状
態
に
あ
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
構
成
要
件
が
着
目
す
る
危
険
は
、
継
続
な
い
し
噌
大
す
る
(
つ
ま
り
刻
刻
新
た

な
危
治
化
計
呆
が
発
刊
し
つ
つ
一
け
る
)
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
ご
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

プ
ロ
パ
イ
ダ
等
に
保
障

人
的
地
位
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
に
す
っ
た
で
の
両
で
あ
る
が
、
刻
刻
新
た
に
発
ぺ
す
る
危
列
化
結
果
の
充
牛
を
防
止
し
な
か
っ
た
と

北法57(2 -18;))開 7



"見
ーふ
i師

い
う
点
で
、
不
作
為
に
よ
る
構
成
要
件
実
現
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

な
お
、
判
例
に
お
い
と
も
、
名
，
曾
旧
民
間
慣
罪
の
告
必
則
山
の
起
算
出
川
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
他
人
の
名
誉
を
段
相
す
る

記
事
を
サ
ー
バ
ー
コ
ン
ピ
コ

l
タ
に
記
憶
煎
置
さ
せ
、
不
特
定
多
数
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ソ
ト
利
用
者
ら
に
閲
覧
司
能
な
状
態
に
設
定
し
た
場
人
門

に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
名
を
殴
損
罪
は
此
遂
に
?
湛
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
も
サ
ー
バ
ー
か
ら
削
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
利
肘
者
の
閲
覧
可
能
な

状
態
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
こ
の
よ
う
な
類
到
の
名
誉
段
相
以
に
お
い
て
は
、
既
淫
に
淫
し
た
後
も
、
未
だ
犯
却
は
終

f
せ
ず
、

継
続
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
」
と
し
た
大
阪
市
判
ポ
!
成
一
六
年
凶
月
一
一
口
判
タ
一
六
九
号
三
二
公
氏
が
あ
る
。
ま
た
、
競
売
入
札
妨
害
界

的
告
訴
時
効
が
問
題
と
さ
れ
た
宇
案
に
お
い
て
、
市
仰
偽
の
陳
述
に
志
づ
く
現
況
調
査
報
告
書
が
備
え
付
け
ら
れ
て
一
般
人
札
希
望
者
の
閲
覧
可

能
な
状
態
に
世
か
れ
て
い
た
事
例
に
つ
い
て
、
「
こ
の
よ
う
な
類
型
の
競
売
入
札
妨
害
却
に
お
い
て
は
、
既
遂
に
注
し
た
後
も
、
市
偽
の
陳
述

に
基
づ
く
f

冗
却
ア
続
が
続
く
限
り
、
犯
罪
は
終
了
〔
し
な
い
〕
」
と
し
た
点
京
両
判

V
成
一
七
年
川
刈
一
八
日
円
公
川
物
米
常
載
が
あ
る
(
田
辺

泰
弘
一
判
批
」
善
察
学
論
集
立
八
巻
二
一
号
(
一
の
ひ
五
年
)
一
心
じ
良
、
幸
田
川
)
)

他
十
刀
、
山
県

R
高
判
川
l

成
四
年
一
月
一
日
東
南
時
恨
(
刑
)
有
三
巻

l
一
二
号
三
貝
は
、
常
利
目
的
略
取
後
も
継
続
す
る
監
禁
行
為

か
ら
加
机
し
た
被
告
人
に

V
利
円
的
略
取
に
対
す
る
水
緋
的
共
犯
が
成
止
す
る
か
と
い
う
占
、
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
際
し
、
略
取
維
の
犯
山
ル
終

f
時
期
に
つ
い
て
、
略
取
以
は
、
窃
渋
川
県
と
阿
じ
く
状
態
犯
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
被
略
取
者
を
事
実
上
の
支
配
下
に
置
い
た
時
点
で
阿
保
は

犯
罪
と
し
て
は
既
淫
に
な
る
が
、
被
略
取
話
の
自
市
川
に
対
す
る
法
話
侵
古
は
、
被
的
取
の
違
法
状
態
が
い
洞
く
限
り
継
続
し
て
い
る
と
い
、
つ
べ
き

で
あ
る
ご
平
た
く
い
え
ば
、
窃
係
の
場
合
に
は
、
盗
ま
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
物
の
所
有
者
(
占
有
官
)
の
権
利
は
そ
の
時
点
で
侵
合
さ
れ
た

ま
ま
で
、
そ
の
状
況
に
特
段
の
従
化
は
ヰ
じ
な
い
が
、
営
利
円
的
略
取
罪
の
場
合
は
、
放
同
附
取
者
の
法
益
に
対
す
る
侵
古
は
な
お
継
続
し
と
お

り
、
い
わ
ば
、
時
間
的
経
過
に
従
っ
て
更
新
き
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
略
取
に
引
き
続
い
て
被
略
取
者
を
支
配
卜
に
置
い
て
い

る

h
為
も
可
訂
作
の
あ
る
法
益
侵

z
h為
で
あ
る
が
、
略
取
ハ
ル
に
一
許
制
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
取
禁
罪
等
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
別
と
し
て
、
略

取
罪
を
構
成
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
一
と
判
示
し
て
い
る
戸
同
事
案
を
評
釈
す
る
も
の
と
し
て
、
松
尾
・
刊
批
勺
山
川
掲
註

F
l
」)

一
四
三
良
)
、
〕

(
灯
)
島
問
、
削
掲
江

(
2
)

一
心
七
頁
註
(
桁
)
は
、
「
即
成
犯
の
場
人
門
に
は
、
結
果
発
川
後
に
は
も
は
や
不
作
為
犯
は
成
止
し
得
な
い
、
継

続
犯
の
場
合
に
は
、
既
遂
後
に
不
作
為
犯
が
成
社
し
う
る
こ
と
に
争
い
が
な
い
例
え
ば
、
円
分
の
管
埋
す
る
物
情
小
屋
に
誤
っ
て

f
供
を
閉

じ
こ
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
後
か
ら
気
付
い
た
が
放
置
し
た
場
合
に
は
、
小
作
為
に
よ
る
監
禁
五
と
な
る
υ

状
態
犯
の
場
合
に
は
、
犯
罪
の
既
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遂
と
終

f
と
を
、
は
た
し
て
、
ま
た
、
と
の
よ
う
に
F
別
す
べ
き
か
に
よ
っ
て
結
論
が
変
わ
り
う
る
」
と
し
て
い
る
つ

(
日
)
止
犯
行
為
終
，
j
ハ
恨
の
共
犯
を
沓
'
疋
し
た
際
的
、
同
時
犯
の
成
否
に
つ
い
亡
、
=
吉
山
」
C

己
主
コ
こ
ん
E
G
一
℃
才
こ
と
乍

3
2一
芸
2
U
「
乍
=
Z
コ
己
主

切=戸=-TtNοE切ω
巴Eド=〆の=ロ白ο2戸E-FE戸己旦目E三-=再『片Fの?-同F

吋

Jの2ω巳「
ω百の己』F可ド民E円戸』巳5【ロ戸こ【E戸EH同Eω
戸E切出の己E目=同

ん
台
門
は
、
後
引
開
ワ
音
に
つ
い
て
同
時
正
犯
の
可
訂
引
が
併
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
同
世
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
凶
)
学
説
に
お
い
て
は
、
犯
以
の
終
「
時
期
に
関
し
て
は
状
態
犯
と
継
続
犯
の
限
別
が
最
も
大
き
な
問
昆
と
さ
れ
て
い
る
(
例
え
ば
、
林
美
月
了
・

前
掲
註

(
5
)

一
頁
以
下
)
。

(
山
山
)
ド
イ
ツ
学
説
に
お
い
て
は
、
山
回
盗
等
の
刷
出
移
転
搾
に
関
す
る
犯
干
の
終
f
J
時
期
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
が
既
淫
と
同
時
に
終

f
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
則
物
を
確
保
す
る
ま
で
杭
枕
す
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
見
ら
れ
る
(
〈
五
同
コ
己
E口
開
口

F
7
苫

E
守

2

E

と
Z
2
H
E
ロ
2
F
一
戸
「

山
吉
『
f
N
G
G
F

山
ω
さ
き
。
し
か
し
、
本
節
で
の
問
地
関
心
は
、
む
し
ろ
わ
為
者
が
刷
物
を
確
保
し
た
後
も
継
続
し
て
い
る
山
有
侵
吉
状
態

に
つ
い
て
、
な
ぜ
窃
盗
罪
が
成
立
以
て
い
な
い
と
併
き
れ
る
の
か
に
向
け
ら
れ
る
コ

(
む
)
佐
伯
・
犯
非
終
了
(
前
掲
江
(
一
三
)
九
頁
。

(
出
)
古
凶
・
前
帰
一
山

(
5
)
九
一
頁
以
下
、
参
問
、

〔刊記〕

本
相
は
、
北
海
治
大
学
審
全
博
士
(
法
学
)
予
位
論
文
(
一
C
O
T
-
-
一
一
月
石
口
授
H
J
)

に
袖
等
し
た
も
の
で
あ
る
。
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