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説

四

分
析
と
整
理

二A
d問

1 

自
筆
遺
言
(
の
禁
止
)

の
法
性
に
つ
い
て
の
も
の
の
考
え
方
の
い
ろ
い
ろ
を
で
き
る
限
り
集
め
た
。
こ
れ
か
ら
こ
れ
ら
を
分
析
す
る
。

分
析
の
視
点
は
、
ど
う
い
う
刺
激
が
、
ど
う
い
う
問
題
、
を
意
識
さ
せ
た
か
、
ま
た
問
題
解
決
を
目
ざ
し
て
ど
う
い
う
発
想
を
ひ
き
起
こ
し
た

か
を
推
測
す
る
こ
と
で
あ
る
。
意
識
さ
れ
た
問
題
ご
と
巳
分
析
と
整
理
を
試
み
る
。

2 

場
面
の
設
定

a 

甲
国
の
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
訴
訟
に
お
い
て
、

乙
国
に
周
籍
(
及
び
定
住
所
)
を
有
す
る
者
が
甲
国
に
お
い
て
(
甲
国
に
定
め
る
方

式
に
従
っ
て
)
作
成
し
た
自
筆
遺
言
の
無
効
が
主
張
さ
れ
た
場
面
を
設
定
す
る
。
甲
国
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
法
に
よ
る
裁
判
に
義
務
づ
け

ら
れ
る
と
き
は
、
無
効
か
有
効
か
を
決
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
規
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
1
)
甲
国
が
ド
イ
ツ
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
は
制
定
法
規
で
あ
ろ
う
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
は
判
例
法
規
で
あ
ろ

へノ。

b 

甲
国
裁
判
所
の
裁
判
官
は
甲
固
に
お
い
て
通
用
す
る
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
甲
国
の
裁
判
で
あ
る
か
ら
に
は
甲
国
の
法
し
か
適

用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
甲
国
レ
ベ
ル
で
の
み
物
事
を
考
え
る
限
り
、
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
は
甲
国
の
民
事
訴
訟
(
手
続
)

法
を
適
用
し
、
遺
言
の
効
力
に
つ
い
て
は
甲
国
の
民
事
実
体
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
裁
判
官
は
、
適
用
す
べ
き
手
続
法
規
及
び
実
体

法
規
を
認
識
す
る
。

C 

甲
国
は
、
自
筆
遺
言
を
(
一
定
の
方
式
を
満
た
す
限
り
)
許
す
内
国
実
体
法
規
を
有
す
る
と
設
定
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
甲
国
裁
判
官
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は
、
甲
国
レ
ベ
ル
で
の
み
物
事
を
考
え
る
な
ら
ば
、
当
該
遺
言
を
有
効
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
訴
訟
当
事
者
の
主
張
は
当
該
遺

一
一
一
口
の
無
効
で
あ
る
。
こ
の
無
効
の
根
拠
を
、
遺
言
者
の
本
国
で
あ
る
乙
国
の
内
国
実
体
法
が
自
筆
遺
言
を
乙
国
以
外
の
国
に
お
い
て
(
当
該

国
の
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
)
作
成
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
禁
止
す
る
こ
と
に
見
い
だ
し
て
い
る
と
、
設
定
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
主
張
自

体
を
無
視
し
て
顧
み
な
い
と
い
う
議
論
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
主
張
を
受
け
止
め
て
、
そ
の
理
由
の
有
無
を
検
討
す
る
と
い
う
の
が
今
日

ま
で
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
か
な
る
刺
激
が
人
を
し
て
そ
の
よ
う
に
し
む
け
る
の
か
。

3 

無
効
の
主
張
が
な
、
ぜ
で
て
く
る
か

自筆i宣言の法性に関する議論について(2・J'e

無
効
の
主
張
は
実
質
的
に
は
乙
国
の
実
体
法
の
適
用
の
主
張
で
あ
る
。
甲
国
の
裁
判
官
は
甲
国
の
憲
法
及
び
法
律
の
み
を
適
用
す
る
義

務
が
あ
る
。
外
国
の
法
を
適
用
す
る
の
は
、
甲
国
の
法
が
そ
れ
を
指
示
す
る
場
合
に
限
る
。
甲
国
の
法
の
指
示
に
従
う
と
き
は
、
外
国
の
法

a の
適
用
は
甲
国
の
法
の
適
用
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
当
該
事
件
に
つ
き
、
甲
国
に
お
い
て
通
用
す
る
こ
と
を
甲
国
が
認
め
た
法
規
を
適

即
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
無
効
の
主
張
は
、

乙
国
の
当
該
実
体
法
規
が
甲
国
に
お
い
て
当
該
事
件
に
つ
き
通
用
す
る
こ
と

を
認
め
る
べ
し
と
の
主
張
を
基
本
に
も
つ
。
そ
れ
は
、
甲
国
法
は
当
該
事
件
に
つ
い
て
乙
国
法
の
当
該
規
定
の
適
用
を
指
示
し
て
い
る
と
い

う
甲
国
法
解
釈
(
甲
国
法
認
識
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(
1
)
、
(
2
)
右
の
甲
民
法
解
釈
は
、
右
の
無
効
の
主
張
に
理
論
構
成
の
衣
を
着
せ
る
も
の
で
あ
る
。
人
を
刺
激
す
る
も
の
は
効
力
を
生
じ
さ
せ
る
べ

き
で
な
い
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
活
実
感
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

甲
国
の
裁
判
所
が
乙
国
の
民
事
実
体
法
を
適
用
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
主
権
国
家
か
ら
成
る
世
界
に
お
い
て
は
、
国
家
法
の
効

力
が
及
ぶ
範
囲
は
主
権
が
及
ぶ
範
囲
す
な
わ
ち
領
域
で
あ
る
。
他
国
の
主
権
が
及
ぶ
範
囲
に
侵
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
は
人
を
拘
束

b 
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説

す
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
法
で
あ
る
私
法
は
そ
の
国
家
の
領
域
に
在
る
人
に
効
力
を
及
ぼ
す
。
領
域
内
に
在
る
在
り
か
た
が
、
領
域
内
に
国

論

籍
を
有
す
る
こ
と
で
あ
れ
、
居
住
す
る
こ
と
で
あ
れ
、

一
時
滞
在
す
る
こ
と
で
あ
れ
。
す
な
わ
ち
、
外
国
に
国
籍
を
有
す
る
者
に
も
、

国
に
在
る
限
り
、
|
|
効
力
が
及
ぶ
事
項
を
度
外
視
す
れ
ば
|
|
、
効
力
が
及
ぶ
。

他
方
に
お
い
て
、
主
権
国
家
は
、
主
権
が
支
配
す
る
国
民
を
も
っ
。
国
民
が
存
在
し
な
い
主
権
国
家
は
在
り
え
な
い
。

そ
し
て
・
、
国
民
と

は
、
そ
の
国
に
国
籍
を
も
つ
も
の
を
い
う
。
国
家
法
で
あ
る
私
法
は
そ
の
国
家
に
国
籍
を
有
す
る
人
に
効
力
を
及
ぼ
す
。
そ
れ
は
主
権
の
支

配
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
支
配
は
、

そ
の
人
に
、

|
|
効
力
が
及
ぶ
事
項
を
度
外
視
す
れ
ば
|
|
、
そ
の
人
が
外
国
に
在
る
と
き
で
も
、

法
の
効
力
が
及
ぶ
と
い
う
形
式
で
、
及
ぶ
。

|
|
効
力
が
及
ぶ
事
項
を
度
外
視
す
る
な
ら
ば
|
|
甲
国
の
法
の
い
わ
ば

属
地
的
効
力
と
乙
国
の
法
の
い
わ
ば
属
人
的
効
力
と
が
競
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
効
力
の
内
容
が
同
じ
で
あ
る
と
き
は
事
実
上
問
題
は
生
じ

」
う
し
て
、
甲
国
に
乙
国
人
が
在
る
と
き
は
、

乙
国
人
に
、

な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
効
力
の
内
容
が
異
な
る
と
き
、
と
く
に
、

(
無
効
と
有
効
の
よ
う
に
)
反
対
で
あ
る
と
き
に
は
、
甲
国
裁
判
所

は
、
い
か
な
る
法
を
適
用
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
そ
し
て
、
甲
国
の
裁
判
所
が
乙
国
の
民
事
実
体
法
を
適
用
す
る
と
い
う
こ

と
は
、

乙
国
法
の
い
わ
ば
属
人
的
効
力
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
刺
激
に
人
は
ど
の
よ
う
な
反
躍
を
示
し
た
か
。

注
生
活
文
化
を
異
に
す
る
地
域
圏
に
お
い
て
は
法
文
化
も
異
に
す
る
而
が
多
い
。
異
っ
た
生
活
文
化
圏
に
出
入
り
す
る
生
活
需
要
は
経
済
の
展
開
に

伴
っ
て
噌
大
す
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
事
実
状
況
が
、
甲
国
圏
お
い
て
乙
国
圏
の
人
が
し
た
行
為
に
つ
き
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
を
考
え
さ

せ
る
の
で
あ
る
。

4 

人
は
既
存
の
抵
触
規
則
を
手
掛
か
り
と
す
る
と
い
う
反
雁
を
示
し
た
。
当
該
の
遺
言
に
つ
い
て
甲
国
の
裁
判
所
は
い
か
な
る
法
規
が
こ

そ
の

北法48(4・50)770



れ
を
規
制
す
る
か
を
た
ん
て
き
に
認
識
す
る
と
い
う
反
雁
は
表
面
に
は
で
て
い
な
い
。
既
存
の
抵
触
規
則
は
、
の
法
律
行
為
の
方
式
は
行
為

地
法
に
よ
る
、
①
法
律
行
為
の
能
力
は
人
の
本
国
法
に
よ
る
、
で
あ
っ
た
。
裁
判
官
が
法
を
適
用
し
て
裁
判
す
る
と
き
、
そ
こ
で
い
う
法
は

裁
判
官
に
と
っ
て
所
与
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
発
想
は
根
拠
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
所
与
の
法
の
な
か
で
は
右
の
①
と
②
が
事
案
を
処
理

す
る
の
に
も
っ
と
も
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
法
規
の
命
題
は
抽
象
の
概
念
か
ら
成
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

具
体
的
な
案
件
を
処
理
す
る
に
は
「
あ
て
は
め
」

(
包
摂
)
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
あ
て
は
め
」

に
お
い
て
、
人
は
さ
ま
ざ
ま

の
問
題
を
意
識
し
、
迷
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
以
下
に
お
い
て
、

そ
の
問
題
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
追
う
こ
と
に
す
る
。
ち
な
み
に
、
①
も
①
も
、

多
く
の
国
が
共
通
に
も
つ
抵
触
規
則
で
あ
っ
た
。

n~在遺言の法ド1:に i均する議論につし、て( 2・完)

5 

「
方
式
」
に
つ
い
て

a 

遺
言
が
、
法
律
行
為
の
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
と
い
う
規
則
の
「
法
律
行
為
」

(
I
)
 

に
あ
て
は
ま
る
と
人
は
判
断
し
た
。
こ
れ
を
争
う
も

の
は
み
あ
た
ら
な
い
。

b 

「
方
式
」

に
あ
て
は
ま
る
と
人
は
判
断
し
た
。
方
式
の
概
念
の
内
包
を
意
思
表
示
の
外
面
の
形

「
自
筆
」
は
、
公
正
証
書
と
同
じ
く
、

「
自
筆
」
が
概
念
上
「
方
式
」
に
あ
て
は
ま
る
の
は
と
う
ぜ
ん
で
あ
ろ
う
。

成
と
す
る
限
り
、

一一4
問
、
二
4
州
、

4 
(1) 

ニ
5
b
、
三

5
参
照
。

一
5
a
、
二

2
、
二
3
c
、

1 

一3
a
、

4 

「
自
筆
」
は
「
方
式
」

し
か
し
、
自
筆
遺
言
を
禁
止
す
る
法
規
が
存
す
る
場
合
に
も
、

に
あ
て
は
ま
る
と
し
て
、
そ
の
行
為
地
の
法
が

C 白
筆
遺
言
を
許
す
場
合
に
、
右
禁
止
法
規
を
無
視
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
。
人
は
こ
の
点
に
問
題
を
感
じ
た
。
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る

と
い
う
規
則
は
、
行
為
地
法
に
よ
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
も
の
は
行
為
地
法
に
よ
る
と
い
う
判
断
を
基
礎
と
す
る
と
こ
ろ
、
本
国
法
に
よ
り

禁
止
さ
れ
た
方
式
の
法
律
行
為
も
そ
の
効
力
を
行
為
地
法
に
よ
ら
し
め
て
よ
い
も
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と

北法48(4・51)771



説

は
能
力
の
こ
と
と
併
行
し
て
論
じ
ら
れ
た
。
よ
っ
て
項
を
改
め
る
。

五命

6 

自
筆
遺
言
の
「
禁
止
」
と
遺
言
「
能
力
」

a 

「
自
筆
」
が
遺
言
の
「
方
式
」

の
一
種
で
あ
る
こ
と
に
争
い
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
筆
遺
言
を
禁
止
す
る
法
規
は
自
筆
方
式
を
禁

止
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
禁
止
規
定
を
方
式
の
定
め
と
み
る
見
方
が
あ
っ
た
(
一
、

一
5

E

o
し
か
し
、
あ
る
方
式

を
禁
止
す
る
こ
と
は
「
方
式
」

の
概
念
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

で
は
、

そ
れ
は
い
っ
た
い
な
に
か
。
人
は
、
真
正
の
無
能
力
を
創

造
す
る
(
二

4
凶
参
照
)
、

一
種
の
無
能
力
を
課
す
る
こ
と
(
回
向
江
口
・

一一
6
)
、
能
力
を
制
限
す
る
こ
と
(
二

4
川
、
一
ニ
7
州
)
、
能
力

の
範
囲
の
限
定
(
ニ
1
)
、
遺
言
の
権
能
の
制
限
(
二

4
)
、
遺
言
の
自
由
の
制
限
(
一

8
)
、
能
力
と
密
接
す
る
(
ニ

3
b
)
と
と
ら
え

た
。
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
か
た
か
ら
は
、
法
律
行
為
の
能
力
は
本
国
法
に
よ
る
と
い
う
抵
触
規
則
の
ほ
う
を
選
択
し
て
準
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
(
二

6
切

R
H
E
・=一

5
切

o
n
w
Z円
参
照
)
。
こ
の
よ
う
な
選
択
と
準
用
は
本
国
法
に
よ
る
の
を
よ
し
と
す
る
評
価
の
底
意
と
連
動
す

る
こ
と
な
く
し
て
は
な
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
評
価
に
裏
打
ち
さ
れ
な
い
概
念
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
は
選
択
の
き
め
て
は
得
ら
れ
な
い
。

自
筆
遺
言
の
禁
止
を
、
能
力
の
制
限
で
は
な
い
(
二

5
)
、
能
力
に
触
れ
る
も
の
で
な
い

(二

3
c

と
い
う
と
ら
え
か
た
が
あ
る
こ
と
が

こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
。

b 

だ
が
、
既
存
の
法
規
に
手
掛
か
り
を
求
め
る
と
き
、
既
存
法
規
が
予
定
す
る
法
概
念
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
能
力
」
と
い

う
法
概
念
(
二

2
b
、
二

4
川
参
照
)

の
な
か
に
、
遺
言
が
有
効
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
含
ま
れ
る
が
、
自
筆
形
式
が
有
効
に
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
人
は
い
う
、
自
筆
遺
言
の
禁
止
の
規
定
は
、
明
ら
か
に
能
力
の
規
別
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
明

ら
か
に
方
式
の
規
別
で
あ
る
の
で
も
な
く
、

た
ん
に
明
示
の
禁
止
で
あ
る
の
で
あ
る
と
(
三
4
列

o
Z
3
8
P
オ
ラ
ン
ダ
の
民
法
旧
第
九
九

二
条
に
つ
い
て
)
。
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C 

「
禁
止
」
と
い
う
こ
と
に
着
服
す
る
と
き
は
、
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
と
い
う
抵
触
規
則
と
能
力
は
本
国
法
に
よ
る
と
い
う
抵
触
規

則
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
と
い
う
課
題
と
「
禁
止
」
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
連
結
す
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
の

別
の
独
立
の
抵
触
規
則
を
認
識
す
る
の
で
な
い
限
り
。

人
は
こ
の
問
題
に
面
し
て
、
方
式
に
つ
き
二
つ
の
範
鴎
を
区
別
し
た
。

S
H
1
5
2
5な
(
本
質
的
で
な
い
、
外
部
の
)
方
式
と
吉
豆

5
2
5

な
(
本
質
的
な
固
有
の
)
方
式
で
あ
る
。

人
は
、
本
質
的
な
方
式
を
能
力
か
ら
区
別
し
た
(
二

2
可
能
力
は
行
為
の
性
質
で
あ
り
本
質
的
な
方
式
は
行
為
の
性
格
H
行
為
を
完
う
す

る
や
り
か
た
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
(
二

2
0
た
だ
し
、
セ
エ
ヌ
民
事
裁
判
所
一
八
四
四
年
八
月
八
日
判
決
が
い
う
甘
円
5
0
E可
EBρ
己
∞

自筆遺言の法性に関する議論について(2・完)

は
の
告
白
a
H
P

と
区
別
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
『
O円
B
O
O
E江
口

m
2
5
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
)
。

と
関
係
し
な
い
と
い
う
評
価
と
連
動
し
て
い
た
(
二

2
)
。

こ
の
こ
と
は
、
方
式
は
対
人
規
則
(
本
国
法
)

人
は
さ
ら
に
、
方
式
に
つ
い
て
、
非
本
質
的
な
も
の
か
ら
本
質
的
の
も
の
を
区
別
し
た
(
二

4
川
)

0

そ
し
て
、
本
質
的
な
方
式
は
能
力

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
法
規
は
真
正
の
対
人
規
則
を
成
す
も
の
で
あ
る
と
し
た
(
二
4
問
)
。
こ
れ
は
本
質
的
な
方

式
に
あ
て
は
ま
る
方
式
に
つ
い
て
は
対
人
規
則
と
同
様
の
法
規
制
を
よ
し
と
す
る
評
価
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
対
人
規
則
と
同
様
の
法

規
制
に
服
す
る
を
よ
し
と
す
る
も
の
を
本
質
的
な
方
式
と
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。

だ
が
、
自
筆
遺
言
が
遺
言
の
方
式
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
方
式
は
本
質
的
な
方
式
に
あ
て
は
ま
る
の
か
非
本
質
的
な
方
式

に
あ
て
は
ま
る
の
か
が
問
題
と

L
て
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
民
法
(
旧
)
第
九
九
二
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
本
質
的

な
方
式
を
定
め
る
も
の
と
い
う
理
解
(
二

4
間
)

と
オ
ラ
ン
ダ
人
の
外
国
で
し
た
遺
言
の
非
本
質
的
な
方
式
を
統
御
す
る
も
の
と
い
う
理
解

(一一

5
)
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
の
間
に
は
ど
こ
か
ず
れ
が
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。
前
者
の
理
解
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
が
公
正
証
書
方
式
以

外
の
方
式
を
許
さ
な
い
の
は
、
公
正
証
書
方
式
が
遺
言
の
本
質
的
な
(
吉
三
日

2
5
)
要
件
で
あ
る
(
二

4
山

下

2
3
2
)
と
い
う
理
解
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説

と
通
ず
る
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
対
人
規
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
底
に
存
す
る
点
に
お
い
て
共
通
す
る
の
で

吾/'>.

耐間

あ
ろ
う
o

な
お
、
後
者
の
理
解
が
直
ち
に
、
方
式
は
行
迅
地
法
に
よ
る
と
い
う
抵
触
規
則
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
(
二

S
)
0
直

ち
に
繋
げ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
評
価
の
潜
在
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

7 

「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」

の
射
程

a 

乙
国
法
が
乙
国
民
に
甲
国
で
遺
言
を
す
る
場
合
に
も
公
正
証
書
方
式
し
か
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
甲
国
で
は
自
筆
遺
言
方
式
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く
。

甲
国
で
乙
国
民
が
遺
言
を
し
た
場
合
、
こ
の
遺
言
行
為
は
ど
の
法
体
制
に
服
す
る
か
を
き
め
る
の
は
ど
の
法
か
。
人
は
、
そ
れ
は
乙
国

法
で
は
な
く
国
際
私
法
で
あ
る
と
い
っ
た
(
二

4
川
司
王
ぬ
け
)
。
だ
が
、
乙
国
法
(
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
民
法
旧
第
九
九
二
条
)
で
は
な
い

b と
い
う
の
は
ど
う
い
う
趣
旨
か
。
当
該
遺
言
の
効
力
を
乙
国
裁
判
所
は
乙
国
法
を
適
用
し
て
判
断
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

(一一

4
川

E
Z
o
?
な
お
一

5
a
、
ニ

6
回
同
己
口
、
‘
三

5

F
品
。
口
)

0

国
際
私
法
で
あ
る
と
い
う
の
は
「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」
に

よ
り
当
該
遺
言
行
為
が
服
す
べ
き
法
が
定
ま
る
と
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
(
二

4
川
司
王
旦
)
。
し
か
し
、
乙
国
の
当
該
法
規
は
乙
国
の
抵

触
規
則
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
国
際
私
法
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

乙
国
法
上
も
認
め
ら
れ
て
い
る
抵
触

規
則
で
あ
る
「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」
が
当
該
遺
言
が
服
す
べ
き
法
を
き
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
当
該
遺
言
の
事
項
は
「
能
力
は
本
国
法
に
よ
る
」
と
い
う
砥
触
規
則
に
か
か
る
事
項
に
あ
た
ら
な
い
と
い
う
あ
て
は
め

を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、

「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」
と
い
う
抵
触
規
則
を
あ
て
は
め
る
べ
き
か
否
か
が
問

わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
間
い
に
対
す
る
答
え
は
、

一
方
に
お
い
て
、
右
の
抵
触
規
則
の
射
程
に
つ
い
て
の
議
論
の
形
を
と
っ
て
い
る
。

C 

「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」
と
い
う
抵
触
規
則
の
射
程
は
、
他
の
法
規
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
。
他
の
法
規
と
は
、
乙
国
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法
の
法
規
(
具
体
的
に
は
オ
ラ
ン
ダ
民
法
旧
第
九
九
二
条
)

な
い
し
は
「
能
力
は
本
国
法
(
対
人
規
則
)

に
よ
る
」

で
あ
っ
た
。
法
の
規
則

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

乙
国
法
の
法
規
(
乙
国
の
抵
触
規
則
の
性
質
も
有
す
る
)
と
「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」

し
た
が
っ
て
甲
国
乙
国
の
抵
触
規
則
で
も
あ
る
抵
触
規
則
)
が
論
じ
ら
れ
、
こ
の
抵
触
が
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
者
は
い
ず
れ
が
貫
徹
す

(
国
際
的
に
共
通
の
、

る
も
の
で
あ
る
か
を
論
守
し
た
。

抵
触
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
あ
る
と
い
う
説
と
そ
れ
が
な
い
と
い
う
説
が
あ
っ
た
。
抵
触
が
あ
る
と
い
う
説
に
お
い
て
は
、
な
に
と
な
に

の
聞
に
ど
ん
な
抵
触
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、

か
な
ら
ず
し
も
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
乙
国
内
国
実
体
法
(
目
六
体
的
に
は
オ
ラ
ン
ダ
民
法
旧
第

九
九
二
条
)
と
甲
国
内
国
実
体
法
(
具
体
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
九
九
九
条
)
の
聞
に
法
性
決
定
の
抵
触
が
あ
る
と
み
ら
れ
た
(
二

1
、

一一

6

∞R
片
山
口
)
。
こ
の
見
方
は
、
乙
国
法
規
は
「
能
力
」
の
問
題
を
規
制
し
た
と
解
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る

自筆遺言の法性に関する議論について(2・完)

(二

1
)
。
こ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
甲
国
裁
判
所
が
乙
国
法
(
本
国
法
)
を
適
用
す
る
か
甲
国
法
(
行
為
地
法
)
を
適
用
す
る
か
を
選
択

す
る
こ
と
は
法
性
決
定
の
選
択
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
二

6
回
向
江
口
)

0

ま
た
、

乙
国
内
国
実
体
法
(
前
掲
)

は
よ
く
知
ら
れ
た

国
際
の
法
律
で
あ
る

-
S
E
E
m
-
H
R
E
B
則
に
抵
触
す
る
と
み
ら
れ
た
二
一
4
川

E
Z
E
)
。
こ
れ
は
乙
国
内
国
民
法
の
規
定
を
適
用

す
れ
ば
無
効
と
な
り

-ccg
円。m
x
R
E
B
則
を
適
用
す
れ
ば
有
効
と
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
抵
触
は
乙
国
の

裁
判
所
と
甲
国
(
具
体
的
に
は
ド
イ
ツ
)
の
裁
判
所
と
の
間
に
あ
る
と
み
ら
れ
た
(
三

5
F
wの
宮
江
川
)

0

前
者
は
当
該
の
自
筆
遺
言
を

無
効
と
し
後
者
は
こ
れ
を
有
効
と
す
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
者
は
、
こ
の
抵
触
は
、
法
性
分
類
の
相
違
か
ら
で
は
な
く

甲
国
と
乙
国
と
が
国
際
私
法
の
規
則
を
異
に
し
そ
れ
ぞ
れ
が
相
異
な
る
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
と
、
解
す
る
(
三

5

∞R
Z片付

(
1
)
)
。
法
性
分
類
の
相
違
か
ら
で
は
な
い
と
み
る
の
は
、

乙
国
法
(
具
体
的
に
は
オ
ラ
ン
ダ
民
法
)

は
、
遺
言
者
の
能
力
を
だ
け
で
な

「
能
力
」

の
問
題
と
性
質
づ
け
な
く
て
も
抵
触

く
遺
言
の
方
式
を
も
対
人
法
に
服
せ
し
め
た
と
解
す
る
こ
ニ

5
切

R
E
H
H
(
1
)
)
か
ら
、

が
生
ず
る
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
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説

抵
触
が
な
い
と
い
う
説
は
、
方
式
的
有
効
性
は
甲
国
法
に
よ
り
判
断
さ
れ
本
質
的
有
効
性
は
乙
国
法
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
の
が
甲
国
の
抵

触
規
則
の
適
用
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
乙
国
法
に
よ
り
無
効
で
あ
る
こ
と
は
甲
国
法
上
も
無
効
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
甲
国
と
乙
国
の

品命

聞
に
抵
触
が
起
こ
る
べ
く
も
な
い
と
い
う
(
三

7
(
8
)
可
と
の
O
D
σ
江
台
。
)
。
こ
れ
は
乙
国
法
の
当
該
法
規
は
「
能
力
」

の
こ
と
で
あ
る
と

い
う
性
質
づ
け
を
前
提
と
し
て
い
る
(
向
上
)
。

d 
ど
う
も
、
抵
触
が
あ
る
か
な
い
か
の
議
論
は
生
産
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」
の
射
程
は
、
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
規
則
の
絶
対
性
の
有
無
と
の
関
係
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
。
議
論

は
一
様
で
な
い
。

イ

右
の
抵
触
規
範
は
、
自
立
性
を
有
す
る
こ

1
、
ニ

5
)
。
す
べ
て
の
法
律
行
為
に
(
二

5
)
適
用
さ
れ
る
。
外
国
法
が
行
為
地
の
法

規
を
十
分
で
あ
る
と
認
め
な
い
と
き
で
も
適
用
す
べ
き
で
あ
る
(
一

1
、

一
5
b
、
二
)
。
こ
の
議
論
は
、
当
該
外
国
法
の
適
用
を
認
め
な

し、。ロ

「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」
が
通
用
す
る
の
は
、
法
律
行
為
の
対
象
を
成
す
法
律
関
係
の
準
拠
法
が
こ
れ
と
相
反
す
る
の
で
な
い
限

り
(
ド
イ
ツ
立
法
委
員
会
提
案
。
二

l
、

一
5
b
参
照
。

一
2
)
、
外
国
人
の
本
国
法
に
外
国
で
す
る
遺
一
一
一
口
を
規
制
す
る
た
め
の
禁
止
規
定

が
な
い
場
合
に
(
二

4
間
百
号
。
)
、
で
あ
る
。
右
抵
触
規
則
は
、
外
国
人
の
本
国
法
が
あ
る
一
定
の
方
式
の
使
用
を
固
く
禁
止
す
る
場
合

に
は
そ
の
適
用
は
偲
み
(
二

4
附
。
な
お
三

7
帥
)
外
国
人
の
本
国
法
の
定
め
る
公
正
証
書
方
式
が

E
E
5
2
c
o
な
条
件
で
あ
る
と
き

は
そ
の
適
用
は
な
く
(
二

4
山

下

2
5
2、
二

4
同
も
み
よ
)
、
遺
言
者
訴
訟
当
事
者
と
も
に
オ
ラ
ン
ダ
人
で
あ
っ
て
そ
の
本
国
法
違
反

が
あ
る
と
き
は
そ
の
適
用
が
な
い
(
二

4
b
、
二

6
。
∞

R
H
Eは
こ
れ
に
賛
成
)
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
外
国
法
は
絶
対
的
な
し
か
た
で

目。。

5
円。
m
I
官

E
B
則
を
除
く
権
利
を
有
す
る
(
一
一

5
b
)
と
い
う
思
考
、
あ
る
い
は
、
こ
の
抵
触
規
則
は
す
で
に
長
き
に
わ
た
り
強
行

性
を
失
っ
て
お
る
(
二

5
b
)
、
任
意
的
の
性
格
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
(
二

4
川
。
な
お
、
破
棄
院
一
九

O
九
年
七
月
二

O
日
判
決
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(ロ白ロ
O
N
・
5
H
H
・
H・
5
m
)
後
掲
ロ
b
住
川
)
、
(
フ
ラ
ン
ス
で
は
)
公
序
で
は
な
い
(
二

4
b
、
二

5
)
と
い
う
理
解
と
連
動
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
抵
触
規
則
は
例
外
を
許
す
も
の
で
あ
り
(
ニ

4
川
)
、
闘
の
法
律
に
よ
り
制
限
を
加
え
ら
れ
う
べ
き
も
の
で
あ
る
(
一
一

5
)
。

こ
れ
ら
の
い
わ
ば
制
限
説
は
、
本
国
法
が
準
拠
法
で
あ
る
余
地
を
残
す
た
め
の
理
論
構
成
で
あ
っ
て
、
そ
の
底
に
、
問
題
の
法
律
行
為
は
無

効
た
る
べ
し
と
い
う
評
価
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

e 

「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」

の
射
程
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
た
。
そ
れ
は
こ
の
こ
と
と
か
か
わ
り
を
も
っ
諸
事
項
に
つ
い
て
の
見

解
が
分
か
れ
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
。
そ
れ
は
以
上
の
分
析
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
注
目
す
べ
き
は
、
見
解
の
分
か
れ
の
も
っ
と
も
根

源
的
な
も
の
は
、
問
題
の
自
筆
遺
言
行
為
に
効
力
を
認
め
る
の
を
よ
し
と
す
る
か
認
め
な
い
の
を
よ
し
と
す
る
か
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と

思
う
。

そ
れ
は
別
な
言
葉
で
い
え
ば
乙
国
法
の
定
め
を
尊
重
す
る
か
否
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

乙
国
法
の
定
め
は
ど
う
い
う
も
の
で
ど

自筆遺言の法性に関する議論について (2・完)

う
い
う
性
質
の
も
の
か
が
定
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8 

乙
国
法
規
の
解
釈

甲
国
の
裁
判
所
が
「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」
を
適
用
す
る
と
き
は
、
裁
判
の
対
象
事
項
が
方
式
の
こ
と
で
あ
る
と
の
判
断
が
先
立
つ

a て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
甲
国
法
上
方
式
の
こ
と
で
あ
れ
ば
足
り
る
の
か
が
議
論
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
遺
言
の
自
筆
に
つ
い
て
は
乙
国
法

(
1
)
 

乙
国
法
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
法
感
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
乙
国

上
は
方
式
の
こ
と
で
あ
る
か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
た
。

法
を
考
慮
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

乙
国
法
の
自
筆
遺
言
に
関
す
る
規
定
の
性
質
が
強
行
法
規
の
性
質
を
も
っ
と
解
釈
さ
れ
る
と

き
は
そ
の
こ
と
も
考
慮
に
い
れ
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
も
論
じ
ら
れ
た
。

(
1
)
外
国
人
が
な
し
た
そ
の
外
国
に
お
い
て
は
無
効
と
な
る
べ
き
法
律
行
為
の
効
力
を
裁
判
す
る
国
に
お
い
て
有
効
と
み
る
と
と
に
つ
き
、
脱
法
を

許
す
こ
と
に
な
る
と
感
じ
、
ま
た
は
国
際
礼
儀
に
反
す
る
と
感
じ
、
そ
う
な
ら
な
い
で
済
む
か
ど
う
か
を
論
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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説
二三A
n旬

の
規
定
が
方
式
の
こ
と
の
規
定
か
能
力
の
こ
と
の
規
定
か
と
い
う
問
題
は
ど
う
い
う
性
質
の
問
題

か
。
即
日
目
角
〈
・

3
・2
5間
口
ケ

l
ス
判
決
二
ニ
叩
附
注
)
を
掲
載
す
る
リ
ポ
ー
ト
に
編
者
が
付
し
た
判
決
要
旨
に
以
下
の
文
が
あ
る

b 

乙
国
法
(
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
法
)

(五

O
八
頁
)
。

《
外
国
法
は
、
そ
の
法
に
習
熟
し
た
鑑
定
人
の
証
明
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
べ
き
事
実
の
事
(
帆

Z
B
E四
「

O
『

F
♀
)
で
あ
る
o

し
か
し
、
鑑
定
人

の
証
明
が
不
十
分
で
あ
り
互
に
抵
触
す
る
と
き
は
、
控
訴
裁
判
所
は
、
鑑
定
人
ら
の
意
見
の
各
々
に
帰
す
べ
き
比
重
を
確
か
め
る
た
め
に
証
人
ら
を

親
し
く
審
査
す
る
機
会
を
も
た
な
い
の
だ
か
ら
、
独
力
で
、
外
国
の
裁
判
所
お
よ
び
学
説
の
決
す
る
と
こ
ろ
を
、
外
国
法
の
問
題
に
つ
い
て
満
足
す

(
2
)
 

ベ
き
結
論
に
至
る
た
め
に
、
精
査
す
る
で
あ
ろ
う
》
。

巧

gm-ミ
E-o
卿
の
判
決
文
の
な
か
に
は
右
の
よ
う
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
編
者
の
判
決
理
解
な
の
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
〉

5
5
q
l
O
B
O
E
-
(法
務
総
裁
)
も
外
国
法
は
証
明
さ
れ
る
べ
き
事
実
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
(
五
一
一
頁
)
。
外
国
法
認
定
と
事
実
認
定

が
、
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
、
外
国
法
の
存
在
と
事
実
の
存
在
が
い
ず
れ
も
要
証
事
項
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
扱
い
を
受
け
る
と
し
て
も
、

ま
た
認
定
の
過
程
(
心
証
形
成
過
程
)
に
お
い
て
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
も
、
ま
た
、
外
国
法
が
ど
う
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い

う
解
釈
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
に
お
い
て
も
事
実
が
ど
う
あ
る
か
と
い
う
場
合
と
似
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、
外
国
法
を
認
識
の

対
象
と
す
る
と
き
は
事
実
認
定
と
全
く
同
じ
で
あ
る
か
、
問
題
が
な
お
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
こ
れ
以
上
深
入

り
し
な
い
。

(
2
)
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
に
つ
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
判
例
は
遺
言
の
自
由
の
制
限
を
見
る
の
で
あ
っ
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
通
説
は
方
式
の
規

定
と
見
て
い
た
状
況
に
お
い
て
、
切
の
同
一
九
六
七
年
一
月
一
二
日
判
決
(
「
法
性
決
定
論
の
諸
相
」
間
四
2
、
本
稿
一
1
)
は
方
式
の
規
定
で

あ
る
と
解
釈
し
た
。
こ
れ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
通
説
に
従
っ
た
の
か
、
独
力
の
結
論
と
し
て
オ
ラ

γ
ダ
の
通
説
と
同
じ
結
論
に
至
っ
た
の
か
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
切
の
同
は
オ
ラ
ン
ダ
の
判
例
を
知
ら
な
か
っ
た
と
批
判
さ
れ
た
(
「
法
性
決
定
論
の
諸
相
」

(
3
)
四
2
c
※
※
)
。
デ
ユ
ッ
セ
ル
ド
ル

フ

O
F
O
一
九
六
三
年
二
月
六
日
決
定
(
一

5
a
)
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
判
例
・
学
説
は
民
法
第
九
九
二
条
違
反
の
遺
言
を
無
効
と
す
る
、
と
理
解
し

て
い
る
(
能
力
が
な
い
か
ら
か
、
方
式
違
反
だ
か
ら
か
、
禁
止
違
反
だ
か
ら
か
、
こ
の
点
は
い
ま
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
)
。

北法48(4・58)778



い
ず
れ
に
せ
よ
、

ω
2
5
0吋
〈

・

明

5
0
5白
ロ
ケ

l
ス
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
い
か
よ
う
に
あ
る
か
が
当
事
者
双
方
の
た
め
に

フ
ラ
ン
ス
の
判
例
・
学
説
が
多
数
引
用
さ
れ
て
詳
細
に
議
論
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
判
例
(
一

1
、

C 

4 

は
外
国
法
の
規
定
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
そ
の
外
国
法
の
立
場
か
ら
評
価
す
る
と
い
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
に
つ
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
の
立
場
と
し
て
、
そ
の
立
法
目
的
は
な
ん
で
あ
る
か
が
論
じ
ら
れ
た
。
そ
れ

は
要
す
る
に
オ
ラ
ン
ダ
国
民
(
の
財
産
。
三

7
附
)
を
守
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
に
か
ら
守
る
の
か
。
軽
率
性
急
か
ら
(
一

1
)
、
誘
惑
か

ら
(
二

1
)
、
無
反
省
か
ら
(
二

4
)
、
踊
着
と
入
れ
智
恵
の
危
険
か
ら
(
二

4
附
)
、
重
大
な
危
険
か
ら
(
二

6

回
同
氏
コ
)
守
る
と
論

じ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
該
規
定
の
規
制
の
強
さ
は
ひ
き
出
さ
れ
た
(
同
条
違
反
の
遺
言
は
無
効
で
あ
る
こ
と
)
。
し
か
し
、
該
規
定
が

d 方
式
の
こ
と
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
前
記
の
よ
う
に
見
方
が
分
か
れ
た

自筆遺言の法性に関する議論について (2・完)

こ
と
が
こ
れ
を
物
語
る
。

で
は
、
人
は
い
っ
た
い
、
な
ん
の
た
め
に
オ
ラ

γ
ダ
法
の
規
定
が
い
か
に
あ
る
か
を
(
甲
国
裁
判
所
は
な
ん
の
た

め
に
乙
国
法
が
い
か
に
あ
る
か
を
)
調
べ
た
の
か
。

9 

乙
国
法
規
の
解
釈
と
甲
国
の
抵
触
規
則

甲
国
の
裁
判
所
は
、
受
訴
事
件
の
問
題
事
項
(
た
と
え
ば
自
筆
遺
言
の
効
力
)

に
関
し
、

「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」
と
「
能
力
等

a は
本
国
法
に
よ
る
」
と
の
抵
触
規
則
を
も
っ
場
合
に
、
問
題
事
項
に
適
用
す
べ
き
準
拠
実
質
法
を
定
め
る
た
め
に
、

い
ず
れ
の
抵
触
規
則
に

よ
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
に
は
、

1
1
(
抽
象
的
な
規
範
の
次
元
で
論
ず
る
限
り

)
l
l
当
該
事
項
は
方
式
の

こ
と
か
能
力
の
こ
と
か
と
い
う
先
決
問
題
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
処
理
す
る
基
準
た
る
法
は
甲
国
の
法
で
あ
る
と
人
は
論
じ
た
こ

1
、

一
4
、
二

1
b
、

一一7
帥
)
。
そ
れ
が
甲
国
の
内
国
実

b 体
法
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
自
筆
は
許
さ
れ
る
方
式
で
あ
る
と
き
は
、
乙
国
法
を
考
慮
に
入
れ
る
余
地
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
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説

そ
れ
が
甲
国
の
抵
触
規
別
で
あ
る
(
一

1
、

一
4
、
二

4
注
2
附

HUEE)
と
す
る
な
ら
ば
、
抵
触
規
則
は
処
理
す
る
基
準
た
り
え
な
い
の

論

で
は
あ
る
ま
い
か
。
抵
触
規
則
は
、
方
式
な
ら
ば
行
為
地
法
に
よ
る
、
能
力
等
な
ら
ば
本
国
法
に
よ
る
、

方
式
の
こ
と
か
能
力
の
こ
と
か
を
識
別
す
る
規
則
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

と
定
め
る
の
み
で
、
あ
る
こ
と
が

「
甲
国
の
法
に
よ
る
」
と
い
う
の
は
、
甲
国
が
乙

国
の
当
該
法
規
制
と
同
じ
も
し
く
は
類
似
の
法
規
制
を
甲
国
の
法
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
(
一

1
参
照
)
。
そ
し
て
、
認

め
る
か
認
め
な
い
か
は
甲
国
の
裁
判
所
が
乙
国
法
に
拘
束
さ
れ
ず
に
決
す
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
(
ニ

7
刷
、
三

5
附
切
ゅ
の
宮
口
参
照
)

0

C 

法
性
決
定
を
甲
国
の
法
に
よ
る
と
い
い
な
が
ら
乙
国
法
は
い
か
に
あ
る
か
を
考
慮
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
な
か
ん
ず
く
、
甲
国
の

内
国
実
体
法
に
よ
れ
ば
自
筆
方
式
の
遺
言
は
有
効
で
、

乙
国
の
内
圏
実
体
法
に
よ
れ
ば
自
筆
方
式
の
遺
言
は
無
効
で
あ
る
場
合
に
右
の
考
慮

は
、
外
国
法
を
外
国
法
の
立
場
か
ら
評
価
し
か
っ
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
の
諸
制
度

を
す
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
の
判
例
(
一

1
)

と
の
調
和
を
は
か
る
(
〈
∞
吋

m
g
目。y
o
ロ
)
と
い
っ
て
い
る
。

で
は
、
ど
う
い
う
具
体
相
を
も
っ
て
調
和
と
い
う
の
か
。

d 

デ
ユ
ツ
セ
ル
.
ド
ル
フ

O
「
の
一
九
六
三
年
二
月
六
日
決
定
(
一

5
a
)
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
判
例
・
学
説
は
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条

の
規
定
に
反
す
る
遺
言
を
無
効
と
す
る
、
と
理
解
し
な
が
ら
(
一

5
a④
)
、
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
に
お
い
て
は
純
然
た
る
方
式
規

定
を
め
ぐ
っ
て
議
さ
れ
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
る
こ

5
a
①
)
。
こ
れ
が
《
外
国
法
の
規
定
は
、
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
の
概
念
お
よ
び
限
界

設
定
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
抵
触
規
範
の
諸
徴
表
に
属
す
る
も
の
と
す
る
》

(一

1
)
こ
と
の
一
例
で
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
調
和
な

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

オ
ラ
ン
ダ
法
の
規
定
が
、
ド
イ
ツ
法
の
抵
触
規
則
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第
一
一
条
第
一
項
第
二
文
と
連

結
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
調
和
の
名
に
値
す
る
か
否
か
は
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
を
控
え
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
連

結
が
い
か
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
か
が
関
心
の
的
で
あ
る
。

e 

乙
国
法
の
実
体
法
の
規
定
の
法
的
意
味
が
判
明
し
た
と
き
甲
国
の
裁
判
所
は
こ
れ
に
ど
う
反
臆
す
る
か
。
前
掲

(
d
)
は
そ
の
一
例
で

あ
ろ
う
(
な
お
、
三

5
川

切
R
W
E円
参
照
)
。
だ
が
、
以
下
の
よ
う
な
反
腔
も
あ
っ
た
。
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《
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、
当
該
遺
言
は
、
方
式
上
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
り
有
効
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
り
本
質
的
に
無
効
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
法
の
抵
触
の
フ
ラ
ン
ス
の
規
則
に
よ
り
本
質
的
に
無
効
で
あ
る
と
決
す
べ
き
で
あ
る
》
(
三
7
川

E
-
gロ
可
EmO)
。

こ
の
二
つ
の
反
躍
の
ち
が
い
は
、
前
者
が
、
自
筆
は
方
式
の
こ
と
だ
か
ら
と
し
た
の
に
対
し
、

こ
と
で
は
あ
る
が
能
力
の
こ
と
で
も
あ
る
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

後
者
は
、

自
筆
方
式
の
禁
止
を
、

方
式
の

〔
実
体
は
む
し
ろ
、
前
者
は
、

当
該
遺
言
は
有
効
で
あ
る

と
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
と
い
う
底
意
を
基
と
し
、
後
者
は
、
当
該
遺
言
は
無
効
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
と
い
う
底
意
を
基
と
し
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
〕
。

10 

乙
国
法
規
と
甲
国
の
抵
触
規
則
の
連
結
の
真
因

自筆遺言の法性に関する議論について(2・完)

オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
こ
れ
を
採
用
す
る
と
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
主
権
の
あ
る
種
の
侵
犯
を
見
る
と
い

う
反
陸
が
あ
っ
た
(
二

4
川
付
。
吋
O
E
O
-

。
ま
た
、
そ
れ
は
国
際
私
法
の
も
っ
と
も
安
定
し
た
規
則
の
一
つ
を
オ
ラ
ン
ダ
の
立
法
者
の

意
思
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
反
躍
も
あ
っ
た
(
二
4
川
目
ロ
2
)
。
こ
の
反
鹿
は
、
能
力
の
こ
と
で
は
な
い
と
す
る
理

a く
つ
づ
け
に
つ
な
が
っ
た
。
ま
た
、

イ
ギ
リ
ス
人
に
自
筆
遺
言
を
禁
止
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
に
よ
り
否
定
さ
れ
た
自
筆
遺
言
を
ブ
ラ
シ
ス
に
お

い
て
す
る
こ
と
を
イ
ギ
リ
ス
人
遺
言
者
に
強
い
る
も
の
は
な
に
も
な
い
と
い
う
反
躍
も
あ
っ
た
(
二

3
b
)
。
こ
れ
は
、
能
力
の
こ
と
で
あ

る
と
い
う
理
由
づ
け
も
し
く
は
説
明
を
伴
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
反
躍
は
、
自
筆
遺
言
の
禁
止
が
方
式
の
こ
と
か
能
力
の
こ
と
か

を
解
決
す
る
芽
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
能
力
は
本
国
法
に
よ
る
と
し
て
も
主
権
の
侵
犯
は
感
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。

あ
る
遺
言
を
た
ん
に
そ
れ
が
ド
イ
ツ
で
作
成
さ
れ
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
々
式
規
定
に
叶
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
そ
の
遺
言
を
方
式
有

効
と
扱
う
こ
と
は
、

オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
ひ
ど
く
異
常
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
(
一

6
刃
包
U
O
)

と
い
う
反
鹿
も
注
目
を
惹

く
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説

b 

人
は
、
法
律
行
為
を
外
国
で
す
る
場
合
に
そ
の
外
国
の
方
式
に
よ
る
こ
と
そ
の
こ
と
を
考
え
た
。

号ム
日間

乙
国
人
が
甲
閏
で
法
律
行
為
を
す
る

の
は
法
律
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
が
、
甲
国
が
認
め
な
い
乙
国
の
方
式
で
法
律
行
為
を
し
た
の
で
は
、
甲
国
で
法
律
行
為
を
完
成

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
(
二

2
b
①
)
と
か
、
甲
国
の
方
式
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、

乙
国
人
は
乙
国
の
外
に
あ
る
と
き
は
自
分
の

定
住
所
の
法
律
に
よ
り
要
求
さ
れ
た
方
式
に
依
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
遺
言
を
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
(
二

3
c
、
二

4
川
)
と
か
、
人
は
い
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
法
が
法
律
行
為
の
方
式
を
定
め
る
こ
と
の
意
味
を
背
景
に
も
っ
て
い
る
。

C 

乙
国
人
が
甲
国
で
遺
言
を
す
る
場
合
と
甲
国
人
が
乙
国
で
遺
言
を
す
る
場
合
が
比
べ
ら
れ
た
。
甲
国
人
が
乙
国
で
し
た
行
為
が
甲
国
法

と
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
乙
国
法
に
従
つ
で
し
た
と
き
は
、

そ
う
す
る
し
か
な
く
、
方
式
に
つ
い
て
有
効
と
し
て
受
け
と
る
べ
き
で

あ
り
、

乙
国
人
が
甲
国
で
遺
言
を
し
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
(
二
4
H
N
O
ロ
EF)
と
い
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
こ

と
に
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
も
い
わ
れ
た
。

《
法
は
、
理
性
と
の
、
市
民
法
と
の
そ
し
て
国
際
法
と
の
調
和
の
中
に
存
す
る
。
法
は
、
外
国
在
の
旅
行
者
も
し
く
は
滞
在
者
(
円
E
E
g円
)
が
置

か
れ
る
と
こ
ろ
の
、
物
理
的
な
、
道
徳
的
な
そ
し
て
知
的
な
一
切
の
環
境
を
考
慮
の
中
に
い
れ
る
。
法
は
外
国
に
在
る
者
に
、
彼
が
た
ま
た
ま
在
る

国
で
用
い
ら
れ
る
方
式
に
|
|
彼
が
そ
の
国
の
言
語
お
よ
び
法
律
に
精
通
す
る
な
ら
ば
|
|
よ
っ
て
遺
言
を
作
成
す
る
か
、
フ
ラ
ン
ス
の
方
式
で

ー
ー
彼
が
そ
れ
を
好
ん
で
そ
れ
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
も
し
く
は
選
ぶ
な
ら
ば

l
l
遺
言
を
作
成
す
る
か
、
二
者
択
一
を
与
え
る
。
事
実
、
フ
ラ

ン
ス
法
の
眼
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
方
式
は
よ
り
好
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
た
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
法
が
、
遺
言
の
作

成
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
べ
く
外
国
の
方
式
を
指
示
し
て
こ
れ
を
許
す
の
は
、
補
足
的
な
道
と
し
て
に
過
ぎ
な
い
。
帰
化
し
た
の
で
も
な
く
フ
ラ
ン

ス
に
お
い
て
定
住
所
を
設
け
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
〔
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
第
二
二
条
ご
九
二
七
年
削
除
)
を
指
す
|
|
筆
者
〕
の
で
も
な
い
外

国
人
に
つ
い
て
は
、
旅
行
者
で
あ
れ
単
な
る
滞
在
者
で
あ
れ
、
立
場
を
逆
に
し
て
、
決
定
〔
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
の
決
定
|
|
筆
者
〕
は
、
同
じ
理

由
に
も
と
づ
き
、
同
じ
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
外
国
人
が
自
国
の
方
式
お
よ
び
一
言
語
に
お
い
て
遺
言
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
必
然

的
に
、
彼
は
自
分
が
存
す
る
国
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
方
式
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
遺
言
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
外
国
の

語

(g口
問
己
O
)

で
表
現
し
た
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
不
便
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
た
、
そ
の
国
の
法
な
ら
び
に
慣
習
を
全
く
知
ら
な
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自筆遺言の法性に関する議論について(2・完)

い
こ
と
が
、
自
国
|
|
そ
こ
で
は
彼
の
遺
言
は
完
成
し
た
も
の
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
ー
ー
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
方
式
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な

く
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
遺
言
は
有
効
で
は
な
い
と
、
ど
ち
ら
の
国
で
も
、
い
か
に
し
て
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
?
〔
で
き
は
し

な
い
だ
ろ
う
〕
》
(
切

B
S
2
〈
・
匂

5
O
B
B
-
開
口
関
口
岳
河

8
0江
田
・
〈
己

-
E・
5
2
・五一一一一一
l
I
五
二
四
頁
)
。
ち
な
み
に
、
一
九
二
七
年
八
月

-
O日
法
律
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
第
一
三
条
は
《
皇
帝
の
許
可
に
よ
り
そ
の
定
住
所
を
フ
ラ
ン
ス
に
設
け
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
た
外
国
人
は
、
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
、
居
住
し
つ
づ
け
る
限
り
、
一
切
の
諸
権
利
を
享
受
す
る
》
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

外
国
で
遺
言
を
す
る
も
の
は
、
当
該
外
国
の
方
式
に
よ
っ
て
す
べ
き
も
の
か
、
自
国
の
方
式
に
よ
っ
て
す
べ
き
も
の
か
。

こ
う
い
う
問
題

の
存
在
を
自
覚
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
(
た
ん
な
る
旅
行
者
が
遺
言
を
す
る
場
合
に
と
く
に
問
題
が
浮
彫
り
さ
れ
る
。

一
6
H
N由
回
目
)

O

)

。

れ
は
、
方
式
を
法
に
よ
り
課
す
る
こ
と
の
意
味
を
問
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

d 

人
は
以
下
の
よ
う
な
議
論
も
し
た
。
相
続
を
念
頭
に
お
い
て
で
あ
る
。

関
係
人
は
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
り
、
遺
言
に
よ
り
処
分
す
る
財
産
は
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
無
遺
言
相
続
で
あ
れ
ば
イ

ギ
リ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
遺
言
を
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
に
フ
ラ
ン
ス
法
上
の
遺
言
方
式
を
強
制
す
る
い
わ
れ
は
な

く
、
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
遺
言
方
式
が
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
(
二

3
b
)

〔
後
掲
ロ

b
注
(
2
)
の
判
決
も
み
よ
〕
。

オ
ラ
ン
ダ
人
が
フ
ラ
ソ
ス
で
し
た
自
筆
遺
言
(
オ
ラ
ソ
ダ
民
法
上
は
無
効
)
に
つ
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
オ
ラ
ン
ダ
に
あ
る
動
産
を
オ
ラ
ン
ダ

人
が
相
続
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
オ
ラ

γ
ダ
人
が
争
う
訴
訟
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
オ
ラ
ソ
ダ
人
ら
に
共
通
の
オ
ラ

γ
ダ
法
違
反
を
と
り
あ
げ
る

べ
き
で
、
方
式
は
行
為
地
法
に
服
す
る
と
い
う
規
則
を
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
(
二

4
b
)
。

こ
れ
ら
は
事
案
の
事
実
状
態
(
関
係
者
関
係
財
産
が
同
一
の
国
に
属
す
る
こ
と
)

に
刺
激
さ
れ
た
反
感
で
あ
る
。

そ
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11 

方
式
に
関
す
る
法
の
定
め
の
根
拠

号式h

長岡

a 

乙
国
法
規
(
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
民
法
旧
第
九
九
二
条
)

と
甲
国
抵
触
規
制
(
た
と
え
ば
、
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
)
を
連
結
さ
せ

る
根
拠
の
な
か
に
、
方
式
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
に
つ
い
て
の
理
解
が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

b 

「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」
は
、

た
ん
に
あ
る
ひ
と
つ
の
国
の
抵
触
規
則
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
各

国
の
こ
の
規
則
の
適
用
へ
の
黙
示
の
合
意
が
あ
る
(
二

4
川
付
。
日
岳
民
)
も
の
で
あ
る
と
か
、
国
際
法
の
原
別
で
あ
る
(
二

4
川

3
0
2

1

判
例
の
引
用
)
と
か
、
国
際
の
法
律
で
あ
る
(
ニ

4
同
盟
ロ
2
)
と
か
、
国
際
慣
行
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
普
遍
的
に
受
容
さ
れ
て
い

つ
ま
り
、
ど
の
国
も
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
境
を
越
え
て
承
認
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
な
に

る
も
の
で
あ
る
(
二

5
b
)
と
か
い
わ
れ
た
。

か。C 

人
は
い
っ
た
、

《
こ
の
原
理
は
、
事
物
の
必
然
と
し
て
、
行
為
が
さ
れ
た
場
所
に
お
い
て
、
行
為
が
す
こ
し
の
疑
い
も
残
さ
な
い
よ
う

に
と
、

い
っ
さ
い
の
行
為
を
庇
護
す
る
も
の
で
、
絶
対
に
適
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
》
と
(
二

2
b
)
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ

人
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
で
し
た
な
ら
ば
無
効
で
あ
る
自
筆
方
式
の
遺
言
を
し
た
場
合
に
、

オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
も
す
こ
し
の
疑

い
も
残
さ
な
い
と
い
う
趣
旨
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」

の
原
則
に
例
外
な
い
し
は
制
限
を
認
め
た
り
、
そ
の
強
行
規
定
性
を
否
定
し
て

人
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

(ニ

5
b
)
任
意
規
定
性
を
認
め
た
り
し
た
(
二

4
附
刻
。
ロ
日
皆
)

0

ま
た
、
こ
の
原
則
自
体
が
公
序
で
あ
る
の
で
は
な
い
(
二

4
b
①
)

と
か
、
外
国
人
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
自
国
の
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
方
式
で
遺
言
を
有
効
に
な
す
こ
と
が
で
き
る
(
ニ

5
b
①
)
と
も
い

わ
れ
た
。

あ
る
国
が
そ
の
国
の
定
め
と
し
て
遺
言
に
あ
る
方
式
を
課
す
る
と
き
、
そ
の
方
式
に
よ
り
さ
え
す
れ
ば
す
こ
し
の
疑
い
も
残
ら
な
い
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
別
の
国
は
別
の
方
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
す
こ
し
の
疑
い
も
残
ら
な
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い
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
国
内
に
お
け
る
伝
統
、
習
慣
、
カ
ル
チ
ュ
ア
の
違
い
が
遺
言
の
方
式
の
法
的
な
規
制
お
よ
び

そ
の
強
さ
に
反
映
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

フ
ラ
ソ
ス
人
は
、

フ
ラ
ソ
ス
で
遺
言

フ
ラ
ソ
ス
の
カ
ル
チ
ェ
ア
に
お
い
て
は
、

を
す
る
場
合
に
は
、

フ
ラ

γ
ス
法
上
の
遺
言
方
式
(
自
筆
遺
言
)
を
課
す
る
が
、

オ
ラ
ン
ダ
で
遺
言
を
す
る
場
合
に
は
、

オ
ラ
ン
ダ
法
上
の

遺
言
方
式
(
公
正
証
書
遺
言
)

に
よ
る
こ
と
も
承
認
す
る
の
で
あ
っ
た
(
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
九
九
九
条
)
。
ど
う
や
ら
、

「
方
式
は
行
為
地

法
に
よ
る
」
と
い
う
抽
象
的
な
事
柄
の
国
際
的
普
遍
性
よ
り
は
、
遺
言
の
方
式
の
国
際
的
普
遍
性
に
眼
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

12 

遺
言
の
方
式
に
関
す
る
国
際
的
普
遍
性

自筆遺言の法性に{到する議論について(2・完)

a 

一
九
六
一
年
一

O
月
五
日
、

ハ
l
グ
に
お
い
て
、
遺
一
一
一
一
口
処
分
の
方
式
に
関
す
る
法
の
抵
触
に
つ
い
て
の
条
約
が
結
ぼ
れ
た
こ
九
六
四

年
一
月
五
日
発
効
)
。

そ
の
第
一
条
は
遺
言
処
分
は
方
式
に
関
し
て
は
以
下
に
掲
げ
る
内
国
法
に
叶
う
な
ら
ば
有
効
で
あ
る
と
定
め
た
。
以

下
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
は

a
か
ら

e
ま
で
あ
っ
て
、(

1
)
 

吋
円
。
白
汁
山
、

ωσ

ユO
印
唱

Hω
め九時

w

〈
。

-
-
U
H
0・
匂

-
H叶
め
)
。

a
は
、
遺
言
者
が
遺
言
処
分
を
し
た
場
所
の
内
国
法
で
あ
る

(
C
E
S
ι
Z白
Z
0
5
|

(
1
)
川
上
太
郎
訳
が
神
戸
法
学
雑
誌
一
コ
一
巻
二
号
一
九
六
三
年
に
み
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
第
一
条
の
b
か
ら

e
ま
で
を
わ
た
く
し
の
訳
で
紹
介
す
る
。

b
遺
言
者
が
、
あ
る
い
は
遺
言
処
分
を
し
た
時
に
、
あ
る
い
は
そ
の
死
亡
の
時
に
、
国
籍
を
も
っ
た
国
の
内
国
法
、
も
し
く
は

c
遺
言
者
が
、
あ
る
い
は
遺
言
処
分
を
し
た
時
に
、
あ
る
い
は
そ
の
死
亡
の
時
に
、
そ
の
定
住
所
を
も
っ
た
と
こ
ろ
の
場
所
の
内
国
法
、
も
し
く
は

d
遺
言
者
が
、
あ
る
い
は
遺
言
処
分
を
し
た
時
に
、
あ
る
い
は
そ
の
死
亡
の
時
に
、
そ
の
常
居
所
を
も
っ
た
と
こ
ろ
の
場
所
の
内
国
法
、
も
し
く
は

e
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
の
場
所
の
内
国
法
。

な
お
、
第
五
条
は
、
許
さ
れ
た
遺
言
処
分
の
方
式
を
制
限
し
か
っ
遺
言
者
の
国
籍
に
つ
な
が
る
規
定
は
、
本
条
約
の
目
的
に
お
い
て
は
、
方
式
の
領

域
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
、
と
定
め
た
。

北法48(4・65)785



説

b 

オ
ラ
ン
ダ
は
一
九
八
二
年
に
右
の
ハ

l
グ
条
約
を
批
准
し
た
。
条
約
第

一
条
は
自
筆
遺
言
に
つ
い
て
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
趣
旨

壬A
d問

を
定
め
て
い
た
が
、

オ
ラ
ン
ダ
は
留
保
を
し
な
か
っ
た
(
切

2
日
0]-H-hg
。
そ
う
す
る
と
、

オ
ラ
ン
ダ
は
、

オ
ラ
ン
ダ
人
が
フ
ラ
ン
ス

北法48(4・66)786

で
自
筆
遺
言
を
し
た
場
合
に
、
そ
れ
が
フ
ラ
ソ
ス
法
に
叶
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
オ
ラ
ソ
ダ
に
お
い
て
も
有
効
と
扱
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
九
九
九
条
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
オ
ラ
ン
ダ
で
公
正
証
書
遺
言
を
し
た
場
合
に
、
そ
れ
が
オ
ラ
ン
ダ
法
に
叶
っ
て
い
る

(
2
)
 

な
ら
ば
、
こ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
有
効
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(
l
)
ω
O由
吋

mo--
∞
の
戸
口
〉
c
p
h
g
L
∞w
M
C

∞ω
w

〈
号
〉
3
・N
A
(
問
。

m四])・おい
M
O
参
照
。

一
九
六
一
年
ハ

l
グ
条
約
を
無
留
保
で
批
准
す
る
こ
と
に
よ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
国
籍
を
有
す
る
こ
と
と
つ
な
げ
て
遺
言
の
方
式
を
公
正
証
書
方
式

に
制
限
す
る
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
の
規
定
は
、
右
条
約
と
の
関
係
で
は
、
そ
の
第
五
条
(
前
掲
)
に
よ
り
、
方
式
の
こ
と
の
規
定
と
み
な

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
で
、
右
第
九
九
二
条
が
、
能
力
に
か
か
る
も
の
か
方
式
に
か
か
る
も
の
か
の
問
題
は
過
去
の
遺
物
と
な
っ
た
。

切
白
円
足
。
】
が
、
歴
史
的
遺
物
と
な
っ
た
と
い
っ
た
(
∞
白
E
R
o
-
-
H
憎
む
∞
)
の
は
右
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

方
式
の
こ
と
の
規
定
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
民
法
第
九
九
二
条
の
規
定
は
、
抵
触
規
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
能
力
等
は

本
国
法
に
よ
る
」
に
で
は
な
く
、
「
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
国
民
に
対
し
遺
言
の
方
式
を

制
限
す
る
オ
ラ
ン
ダ
法
の
規
定
は
、
こ
の
制
限
に
反
す
る
規
定
を
行
為
地
法
が
も
っ
場
合
に
、
そ
の
属
人
性
を
行
為
地
国
に
お
い
て
貫
徹
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
法
が
無
効
の
制
裁
の
下
に
公
正
証
書
方
式
以
外
の
方
式
を
認
め
な
か
っ
た
時
期
に
、
ド
イ
ツ
で
も
(
民
法
旧
第
二
二
二
一
一
条
第
二
項
)

フ
ラ
ン
ス
で
も
(
民
法
第
九
六
九
条
)
自
筆

(
a
m
g
y宮
含
m-o-。
句
者

Z)
方
式
を
許
し
て
い
た
。
一
九
六
一
年
ハ

l
グ
条
約
か
ら
一
九
八
二

年
オ
ラ
ン
ダ
の
批
准
ま
で
、
オ
ラ
ン
ダ
が
批
准
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
ま
だ
調
べ
が
つ
い
て
い
な
い
。
関

om己
は
、
オ
ラ
ソ
ダ
は
、
右
条
約

に
加
入
と
同
時
に
第
九
九
二
条
を
廃
止
し
た
と
書
い
て
い
る

C
Z子)。

(
2
)
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
は
、
自
筆
遺
言
方
式
と
公
正
証
書
方
式
に
限
定
せ
ず
、
む
し
ろ
、
一
般
的
に
、
外
国
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
が
そ
の
外
国
の
法

の
定
め
る
遺
言
の
方
式
に
従
つ
て
な
し
た
遺
言
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
回
巳
民
o
?
?
台
∞
)
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に

あ
る
外
国
人
が
そ
の
本
国
の
法
の
定
め
る
遺
言
の
方
式
に
従
つ
て
な
し
た
遺
言
も
|
|
フ
ラ
ン
ス
法
の
認
め
な
い
方
式
で
あ
っ
て
も
|
|
フ
ラ



日筆i宣言の法性にi主1する議論について (2・完)

ン
ス
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
向
上
)
。
た
と
え
ば
次
に
掲
げ
る
判
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
判
例
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

ヲ心。
破
棄
院
一
九

O
九
年
七
月
二

O
日
判
決
(
ロ
包

]
O
P
E
H
Y
Y
E
f
H
g
g
o
含
仏
g
P
E
S
S
E
c
s
-
uコ〈
b
w
E
E・
g
-
Q
5
2・
E
S
W

H
O句
。
)

事
実

l
!独
身
女

Z
2
5
2ニ]
0
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
出
。
定
住
所
(
そ
の
届
出
は
し
て
な
い
)
が
パ
リ
で
あ
っ
た
一
八
九
三
年
一
月
二
九
日
死

亡
。
遺
産
は
動
産
で
大
部
分
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
預
け
ら
れ
た
有
価
証
券
。
一
八
九
三
一
年
一
月
二
六
日
に
パ
リ
で
遺
言
。
イ
ギ
リ
ス
法

(
一
八
三
七
年
七
月
三
一
日
法
第
九
条
)
に
適
合
し
た
(
フ
ラ
ン
ス
法
上
の
三
つ
の
種
類
の
ど
れ
に
も
当
た
ら
な
い
)
方
式
(
パ
リ
で
事
務
所
を
も

っ
イ
ギ
リ
ス
人
ソ
リ
ン
タ
と
そ
の
事
務
員
の
立
会
の
下
で
第
三
者
が
筆
記
し
、
本
人
が
署
名
し
た
)
。
内
容
は
、
イ
ギ
リ
ス
閏
氏
。

2
ロ
ロ
閃
を
包
括

受
遺
者
と
し
た
こ
と
そ
の
他
。
死
者
の
姪
〈
三
-R-
イ
ギ
リ
ス
の
出
だ
が
婚
姻
に
よ
り
オ

i
ス
リ
ア
国
籍
。
遺
言
の
無
効
を
訴
求
し
た
。
フ
ラ
ン

ス
法
に
従
っ
て
遺
言
を
作
成
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。
第
一
審
セ
エ
ヌ
裁
判
所
は
遺
言
の
有
効
を
認
め
た
。
〈
五
百
が
控
訴
。
パ
リ
控
訴

院
一
八
九
八
年
二
月
二
日
判
決
は
、
一
審
判
決
取
消

ooom--ロ
ぬ
が
破
棄
申
立
。
破
棄
院
一
九

O
-
年
七
月
二
九
日
判
決
は
、
こ
の
パ
リ
控
訴
院

判
決
を
破
棄
し
、
オ
ル
レ
ア
ン
控
訴
院
に
移
送
。

オ
ル
レ
ア
ン
控
訴
院
一
九

O
四
年
一
一
月
二
四
日
判
決
は
遺
言
を
無
効
と
し
た
。
要
旨
の
み
引
用
す
る
。
①
イ
ギ
リ
ス
人
の
遺
言
者
が
居
所
を
も

っ
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
法
に
従
っ
て
遺
言
を
す
る
能
力

(SEn-R叩
)
を
も
っ
と
い
う
第
一
審
裁
判
官
の
判
決
理
由
は
誤
り
で
あ
る
。

①
遺
言
の
方
式
は
本
質
的
に
そ
れ
が
な
さ
れ
た
国
の
法
に
服
す
る
の
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
原
則
で
あ
る
。
①

-
2
5
5
m芹
白
n
E
B
は
明
文
の
規

定
に
な
っ
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
適
用
は
裁
判
所
に
と
っ
て

p
n三
宮
立
話
(
任
意
の
)
で
は
な
く
て
公
序
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

④
フ
ラ
ン
ス
人
が
外
国
で
フ
ラ

γ
ス
法
の
定
め
る
方
式
に
適
合
し
て
し
た
自
筆
遺
言
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
有
効
で
あ
る
が
外
国
の
裁
判
所
に

そ
の
よ
う
に
認
め
る
こ
と
を
強
い
る
も
の
で
は
な
い
。
①
イ
ギ
リ
ス
の
方
式
で
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た

2
2
Z
2
2
0
の
遺
言
は
無
効

で
あ
る
。

og--HMm
が
破
棄
申
立
を
し
た
。

破
棄
院
判
決
要
旨

l
l①
行
為
の
外
側
の
方
式
は
そ
れ
が
な
さ
れ
た
国
の
法
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
る
。
①
遺
言
に
つ
い
て
も
こ
れ
が
あ
て
は

ま
る
。
①
し
か
し
、
こ
の
ル

l
ル
は
私
署
遺
言
(
門

2
5呂
町
口
円
買
同
芯
)
に
関
し
て
は
任
意
的
(
『
白

2
-
E江
〈
主
で
あ
る
。
④
こ
の
ル

l
ル
は
、
フ

ラ
ン
ス
人
が
外
国
で
、
ま
た
外
国
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
遺
言
を
す
る
さ
い
に
、
そ
の
本
国
法
が
認
め
る
方
式
か
そ
の
所
在
す
る
地
の
法
が
要
求
す
る

方
式
か
、
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
権
利
を
与
え
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
①
第
九
九
九
条
の
理
由
と
同
じ
理
由
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
あ
る
外
国
人
は
、

北法48(4・67)787



説論

a 

フ
ラ

γ
ス
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
定
め
た
方
式
種
類
の
一
っ
か
、
自
国
の
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
方
式
の
一
っ
か
、
い
づ
れ
か
を
採
用
し
て

遺
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

@
Z
2
5
2己
o
の
遺
言
が
イ
ギ
リ
ス
法
に
照
ら
し
て
有
効
で
あ
っ
た
か
を
探
究
し
な
か
っ
た
の
は
違
法
。
⑦
よ
っ
て
、

原
判
決
を
破
棄
し
、
〉
自
芯
日
控
訴
院
に
移
送
。

こ
の
破
棄
院
判
決
は
、
本
件
の
審
理
に
お
け
る
、

H
U
5
2
5
R
m
p忠
E
]
(
E
8
2
(
控
訴
院
ま
た
は
破
棄
院
)
付
き
の
検
事
長
)
切
白
E
2
5

の
意
見
に
添
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
破
棄
院
判
決
に
つ
い
て
は
、

HVOEZ
の
-
評
注
(
り
と

}CNLSH・
H-H∞
印

)
H
t
げ
の
注

(
Qロロ
2LUOUW

HHωN)
お
よ
び
無
署
名
の
注
(
刻
。
〈

g
【
古
品

g
Z
5
5「
E
己

O
E
]
匂
コ
芯
L
g
c
b
E
)
が
あ
る
。

切白己【凶

O
Eロ
意
見
は
三
四
頁
に
わ
た
る
。
そ
れ
は
、
自
己
の
法
解
釈
論
を
述
べ
、

-
2
5
5
m芹

R
E
B
の
沿
革
、
一
八
世
紀
及
び
一
九
世
紀

の
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
・
学
説
の
分
析
、
当
時
の
諸
外
国
の
立
法
例
の
紹
介
を
素
材
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
諸
事
情
に
即
し
た
解
釈
が
と

く
に
国
際
私
法
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
し
た
(
一

O
九
八
|
一
一

O
五
頁
)
〔
解
釈
者
が
置
か
れ
た
環
境
を
構
成
す
る
諸
事
実
が
刺
激
と
な
っ

て
そ
の
者
の
法
的
認
識
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
わ
た
く
し
は
と
ら
え
る
〕
。
彼
の
い
う
こ
と
を
わ
た
く
し
な
り
に
理
解
し
つ
つ
紹
介
す
る
。

①
問
題
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
イ
ギ
リ
ス
法
に
適
合
す
る
遺
言
(
フ
ラ
ン
ス
法
に
は
存
し
な
い
方
式
)
を
し
た
場
合
に
、
フ
ラ
ン
ス

の
裁
判
所
は
こ
れ
を
有
効
と
み
る
か
で
あ
る
(
一
一

O
五
頁
)
。
〔
乙
国
人
が
甲
国
で
遺
言
を
し
、
こ
れ
が
乙
国
法
に
方
式
上
適
合
す
る
が
甲
国

法
の
方
式
に
適
合
し
な
い
と
き
、
甲
国
の
裁
判
所
は
と
れ
を
有
効
と
み
る
か
、
と
い
う
ふ
う
に
一
般
的
な
型
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
〕
。

①
切
白

C品
。
巳
ロ
は
、
遺
言
の
ゲ
ヨ
】
叩
(
方
法
)
を

HVMMEE巳
ゆ
(
公
の
)
と
買
Z
P
O
(
私
の
)
に
分
け
た
(
一
一

O
六
、
一
一

O
九
頁
)
。
分
け

る
基
準
は
。
B
巳
耳
目
)
己

)-w(公
の
H
法
制
上
の
担
当
者
)
の
介
入
・
関
与
の
有
無
で
あ
る
。
そ
し
て
本
件
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
し
た
遺
言
は
買
守
宮

の
範
暗
に
入
る
と
し
た
(
一
一

O
六
頁
)
〔
概
念
上
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
〕
。

①
彼
は
本
件
の
遺
言
の
方
式
を
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
の
遺
言
の
方
式
と
つ
き
あ
わ
せ
た
。
そ
し
て
、
自
筆
証
書
の
要
件
も
公
正
証
書
の
要
件
も
満

た
さ
な
い
と
確
認
し
た
(
一
一

O
六
頁
)
〔
そ
れ
に
当
た
る
も
の
と
し
て
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
〕
。

④
彼
は
し
か
し
、
本
件
遺
言
は
フ
ラ
ン
ス
法
第
九
九
九
条
に
い
う
と
こ
ろ
の
公
証
一
証
書

(
R
5
2
5
0
D
E
D己
目
)
と
同
一
視
さ
れ
る
(
訟
巴
自
伝
叩
)

と
し
た
(
一
一

O
六
J
一一

O
七
頁
)
。
〔
ど
の
よ
う
な
意
味
の
向
一
視
か
〕
第
九
九
九
条
は
外
国
で
遺
言
を
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
遺
言
の
方
式

を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

R
g
m
O己
目
的

-
m
E
E
g
耳
目
〈
宮
(
私
署
証
書
)
と

R
Z
E
F
S
H
-
0
5
(
公
証
証
書
)
の
二
種
と
し
た
。
後

者
は
、
当
該
外
国
の
法
が
公
証
の
性
質
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
方
式
を
い
う
の
で
あ
っ
て
(
一
一

O
六
頁
)
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
れ
ば

o虫
色
町
門

司
己
)
E
n

の
関
与
が
な
く
て
も
よ
い
(
一
一

O
七
頁
)
0

〔
公
証
証
書
は
公
証
力
を
有
す
る
。
公
証
カ
を
有
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
概
念
上
公
証
証
書

北法48(4・68)788



自筆遺言の法性に関する議論について(2・完)

に
あ
た
ら
な
い
証
書
で
も
、
公
証
証
書
と
同
様
の
効
力
を
認
め
て
よ
い
。
そ
う
い
う
証
書
は
公
証
証
書
と
み
な
さ
れ
る
(
「
S
E
P
)ま
た
は
同
一
視

さ
れ
る
(
即
日
巴
自
国
広
)
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
法
的
評
価
が
、
あ
て
は
め
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
九
六

九
条
は
公
証
人
証
書
の
こ
と
を

R
芯
匂
己
】

-w
と
い
っ
て
い
る
〕
。
こ
れ
は

g
己
自
己

R
5ロ
C
F
E
Z
Z印

g
c
m白
(
効
用
の
原
因
に
よ
る
同
一
視
。

〔
効
用
が
同
じ
だ
か
ら
同
一
と
扱
う
〕
)
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
遺
言
の
方
式
〔

O窓口一
2
u
z
z
-
n
の
関
与
は
な
く
、
二
人
の
証
人
の
立
会
〕
の

公
証
性
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
の
み
通
用
す
る
の
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
領
土
を
超
え
て
通
用
す
る
(
一
一

O
七
頁
)
0

〔
フ
ラ
ン
ス
人
が
外
国

で
遺
言
す
る
場
合
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
態
度
と
外
国
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
遺
言
す
る
場
合
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
態
度
を
対
比
し
て
同
様
に
扱
お
う
と
考
え

る
伏
線
の
よ
う
で
あ
る
〕
。

①
∞

2
ι
2
5
は
、
事
案
の
遺
言
を
ゲ
ヨ
お
耳
目
〈
宮
の
範
鴎
に
入
れ
る
(
前
掲
)
。
フ
ラ
ソ
ス
法
の
自
筆
遺
言

(
H
2
5
5
8
H
o
-
o
m
z
u
Z
)

も『
Oコロ
OH)コ
〈
宮
の
範
時
に
入
れ
る
。
〔
フ
ラ

γ
ス
人
が
外
国
で

R
S
m
o
g
a
mロ白
E
B
買
さ
宮
に
よ
り
遺
言
を
す
る
場
合
(
フ
ラ
ン
ス
民

法
第
九
九
九
条
)
と
外
国
人
が
フ
ラ
ン
ス
で

o
z
m
g
u
Z
(
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
九
六
九
条
)
の
遺
言
を
す
る
場
合
と
を
対
比
し
て
い
る
の
か
〕
。

そ
し
て
、
私
署
方
式
の
遺
言
を
規
制
す
る
法
は
巳
R
E
u
m
g
oロ
ロ
己
(
人
の
法
規
、
本
国
法
)
か
否
か
を
検
討
し
た
(
一
一

O
八
J
一一

O
九
頁
)
0

結
論
と
し
て
、
そ
れ
は

-oの
5

2
色
丹
問
。
E
B
則
が
管
綜
す
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
-
。
の

5

5
包
門
田
口
E
B
則
に
つ
い
て
、
そ
の
沿
革
、
そ
の

射
程
、
そ
れ
が
強
行
的
か
任
意
的
か
、
そ
れ
と
遺
言
の
方
式
と
の
関
係
、
な
ど
を
論
じ
た
。

@
沿
革
的
に
は
、
-
。
の
5
5
m
F
R
E
B
則
は
ゲ
コ
g
u己
E
5
5
の
遺
言
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
(
一
一

O
九
頁
)
。
ロ

l
マ
法
が
通
用

し
各
地
方
に
そ
の
慣
習

(
g
c
E
B
O
)
が
通
用
し
、
不
動
産
の
所
在
地
の
慣
習
が
通
用
し
た
時
期
に
、
そ
の
地
方
に
き
た
よ
そ
も
の
が
そ
の
地
方

の
慣
習
に
従
っ
て
し
た
遺
言
は
有
効
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
封
建
制
が
強
固
で
あ
っ
た
時
期
に
お
い
て
は
、
慣
習
の
属
地
性
(
円
四
「
江
同
0
2
R
回
忌
)

は
厳
格
で
、
地
方
の
法
(

T

)

二
。

g}O)
に
適
合
す
る
遺
言
の
有
効
性
は
そ
の
法
の
法
域
地
の
範
囲
内
に
限
ら
れ
た
。
封
建
制
は
衰
え
渉
外
関
係

(「己自己

0
5
5
g
g白
色
。
口
弘
g
)
が
拡
張
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
あ
ま
ね
く
宮
口

5
8
m
x
R
E
S
則
が
認
め
ら
れ
た
(
一

一一

O
頁
)
。
〔
が
、
乙
域
の
人
が
甲
域
に
お
い
て
甲
域
の
慣
習
法
に
従
っ
て
し
た
遺
言
を
|
|
乙
域
の
慣
習
法
に
叶
わ
な
い
に
も
拘
ら
ず

|
|
乙
域
の
裁
判
所
が
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
で
き
る
な
ら
ば
そ
れ
は
な
ぜ
か
〕
。

①
そ
れ
は

E
2
0ロ
(
合
理
的
)
と

2
a忠
(
衡
平
)
が
要
請
し
た
妥
協
(
可

E
Z
2
5ロ
)
で
あ
る
(
一
一
一

O
頁
)
。
人
が
外
国
で
病
気
に

な
り
遺
言
し
た
い
と
き
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
外
国
の

o虫
色
R
U
C
Z宵
に
頼
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
人
た
ち
は
、
そ
の
病
人
の

本
国
の
法
を
知
ら
な
い
。
一
五
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
は
と
く
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
外
国
の

O
B
n
F
R
に
頼
る
と
き
は
そ
の
者

北法48(4・69)789



説5命

は
そ
の
国
の
法
に
従
っ
て
遺
言
の
作
成
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
は
本
来
は
そ
の
本
国
法
に
し
か
服
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な

場
合
、
外
国
人
に
対
す
る

F
Sロ
「
(
好
意
)
に
よ
り
そ
し
て

2
5忠
(
衡
平
)
に
よ
り
、
外
国
人
旅
行
者
の
正
当
な
需
要
に
譲
歩
し
て
(
一
一
一

二
頁
)
、
外
国
法
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
で
外
国
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
当
該
外
国
法
に
適
合
し
て
作
成
さ
れ
た
証
書
が
、

そ
の
後
援
用
さ
れ
る
ど
こ
で
で
も
有
効
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

E
-
m
O
D
(
理
性
)
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
(
一
一
一
一
頁
)
0

〔こ

こ
に

-
2
5
5包門

R
E
g
と
い
う
法
が
人
の
心
の
中
に
発
生
す
る
の
を
見
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
時
代
の
あ
る
社
会
的
諸
環
境
事
実
が
人
の
心

を
刺
激
し
て
そ
れ
へ
の
反
感
を
人
の
均
衡
感
が
行
な
っ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
〕
。

⑨
行
為
地
の

0
5
2
2
H
)巳
司
法
口
が
関
与
し
て
行
為
地
法
に
適
合
し
て
作
成
さ
れ
た
遺
言
は
、
ど
の
国
に
お
い
て
も
、
有
効
と
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、

-
o
n
5
5
m
-
H
R
E
B
則
に
、
ど
の
国
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
強
行
法
規
性
、
絶
対
性
を
付
与
す
る
も
の

で
あ
る
(
一
一
一
一
頁
、
一
一
一
八
頁
)
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ゲ
ロ
ロ
oucFV]五己
σ
の
遺
言
に
つ
い
て
そ
う
な
の
で
あ
る
o
F「
自
由
匂
ユ
〈
炉
問
の

遺
言
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
と
は
と
う
ぜ
ん
に
は
い
え
な
い
(
一
一
一
一
一
頁
)
。
遺
言
口
者
が
私
文
書
を
作
成
す
る
の
は
遺
言
者
の
本
国
法
に
従

っ
て
す
る
の
で
あ
り
、
遺
言
者
が
外
国
に
あ
る
と
き
も
こ
の
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
こ
れ
が
本
来
の
原
別
で
あ
る
(
一
一
一
二
頁
)
。
遺
言
者
が

外
国
に
在
る
場
合
に
そ
の
外
国
の
法
に
よ
っ
て
す
る
遺
言
を
認
め
る
の
は
前
述
の
よ
う
に
好
意
と
衡
平
に
基
づ
く
。
こ
れ
は
例
外
で
あ
る
〔
本
国

法
原
則
の
例
外
で
あ
る
。
円
。
「
目
。
刀
r
H
E
E戸
。
の
遺
言
の
た
め
の
例
外
で
あ
る
。
『
0
2
5
H
)ロ
〈
宮
の
遺
言
に
つ
い
て
、
こ
の
例
外
が
あ
る
の
で
は

な
い
〕
。
原
則
は
依
然
と
し
て
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
例
外
を
遵
守
す
る
こ
と
は
義
務
的
で
は
な
く
任
音
心
的
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
自

然
で
あ
り
論
理
的
で
あ
る
(
一
一
一
一
一
頁
)
。

①
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
制
定
以
前
に
は
、
義
務
説
と
非
義
務
説
が
対
立
し
て
い
た
(
一
一
一
四
J
一
一
二

O
頁
)
。
∞

E
号
巳
コ
は
義
務
説
の
論

拠
を
い
ち
い
ち
論
駁
し
て
い
る
(
一
一
一
七
J
一
一
一
ハ
頁
)
。
義
務
説
|
|
遺
言
者
が
所
在
す
る
地
の
訟
以
外
の
方
式
を
実
用
す
る
こ
と
は
通

常
不
可
能
も
し
く
は
困
難
で
あ
る
。
反
駁
ー
ー
そ
の
こ
と
は
、
】
。
円

5
5
m
H門
白

n
E
B
則
を
、
外
国
人
の
た
め
の
地
方
の
法
に
依
頼
す
る
権
利
を
、

正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
は
完
撃
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
は
出
て
く
る
の
か
?
義
務
説
|
|
方
式

は
確
か
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
外
国
に
お
い
て
遺
言
を
す
る
者
に
、
本
国
法
が
そ
の
者
が
所
在
す
る
地
の
法
を
選
択
さ
せ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
反
駁
|
l
選
択
さ
せ
て
よ
い
か
ど
う
か
を
論
ず
る
の
に
、
選
択
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
理
由
に
な
ら
な
い
。
義
務
説
l
l

O
B
2
2
u己
】
口
の
そ
の
他
遺
言
書
を
起
草
す
る
権
能
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
性
格
を
そ
の
国
の
法
律
か
ら
の
み
付
与
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
国

の
方
式
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
駁

-
-
e
コH
5
u
c
z
z
c
o
の
遺
言
に
つ
い
て
は
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
、
し
か
し
、
0
『
p
g門
U
G
Z
R
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自筆遺言の法性に関する議論について (2・完)

に
依
存
し
な
い
守
「
B
O
耳
目
〈
宮
の
遺
言
に
つ
い
て
こ
れ
を
適
用
す
る
の
は
合
理
的
で
な
く
可
能
で
な
い
(
一
一
一
七
j
一
一
一
八
頁
)
。
ま
た
、

∞E仏

O
C
5
は
以
下
の
よ
う
な
〔
義
務
説
に
対
す
る
〕
反
感
情
も
紹
介
し
て
い
る
。
一
六
八
八
年
以
来
フ
ラ
ン
ス
に
流
入
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
亡
命

者
た
ち
は
、
方
式
に
関
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
実
務
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
遺
言
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
方
式
の
遺
言
は
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
と
み
ら
れ
た
(
一
一
一
九
頁
)
。

⑩
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
制
定
の
経
緯
を
立
法
資
料
な
ど
に
よ
っ
て
回

E
号
巳
ロ
は
調
べ
た
(
一
一
一
八
J
一
一
二
二
頁
)
。
要
す
る
に
こ
う
で
あ

る
。
原
初
の
案
は
《
行
為
室
田
(
白
2
2
)
の
方
式
は
行
為
書
が
作
成
さ
れ
ま
た
は
合
格
と
さ
れ
た

(Em芯
印
)
地
の
法
律
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
》
で

あ
っ
た
(
一
一
二

O
頁

)
o
g
ο
g
g
m
F
R
E
B
を
ど
の
よ
う
に
明
文
化
す
る
か
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
立
法
の
諸
機
関
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま

に
議
論
さ
れ
た
(
一
一
二

0
1
一
一
二
三
頁
)
。
そ
し
て
つ
い
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
中
に
明
文
の
形
を
も
た
な
い
と
い
う
結
果
に
終
っ
た
。
総
則

規
定
と
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
(
一
一
二
二
頁
)
。
第
三
条
は
警
察
・
安
全
・
不
動
産
に
関
し
外
国
人
も
フ
ラ
ン
ス
法
に
服
す
る

と
す
る
が
、
行
為
の
方
式
を
規
制
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
に
服
す
べ
き
旨
を
規
定
す
る
法
規
は
な
い
(
一
一
二
七
頁
)
0

第
九
九
九
条
は
む
し
ろ
そ
の

逆
で
あ
る
(
一
一
二
八
条
)
。

⑪
そ
こ
で
、

-
o
n
5
5何
回
門

R
E
B
則
は
否
定
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
と
肯
定
さ
れ
た
(
た
だ
し
条
文
と
は
し
な
い
)
と
い
う
解
釈
に
分
れ
た
。

∞E
号
己
ロ
は
、
場
合
わ
け
を
し
て
適
用
す
る
こ
と
、
そ
の
限
界
を
画
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
時
代
の
要
求
に
応
じ
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
、
一
言

で
い
え
ば
、
こ
の
前
進
性
を
も
っ
仕
事
を
裁
判
実
務
に
委
ね
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
(
一
一
二
三
頁
、
司
O
E
色
町
を
引
用

す
る
)
。
〔
法
が
具
体
的
事
実
、
時
代
の
要
求
と
の
接
触
に
お
い
て
具
体
的
に
発
生
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
〕
。
こ
の
こ
と
は
、

]02回

目
m広
告
E
B
は
頑
固
不
動
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
(
一
一
て
二
一
一
頁
)
。
一
入

O
四
年
の
立
法
者
は

g
n
g
g
m
F
H
8
5
g
則
を
遵
守
す
る

こ
と
を
た
だ
任
意
の
も
.
の
と
し
か
理
解
し
な
か
っ
た
(
一
一
二
三
頁
)
。
現
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
九
九
九
条
は
今
・
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る

F
O
R
E
)
》
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は

-
o
n
g
g
m
-門
田
口

E
B
則
の
単
純
任
意
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
(
一
一
一
一
四
頁
)
。
そ
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
第
九
九
九
条
は
フ
ラ
ン
ス
人
が
外
国
で
フ
ラ
ン
ス
法
に
適
合
し
て
私
署
証
書
遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は

フ
ラ
ソ
ス
人
の
た
め
の
み
に
、
]
。
。
5

2何
回
門

R
E
B
の
例
外
を
つ
く
る
も
の
で
あ
る
(
向
上
)
0

〔
で
は
、
外
国
人
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
遺
言

を
す
る
場
合
に
は
、
ゲ
ロ
じ
印
吋
o
m
-
H
R
E日
が
絶
対
に
適
用
さ
れ
る
の
か
。
民
法
第
九
九
九
条
か
ら
、
そ
の
反
対
解
釈
を
す
る
の
か
、
類
推
解
釈

を
す
る
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
あ
る
価
値
判
断
を
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
〕
。

⑫
外
国
人
は
、
昔
は
敵
で
あ
っ
た
。
今
日
で
は
よ
そ
者
(
印
己
】
吉
)
以
上
で
は
な
い
。
か
か
る
外
国
人
を
フ
ラ

γ
ス
人
の
た
め
に
は
許
さ
れ
る

北法48(4・71)791



説
壬ふ
民間

規
則
か
ら
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
な
の
か
?
(
一
一
二
四
頁
)
。
第
九
九
九
条
の
規
定
は
、
そ
の
動
機

(
5
2
5
)
は
フ
ラ
ン
ス

人
に
も
外
国
人
に
も
当
て
は
ま
る
合
理
性
あ
る
規
則
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
則
を
主
題
と
す
る
と
き
フ
ラ
ン
ス
人
と
外
国
人
の
違
い
を
問
題
に

す
る
理
由
は
な
い
。
現
行
実
定
法
は
外
国
人
を
特
別
に
扱
う
と
き
は
明
文
で
定
め
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
に
つ
い
て
し
か
述
べ
な
い
規
定
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
外
国
人
に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
、
規
定
の
動
機
が
な
ん
で
あ
る
か
を
研
究
し
、
外
国
人
に
も
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
を

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
一
一
二
四
J
一
一
二
五
頁
)

δ

外
国
人
を
別
扱
い
す
る
根
拠
は
み
あ
た
ら
な
い
。
人
は
外
国
に
あ
る
と
き
は
そ
の
外
国

の
被
支
配
市
民

(mEog)
で
あ
る
か
ら
そ
の
外
国
の
法
に
適
合
す
る
義
務
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
は
そ
の
国
の
社
会
秩
序
公
共
の
安

全
に
触
れ
る
法
(
刑
事
警
察
、
手
続
、
税
の
法
な
ど
)
に
つ
い
て
は
そ
う
で
あ
る
が
、
行
為
の
『
O
司
自
白
買
守
宮
は
そ
の
国
の
安
全
に
触
れ
る
か
?

行
為
者
の
み
が
私
署
証
書
の
主
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
方
式
と
、
そ
の
方
式
が
力
を
借
り
る
も
の
が
な
に
も
な
い
領
域
(
門
R
Z
2
5
)
と
の
聞
に

は
な
ん
の
つ
な
が
り
も
な
い
(
一
一
二
五
頁
)
。
破
棄
院
判
例
は
、
行
為
の
方
式
は
《
本
質
的
に

(gmg円
E
r自
g円
)
》
そ
れ
が
な
さ
れ
た
国

の
法
律
、
慣
習
、
慣
用
に
服
す
る
と
い
う
の
が
国
際
法
の
原
則
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
民
法
第
九
九
九
条
は
は
っ
き
り
と
行
為
し
た
地
の
法

を
排
除
〔
す
る
例
外
を
〕
し
て
い
る
。
方
式
は
行
為
地
法
に
よ
る
と
い
う
規
則
は
フ
ラ

γ
ス
人
に
つ
い
て

gmECo--o
で
な
い
。
一
方
に
と
っ

て

2
8ロ
B
で
あ
る
も
の
は
他
方
に
と
っ
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
(
一
一
二
五
頁
)
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
違
う
の
だ
と
な
ぜ
欲
す
る
の
か
。
人

は
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
公
序
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
イ
ギ
リ
ス
方
式
の
遺
言
を
す
る
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス

の
公
的
平
和
、
社
会
の
よ
き
秩
序
、
善
良
な
風
俗
に
ど
う
か
か
わ
る
の
か
?
〔
か
か
わ
り
は
な
い
〕
。
イ
ギ
リ
ス
方
式
の
遺
言
は
、
遺
言
書
を
認

証
し
こ
れ
に
署
名
す
る
二
人
の
証
人
の
前
で
遺
言
者
の
意
思
を
明
示
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
か
ら
、
ほ
ん
と
う
は
、
遺
言
者
の
自
由
を
い
っ

そ
う
保
障
す
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
点
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
方
式
と
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
い
(
一
一
二
六
頁
)
。

⑬
フ
ラ
ン
ス
人
が
外
国
で
し
た
フ
ラ
ン
ス
式
の
遺
言
を
有
効
と
見
る
こ
と
と
イ
ギ
リ
ス
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
し
た
イ
ギ
リ
ス
式
の
遺
言
を
有
効
と

み
る
こ
と
は
双
互
主
義
(
目
。
司
E
a宮
内
回
。
芯
n
e
g
n
-
5
)
の
こ
と
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
と
も
に
並
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
外
国
が

そ
の
国
で
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
フ
ラ
ン
ス
式
(
で
あ
っ
て
そ
の
国
の
方
式
で
な
い
)
の
遺
言
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
祖
国
の
外

で
祖
国
の
法
の
方
式
で
遺
言
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
と
外
国
人
の
聞
に
は
、
類
似
(
自
由
-cmto)
、
完
全
な
一
致

(
E
S
Z応

8
5
1
2
0
)
が
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
と
外
国
人
は
同
じ
位
置
状
況
(
包

E
白C
C
旦
)
に
あ
る
。
〔
同
じ
と
み
る
こ
と
は
す
で
に
ひ
と
つ
の
評
価
で
あ
る
〕
。
こ
の
同
じ
位
置
状

況
の
た
め
に
、
二
つ
の
量
り
と
二
つ
の
尺
度
を
立
て
る
か
わ
り
に
彼
ら
と
同
じ
し
か
た
で
扱
う
の
が
と
う
ぜ
ん
で
あ
る
(
一
一
二
六
頁
)
。
そ
れ
が

σ
o
ロ
ロ
四
円
包
印
。
ロ
(
よ
き
理
性
)
で
あ
り
(
一
一
二
六
頁
)
、

σ
。
ロ
回
目
ロ
印
(
よ
き
感
性
)
で
あ
る
(
一
一
二
八
頁
)
。
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自筆遺言の法性に関する議論について(2・完)

⑬
要
す
る
に
、

Z
2印
「
白
ぬ
P
R
E
B
則
は
通
用
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
は
義
務
的
で
な
い
(
一
一
一
一
六
頁
)
。
そ
れ
は
制

定
法
規
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
場
合
に
よ
り
遵
守
し
な
く
て
も
、
い
わ
ゆ
る
法
律
違
反
は
存
し
な
い
(
一
一
一
一
七
頁
)
。
そ
れ
の
適
用
に
お
い

て
は
裁
判
官
に
あ
る
一
定
の
裁
量
の
自
由

E
Z
3
P
向
者
U
5
2
E
Cロ
)
が
あ
る
。
場
合
分
け
を
し
、

2
巳
思
(
衡
平
)
で
も
っ
て
、
社
会
関
係

の
l
|
充
分
に
理
解
さ
れ
た
|
|
利
害
関
係
状
況
に
従
っ
て
、
そ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
が
属
す
る
の
は
裁
判
官
に
で
あ
る
(
一
一
二
七
頁
)
。

(
学
説
の
多
数
、
判
例
、
外
国
の
文
献
、
外
国
法
、
国
際
条
約
案
も
、
今
日
、
任
意
説
で
あ
る
。
一
一
二
八
J
一
一
二
一

O
頁
)
。
も
と
も
と
、

g
g印

5
m
P
R
E
B
則
は
実
務
の
有
用
性
(
己
主
一
応
耳
R
E己
主
の
目
的
で
、
外
国
人
に
与
え
ら
れ
た
便
宜

(pn-EP)
と
し
て
(
例
外
と
し
て
)
制

度
化
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
設
定
の
目
的
に
反
し
て
展
開
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
日
の
時
代
に
お
い
て
は
、
正
義

C
C
2
w
m
)
と
理
性

(
E
F
m
O
コ
)
の
法
則
に
従
っ
て
国
際
的
な
諸
交
流
を
組
織
づ
け
る
方
向
に
い
く
べ
き
で
あ
る
(
一
一
一
一
二
頁
)
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
障
害
と
な

る
よ
う
な
こ
と
を
人
に
謀
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
明
文
の
な
い
と
こ
ろ
で
日
々
の
需
要
に
懸
じ
な
い
、
誤
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
抽
象

的
な
シ
ス
テ
ム
の
名
に
お
い
て
、
世
界
の
異
な
る
諸
国
の
聞
の
友
好
関
係
を
損
な
う
と
こ
ろ
の
が
ま
ん
で
き
な
い
伽
を
課
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ

き
で
あ
る
こ
一
一
一
二
頁
)
0

〔
こ
こ
に
、
ひ
と
つ
の
価
値
観
が
存
す
る
の
を
見
る
〕
。

b
H
U
G
-
R
Z
の
評
注

l
l
U己目。
N

に
お
い
て
三
六
五
行
を
占
め
る
。
う
ち
、
四
七
行
が
問
題
の
位
置
づ
け
、
一
二
五
行
が
∞

E
含
巳
ロ
意
見
の
紹

介
、
一
九
三
行
が
本
件
判
決
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
コ
メ
ン
ト
の
う
ち
わ
た
く
し
が
関
心
を
も
っ
た
点
を
紹
介
す
る
。

①
外
国
人
は
そ
の
遺
言
を
自
閣
の
法
が
定
め
る
公
証
の

(
E
H
F
O
E
-
2
5
)
方
式
で
作
る
こ
と
を
欲
す
る
と
想
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
〔
こ
の
経

験
則
の
ご
と
き
も
の
も
法
の
人
に
お
け
る
発
生
を
刺
激
す
る
要
素
で
あ
ろ
う
〕
。
本
件
は
そ
の
よ
う
な
ケ
l
ス
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
法
は
遺
言

の
一
個
の
方
式
し
か
認
め
ず
し
か
も
そ
れ
を
公
証
の
も
の
と
考
え
る
、
ょ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
遺
言
は
フ
ラ
ン
ス
で
有
効
に
作
ら
れ
る
こ
と

が
で
き
る
か
?
外
国
法
が
か
か
る
遺
言
に
付
着
せ
し
め
た
性
格
の
い
か
ん
に
よ
り
解
決
が
異
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
当
該
外
国
の
法
に
よ

り
必
要
と
さ
れ
た
方
式
に
従
う
こ
と
が
実
質
的
に

(
B
R
P
ユσ
ロ
O
B
O
E
)
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
が
唯
一
の
ポ
イ

γ
卜
で
あ
る
。
も
し
、
否
な
ら

ば
、
問
題
は
も
は
や
存
し
な
い
。
も
し
、
品
円
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
遺
言
の
有
効
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
外
国
法
に
お
い
て
は
公
証
の
も
の
で
あ
っ

て
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
そ
の
遺
言
は
私
文
書
(
白
門
官
買
芝
生
で
し
か
な
い
。
そ
れ
が
公
証
人
に
よ
り
起
草
さ
れ
た
と
き
で
も
、
そ
れ
は

そ
う
で
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
公
証
人
が
外
国
法
の
方
式
に
従
っ
て
起
草
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
と
こ
ろ
の
遺
言
を
無
効
と
結
論
す
る

理
由
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
公
証
人
は
司
法
付
属
吏

(
C
B
n
-
R
B
5
E
P
2
0
-
)
の
職
務
範
囲
に
お
い
て
証
書
作
り
を
す
る
の
で
は
な
く
遺
言
者

に
よ
り
自
由
に
選
ば
れ
た
私
人
と
し
て
行
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
疑
い
な
く
、
こ
の
種
の
遺
言
は
フ
ラ

γ
ス
で
は
公
一
誌
の
書
(
出
2
0
2
F
g
t
a
c
o
)
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説論

で
は
な
く
、
私
署
証
書
に
相
当
す
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
か
つ
で
よ
り
外
国
人
遺
言
者
に
認
め
ら
れ
た
選
択
の
権
利
は
私
的
遺
言
に
し
か
適
用
さ

れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
起
草
が
実
質
的
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
も
の
は
す
べ
て
、
そ
の
性
格
が
外
国
法
上
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、

〔
フ
ラ
ン
ス
で
は
〕
私
署
証
書
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
公
正
の
遺
言
の
み
が
必
要
的
に
フ
ラ
ン
ス
の
方
式
に
服
す
る
の
で
あ
る
。

〔
要
す
る
に
回

E仏

O
C
E
と
岡
田
日
〕
。

①
イ
ギ
リ
ス
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
イ
ギ
リ
ス
方
式
の
遺
言
を
公
証
人
の
起
草
に
よ
り
作
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
-
証
書
と
し
て
は
無
効
で
イ

ギ
リ
ス
の
証
書
と
し
て
は
有
効
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
遺
言
者
が
ど
の
法
の
下
に
位
置
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
た
か
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
フ

ラ
ン
ス
の
事
実
認
定
裁
判
官
の
権
限
に
属
す
る
。
諸
事
情
か
ら
彼
は
フ
ラ
ン
ス
の
方
式
を
欲
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
き
は
、
彼
の
遺
言

は
イ
ギ
リ
ス
法
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
た
諸
条
件
の
す
べ
て
を
充
足
し
て
い
て
も
、
無
効
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

①
〔
公
序
に
つ
い
て
〕
オ
ル
レ
ア
ン
控
訴
院
判
決
や
パ
リ
控
訴
院
判
決
は

-
o
n
E
B
m止
R
Z
B
則
の
適
用
は
公
序
と
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
す
る
が
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
人
が
そ
の
国
に
お
い
て
慣
用
さ
れ
る
方
式
で
終
意
を
表
明
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
よ

り
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
が
ト
ラ
ブ
ル
に
さ
ら
さ
れ
な
い
こ
と
は
疑
い
な
い
。

@
〔
衡
平
に
つ
い
て
〕
フ
ラ
ソ
ス
法
は
、
遺
言
に
よ
る
処
分
の
員
撃
さ
を
確
保
し
、
不
確
か
さ
を
避
け
、
訴
訟
が
起
こ
る
こ
と
を
減
ら
す
目
的

で
、
遺
言
者
の
自
由
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
フ
ラ
ン
ス
法
が
、
遺
言
の
方
式
を
指
示
す
る
の
は
、
こ
の
公
共
益

(-ERP門
匂
己
】
】
】
の
)

か
ら
着
想
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
公
共
益
が
か
か
わ
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
遺
言
者
の
国
籍
に
よ
り
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
法
の

規
定
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
は
理
論
の
当
然
で
あ
る
。
こ
の
公
共
益
が
存
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
内
国
人
よ
り
よ
り
大
き
な
自
由
を
外
国
人
に
放
置
す

る
こ
と
、
他
方
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
方
式
に
よ
り
遺
言
す
る
こ
と
を
一
方
に
許
す
こ
と
、
は
不
条
理
で
あ
る
。
〔
本
件
〕
破
棄
院
が
加
担
し
た

と
こ
ろ
の
教
義
(
己
c
n可
50)
は
た
い
へ
ん
に
衡
平
の
も
の

(
2
E
S
Z主
で
あ
る
の
で
、
そ
の
適
用
は
フ
ラ
ン
ス
法
が
念
頭
に
お
く
〔
公
共
の
〕

利
益
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
な
い
ケ

l
ス
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
〔
ど
う
い
う
ふ
う
に
限
定
す
る
か
。
本
判
決
の
射
程
で
も
あ
る
〕
。

①
外
国
人
で
、
財
産
を
本
国
に
有
し
相
続
は
そ
こ
で
決
済
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
一
時
滞
在

(
r
E回
目
指
由
)
、
と
い
う
人
が
あ
る
。
こ
の
場
合

に
は
、
そ
れ
が
原
因
で
彼
の
最
後
の
意
思
が
問
題
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
不
確
か
さ
は
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
と
利
害
関
係
を
も
た
な
い
。
遺
言
者
が
外

国
の
方
式
(
『
C
「
E
o
z
g
-
o
)
で
遺
言
を
す
る
便
宜
を
も
つ
は
ず
で
あ
っ
て
も
、
自
国
の
法
の
方
式
を
使
用
す
る
こ
と
を
そ
の
者
に
禁
止
す
る
な

ん
の
理
由
も
な
い
。
し
か
し
、
外
国
人
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
常
住
し
(
「
E
E
m之
、
フ
ラ
ン
ス
に
財
産
を
有
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
そ
の
業
務
の
中
心
を

も
っ
者
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

H
o
n
5
5
m広
田
口

zg則
の
義
務
的
な
適
用
は
、
妨
げ
で
あ
る
に
は
程
遠
く
、
好
都
合
し
か
提
供
し
な
い
。
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自筆遺言の法性に関する議論について(2・完)

本
件
の
イ
ギ
リ
ス
人
は
前
者
に
あ
た
る
。
財
産
は
動
産
で
イ
ギ
リ
ス
に
存
在
し
、
相
続
人
も
し
く
は
受
遺
者
は
フ
ラ

γ
ス
国
籍
で
は
な
い
。
こ
の

よ
う
な
状
況
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
従
つ
て
な
さ
れ
た
遺
言
の
有
効
性
を
承
認
す
る
の
に
不
都
合
な
も
の
は
な
に
も
な
い
こ
と
を
示
す
。
フ
ラ
ン
ス

の
利
害
関
係
は
問
題
と
さ
れ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
義
務
的
適
用
を
正
当
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
な
に
も
な
い
。

@
右
に
掲
げ
た
区
別
は
民
法
典
の
精
神
と
調
和
し
実
務
の
必
要
に
も
叶
う
。
限
定
し
な
い
で
適
用
す
る
と
、
外
国
人
に
認
め
ら
れ
る
選
択
の
権

利
は
複
雑
に
至
る
リ
ス
ク
を
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
作
ら
れ
た
遺
言
に
つ
い
て
、
冒
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
イ
ギ
リ

ス
法
は
、
遺
言
の
起
草
に
お
い
て
従
う
べ
き
方
式
を
定
め
る
た
め
に
、
相
続
財
産
の
構
成
物
を
考
慮
に
入
れ
る
。
不
動
産
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ

ス
法
は
そ
の
所
在
地
の
法
に
従
っ
て
作
ら
れ
た
遺
言
し
か
有
効
と
認
め
な
い
。
動
産
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
遺
言
者
に
、
彼
の
現
住
所

地
の
方
式
、
遺
言
作
成
地
の
方
式
、
出
身
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
定
住
所
の
方
式
の
な
か
で
の
選
択
を
ま
か
せ
る
。
だ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
あ
る
不
動

産
が
問
題
と
さ
れ
る
と
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
遺
言
を
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
に
フ
ラ
ン
ス
の
方
式
を
課
す
る
こ
と
が
利
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ

う
に
起
草
さ
れ
た
遺
言
の
み
が
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
価
値
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
。
イ
ギ
リ
ス
に
在
る
動
産
が
問
題
と
さ
れ
る
と
き
は
、
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
法
に
従
っ
て
作
ら
れ
た
遺
言
は
、
遺
言
者
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
現
住
所
も
、
出
身
地
住
所
も

l
l
帰
化
イ
ギ
リ
ス
人
に

は
あ
り
う
る
こ
と
!
ー
ー
も
た
な
い
と
き
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
無
効
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
作
ら
れ
た
遺
言
の

有
効
性
を
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
観
点
に
身
を
置
い
て
し
か
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
え
よ
う
。
〔
し
か
し
〕
外
国
で
遺
言
を
す
る
こ
と
に

な
っ
た
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
を
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
遺
言
者
は
た
だ
、
外
国
の
方
式
か
本
国
の
方
式
を
選
択
す
る
と
と
が
自
由
で
、

自
分
の
し
た
こ
と
に
最
大
の
効
用
を
保
証
す
る
法
を
選
ぶ
こ
と
が
彼
の
権
限
に
属
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
専
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
と
ろ

が
、
法
は
、
明
文
の
規
定
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
に
大
巾
な
裁
量
一
評
価
の
権
能
を
ゆ
だ
ね
た
。
そ
の
と
き
は
、
裁
判
所
が
法
の
精
神
と

実
務
上
の
利
益
を
も
っ
と
も
よ
く
調
和
す
る
解
決
を
優
先
選
択
す
べ
く
探
求
す
る
の
が
全
く
自
然
で
あ
る
。

c

F
・
吋
・
の
注

l
i
五
七
行
の
短
い
注
。
眼
を
ひ
い
た
も
の
の
み
を
拾
う
。

①
破
棄
院
(
審
理
部
)
は
、
一
八
五
三
年
三
月
九
日
に
、
私
署
遺
言
に
つ
き
、
地
方
の
方
式

(
E
F
コ日一

F
E
Z
-
〔
作
成
地
外
国
法
の
方
式
〕
)

は
強
行
的

(
-
B
E
E
C〈
主
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。
本
判
決
は

-02印
吋
自
問
山
門
田
口

E
g
則
は
任
意
的
(
『
由
。
己
門
丘
三
ぬ
)
で
し
か
な
い
と
宣
言
す
る
。

と
れ
は
針
路
の
旋
固
定
o
i
s
E
0
2乙
で
あ
る
。
そ
の
聞
に
五
六
年
を
経
た
。
学
問
に
お
い
て
優
勢
で
あ
っ
た
教
義
を
裁
可
し
た
も
の
で
、
近
代

の
生
活
の
諸
要
求
と
の
調
和

(
F
R
5
0
2白
)
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
〔
フ
ラ
ソ
ス
に
お
け
る
判
例
変
更
の
一
例
と
し
て
興
味
を
覚
え
る
〕

0

①
本
件
は
以
下
に
紹
介
す
る
判
決
を
経
た
。
セ
エ
ヌ
裁
判
所
一
八
九
五
年
六
月
二
八
日
判
決
(
被
告
G
勝
訴
)
。
パ
リ
控
訴
院
一
八
九
八
年
一
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説5命

二
月
二
日
判
決
(
原
告
V
勝
訴
)
、
破
棄
院
(
審
理
部
)
一
九

O
O年
判
決
(
破
棄
申
立
許
可
)
、
破
棄
院
(
民
事
部
)
一
九

O
一
年
七
月
二
九

日
判
決
(
被
告
勝
訴
)
、
オ
ル
レ
ア
ン
控
訴
院
一
九

O
四
年
二
月
二
四
日
判
決
(
原
告
勝
訴
)
、
破
棄
院
(
審
理
部
)
一
九

O
五
年
七
月
一
一
一
日

判
決
(
破
棄
申
立
許
可
)
。
そ
し
て
本
判
決
。
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
が
判
決
す
れ
ば
第
八
回
目
と
な
る
。
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
は
パ
リ
控
訴
院
や
オ
ル

レ
ア
ン
控
訴
院
の
先
例
の
教
義
を
好
ん
で
と
る
自
由
を
有
す
る
。
も
し
、
そ
う
し
た
ら
、
ま
た
破
棄
院
に
く
る
だ
ろ
う
。
破
棄
院
は
連
合
部
で
判

決
す
る
だ
ろ
う
(
第
九
回
目
)
。
そ
し
て
破
棄
院
は
破
棄
移
送
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
移
送
を
受
け
た
控
訴
院
が
最
後
(
第
一

O
回
目
)
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
控
訴
院
は
、
法
律
(
一
八
三
七
年
四
月
一
日
法
律
)
に
よ
り
、
法
律
の
点
に
お
い
て
、
破
棄
院
の
決
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

d

無
署
名
の
注

l
l
六
八
行
。

①
本
件
ま
で
の
半
世
紀
の
間
に
こ
の
種
の
問
題
は
今
回
で
四
回
目
。
第
一
回
ル

l
ア
ン
控
訴
院
一
八
九
八
年
五
月
七
日
判
決
と
第
二
回

目
壱

2
5
裁
判
所
判
決
は
有
効
と
し
た
。
第
三
回
目
の
事
件
は
、
セ
エ
ヌ
裁
判
所
は
有
効
と
し
た
が
、
パ
リ
控
訴
院
は
無
効
と
し
、
破
棄
院
(
審

理
部
)
一
八
五
三
年
三
月
九
日
判
決
は
こ
れ
を
支
持
し
た
(
破
棄
申
立
を
許
可
し
な
か
っ
た
)
。
第
四
回
目
の
事
件
が
本
件
で
あ
る
。

①
本
件
判
決
に
影
響
を
与
え
た
の
は
∞

E仏

o
c
E
の
意
見
書
と
戸
包
忌
の
研
究

(
Q
Cロ
2
・
5
2・8
5
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
け
加
え
る

も
の
は
な
い
。
た
だ
三
点
だ
け
つ
け
加
え
よ
う
。

1
.
}
Oの
5
5
m』

円

R
E
B
則
は
他
を
補
足
す
る
規
則
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
本
国
法
を
か
、

定
住
所
の
法
を
か
、
そ
れ
と
も
裁
判
官
の
法

2
2
仏
戸

M
E
m
o
〔
判
例
法
の
こ
と
か
〕
)
を
か
。
こ
の
問
題
は
手
っ
か
ず
の
ま
ま
で
あ
る
。

2
.
本

件
判
例
に
よ
り
肯
定
さ
れ
た
原
則
で
も
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
一
九

O
四
年
の
相
続
と
遺
言
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
案
第
三
条
第
一
項

に
つ
い
て
の
、
留
保
さ
れ
て
い
た
署
名
へ
の
抵
抗
の
一
つ
の
原
因
は
消
え
る
と
、
人
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
判

例
の
か
か
る
旋
回
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
パ
リ
控
訴
院
の
一
八
五
二
年
一
二
月
二
五
日
お
よ
び
一
八
九
八
年
二
一
月
二
日
判
決
、
お
よ
び

オ
ル
レ
ア
ン
控
訴
院
一
九

O
四
年
二
月
二
四
日
判
決
は
、
す
で
に
、
明
文
の
国
際
条
約
は
行
為
の
外
的
の
方
式
に
関
し
て
は
、
属
地
位
の
原
則
に

背
く
可
能
性
が
あ
ろ
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
〔
行
為
地
法
の
属
地
性
の
強
行
は
否
定
さ
れ
任
意
説
に
至
る
こ
と
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
か
〕
。

3
0
判
例
は
つ
ね
に
ハ

l
グ
の
諸
決
定
の
高
い
教
義
上
の
価
値
に
、
そ
れ
が
、
純
粋
に
理
論
的
で
、
そ
れ
が
ま
だ
実
定
法
で
あ

る
の
で
は
な
い
場
合
で
も
、
敏
感
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
の
幸
い
な
る
変
化
を
つ
ま
る
と
こ
ろ
な
ん
の
せ
い
に
す
る
か
と
い
え
ば
、

教
義
の
影
響
だ
け
で
は
な
く
ハ

l
グ
法
の
影
響
に
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
〔
相
続
財
産
が
不
動
産
の
場
合
と
動
産
の
場
合
と
の
区
別
に
触
れ
た

と
こ
ろ
は
省
略
す
る
〕
。
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C 

ド
イ
ツ
民
法
は
当
初
か
ら
自
筆
遺
言
方
式
を
一
定
の
形
式
を
課
し
た
う
え
で
法
認
し
て
い
た
(
旧
第
一
二
三
二
条
二
号
)
。
今
日
で
も

こ
の
こ
と
に
基
本
的
に
は
変
り
な
い

証
人
の
公
証
に
よ
る
)
と
並
ん
で
認
め
ら
れ
た
点
も
変
り
は
な
い
(
第
二
三
三
条
一
号
)
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
抵
触
規
則
は
、
法
律
行
為

(
第
二
一
一
三
一
条
二
号
、
第
二
三
四
七
条
)
。
こ
れ
が
公
の
遺
専
一
一
日

(
O内向。ロ
E
n
y
o印
、
吋

g
g
B
o
z
-
公

の
方
式
は
、

そ
の
法
律
行
為
の
対
象
を
構
成
す
る
法
律
関
係
の
た
め
に
基
準
で
あ
る
と
こ
ろ
の
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
と
し
(
民
法
施
行
法

第

一
条
第
一
項
第
二
文
)
、

し
か
れ
ど
も
法
律
行
為
が
な
さ
れ
た
場
所
の
法
の
遵
守
で
十
分
と
す
る
と
定
め
る
(
同
第
二
文
)
。
同
諸
色

は
前
者
の
法
を
行
為
の
法
(
の

2
岳
民
3
5の
宮
)
と
か

(ω02mo--
∞
の
戸

E
8・
〉
3
・
戸

-H)
、
作
用
の
法
(
巧
片
付

E
H
g
g
s
c

と
か

(ω
。。吋

mo-WEE-〈
O
「
〉
ユ

-NPち
)
名
づ
け
、
後
者
の
法
を
(
行
為
)
場
所
の
法

(
Oコ
向

R
Z
)
と
名
づ
け
て
い
る

(
ω
g話。}・

F
E
-
-
〉
ス

-
Z
L
)。
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
の
遺
言
書
は
、

(
そ
の
人
が
い
ず
れ
の
法
を
選
択
し
て
遺
言
を
し
た
か
に
か
か
わ
り
な
く
。

自筆遺言の法性に関する議論について(2・完)

ω。
2
m
o
-
-
F
E
-
〉
ユ
-
口
(
同
ハ

omo})H)
行
為
の
法
に
適
合
す
る
か
行
為
地
法
に
適
合
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で
は
こ
れ
を
有
効
と

そ
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
自
筆
方
式
遺
言
の
効
力
を
認
め
な
い
こ
と
も
遺
言
の
「
方
式
」

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

の
こ
と
と
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
オ
ラ
ン
ダ
内
国
法
に
反
す
る
自
筆
遺
言
を
ド
イ
ツ
で
し
た
場
合
に
そ
の
形
式
が
ド
イ
ツ
法
に
適
合
す
る
と

き
は
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
こ
れ
を
(
方
式
上
)
有
効
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
ド
イ
ツ
人
が
ド
イ
ツ
内
国
法
に
よ
れ
ば
自
筆
遺
言
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
(
∞
の
∞

m
N
N
h
-
〉
宮
・
(
品
)
)
場
合
(
た
と
え
ば
未
成
年
)
で
も
、
自
筆
遺
言
を
許
す
外
国
で
そ
の
外
国
の
法
に
適

(
1
)
 

合
し
て
な
し
た
遺
言
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
方
式
上
有
効
で
あ
る
と
列
。
m巴
は
解
す
る
お
包
括
。
ァ

E
E
-
-
〈
C
叶
〉
三
-
N
品
(
町
内
ぬ
想
己
含
)
。

一
九
六
一
年
ー
の
ハ

l
グ
条
約
(
一
九
六
六
年
一
月
一
日
ド
イ
ツ
に
お
い
て
発
効
)
)
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
従
前
の
扱
い
を
支
持
す

る
働
き
を
し
た
と
い
え
よ
う
(
条
約
第
五
条
問
。
ぬ
巳

"
F
E
-
-

(
1
)
異
見
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
自
説
の
理
由
は
そ
こ
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

(
2
)
留
保
は
し
て
い
な
い
(
切
の
∞
|
刻
。
河
戸
切
自
門
-
S
L
吋

o
-
-
E
E
L
S
Y
ω
・

ss
。

北法48(4・77)797



"地

d 

大
英
連
合
王
国
は
、

一
九
六
三
年
一
一
月
六
日
、

ハ
l
グ
条
約
第
九
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
の
、
第
一
条
第
三
項
と
異
な
る
こ
と
を
定
め

北法48(4・78)798

ーノ、
ril/8 

る
権
利
を
留
保
し
て
、

一
九
六
一
年
ハ

l
グ
条
約
を
批
准
し
た
(
前
掲

C
E
Z
ι
Z巳
吉
ロ
印
l
叶吋
g
q
ω
2
-
o
F
E
E
-〈。
-
-
E
O噂
匂

-

H

吋
デ

口
叶
・
注

1
)
0
こ
れ
に
臆
じ
て
、

一
九
六
三
年
遺
言
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
九
六
四
年
一
月
一
日
発
効
(
第
七
条
第
二
項
)
。
出
色
与
口
之
印

自
己

E
2
0『
開
口
紅
白
足
自
己
巧
白

-
2
・品

F

E
・
〈

o
-
-
g
・u-
出
品
)
。

(
イ
)
一
九
六
三
年
、
遺
言
法
第
一
条
方
式
有
効
性
に
関
す
る
総
則

l
|
遺
言
書
は
そ
れ
が
完
成
さ
れ
た
領
域
(
窓
「
ユ
吉
司
)
に
お
い
て
、
ま
た
は

そ
の
完
成
の
も
し
く
は
遺
言
者
の
死
亡
の
時
に
お
い
て
彼
が
定
住
し
た
(
宅
街
仏

O
B
E
-
a
)
も
し
く
は
常
居
所

(
E
Z
Z包

5
m
E
g
g
)
を

も
っ
た
と
こ
ろ
の
領
域
に
お
い
て
、
ま
た
は
右
の
時
の
い
ず
れ
か
の
時
に
彼
が
国
民
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
国
家
(
己
己
主
に
お
い
て
効
力
が
あ
る

内
国
法
に
適
合
す
る
と
き
は
、
適
当
に
(
匂
吋
O
U
町
一
ユ
己
完
成
さ
れ
た
も
の
と
扱
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

g
n
a
の
閉
山
己

o
E
O
(
口

L
C∞吋
L
2
5
の
第
一
項
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
と
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
円
。
耳
目
片

O与
が
ル

l
ル
一
四

O
に
お
い
て
は

円
。
戸
口
門
司
と
な
っ
て
い
る
。

(
ロ
)
一
九
六
一
二
年
遺
言
法
第
一
二
条
方
式
の
と
扱
わ
れ
る
た
め
の
要
件

1
1
(
本
法
に
よ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
)
連
合
王
国
の
外
で
効
力
が
あ
る
法
が

遺
言
と
の
関
係
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
き
は
、
遺
言
者
が
記
述
の
さ
い
に
特
殊
の
方
式
が
遵
守
さ
れ
る
べ
し
と
す
る
、
も
し
く
は

遺
言
書
の
完
成
の
た
め
の
証
人
は
二
定
の
資
格
を
有
す
べ
し
と
す
る
、
当
該
法
の
定
め
る
要
件
は
、
当
該
法
の
規
定
が
反
対
の
趣
旨
で
あ
っ
て
も
、

方
式
の
要
件
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。
〔
こ
れ
は
、
一
九
六
一
年
ハ

l
グ
条
約
第
五
条
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
(
二
u
E
・〈
O
]
-

g
・
u
-
E
A
Y
2
2
2
)
〕。

(ハ

)U-noM刊
の
岡
山
己

o
E
C
に
付
し
た
コ
メ
ン
ト
を
紹
介
す
る
。

①
コ
モ
ン
・
ロ
ウ
に
お
い
て
は
、
不
動
産
に
関
す
る
遺
言
は
ぽ
何
回

X
5
(所
在
地
方
)
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
方
式
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず

〔
こ
れ
は
そ
の
ま
ま

E
B可
の
河
己

o
E
H
に
な
っ
て
い
る
〕
、
動
産
に
関
す
る
遺
言
は
遺
言
者
の
最
後
の
定
住
所

E
O
B
E
-
-白
)
の
法
に
よ

り
規
定
さ
れ
た
方
式
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
後
者
の
ル

l
ル
は
、
た
と
え
ば
遺
言
者
が
遺
言
完
成
後
に
定
住
所
を
変
更
し
た
り
、
定

住
所
の
国
以
外
の
国
で
致
命
の
病
に
な
っ
た
場
合
に
、
大
き
な
不
都
合
と
苛
酷
を
も
た
ら
し
た
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
は
、
遺
言
者
の
最
後
の
定
住

所
の
国
の
法
(
仏

O
B
0
2
-
n
g当
)
か
、
そ
の
(
国
の
一
法
の
抵
触
規
則
に
よ
っ
て
リ
フ
ァ
ー
さ
れ
る
法
体
系
の
自
国
法
(
仏

O
B白色
-
n
F者
)
か
の



自筆遺言の法性に関する議論について(2・完)

い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
方
式
に
従
っ
た
遺
言
を
検
認
す
る
と
と
を
許
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ウ
の
厳
格
さ
に
柔
軟
さ
を
入
れ

た
。
一
八
六
一
年
遺
言
法
は
そ
の
他
の
方
式
を
も
許
し
て
選
択
を
許
し
た
。
し
か
し
一
八
六
一
年
法
は
イ
ギ
リ
ス
国
民
に
の
み
通
用
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
上
同
法
は
条
文
作
成
が
拙
劣
で
悪
評
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
六
三
年
遺
言
法
は
こ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
(
一

O
一
二
頁
)
。

〔
遺
言
の
方
式
に
関
し
て
、
実
務
上
の
不
便
と
い
う
事
実
が
人
の
法
感
覚
を
刺
激
し
て
法
が
人
に
お
い
て
発
生
す
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
も
の
で

あ
る
〕
。

①
遺
言
者
が

A
国
に
定
住
し
、

B
固
に
常
居
所
を
有
し
、

C
国
の
国
民
で
あ
り
、
遺
言
の
完
成
の
時
と
死
亡
の
時
の
間
に
こ
の
三
つ
の
全
て
を

変
え
た
と
き
は
、
彼
は
、
彼
が
利
用
で
き
る
六
個
の

l
ー
も
し
く
は
、
違
う
国
で
遺
言
を
作
る
な
ら
ば
七
個
の

l
l
法
の
シ
ス
テ
ム
よ
り
少
な

く
な
い
縫
択
を
有
す
る
。
こ
の
こ
と
は
法
の
抵
触
に
関
す
る
限
り
方
式
の
無
効
か
ら
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
遺
言
を
救
済
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
本
法
は
、
遺
言
を
ど
ん
な
遺
言
的
な
文
書

(5巳
2
5
8門
)
も
し
く
は
行
為
(
田
口
門
)
を
も
含
む
ほ
ど
広
く
定
義
す
る
。
本
法
は
、

遺
言
者
が
完
成
し
た
遺
言
の
文
書
の
す
べ
て
が
同
一
の
法
シ
ス
テ
ム
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
件
を
含
ん
で
い
な
い
。
か
く
し
て
、

遺
言
と
六
つ
の
追
加
条
項
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
の
方
式
の
有
効
性
を
別
々
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
(
一

O
一
三
頁
)
。

※
な
に
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
法
に
ま
で
結
晶
さ
せ
た
か
。
人
の
法
感
覚
が
社
会
の
需
要
を
刺
激
と
し
て
受
け
と
め
、
リ
フ
ァ
ー
さ
れ
る
法
シ
ス
テ
ム
の

法
が
定
め
る
方
式
は
、
方
式
と
し
て
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
機
能
に
お
い
て
は
終
意
の
正
確
さ
を
保
障
す
る
に
足
る
と
認
め
ら
れ
る
点
に

お
い
て
同
じ
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
一
般
的
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

①
本
法
は
、
徹
底
し
て
、
本
法
が
認
め
る
い
ろ
い
ろ
の
シ
ス
テ
ム
の
内
国
法
を
〔
直
接
に
〕
リ
フ
ァ
ー
す
る
。
か
く
し
て
、
本
法
に
よ
り
卦
訂
さ

れ
た
法
の
シ
ス
テ
ム
の
抵
触
規
則
か
ら
右
の
も
の
以
外
の
シ
ス
テ
ム
を
リ
フ
ァ
ー
す
る
こ
と
は
排
斥
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
法
は
、
明
示
的
に
も

黙
示
的
に
も
、
遺
言
の
方
式
の
有
効
性
に
関
し
て
反
致
(
円

ggF)
の
教
義
を
も
、
動
産
に
関
す
る
遺
言
の
方
式
の
有
効
性
が
遺
言
者
の
定
住
所

の
法
に
よ
り
統
御
さ
れ
る
と
い
う
コ
モ
ン
・
ロ
ウ
の
規
則
を
も
、
廃
止
し
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
出
身
に
基
づ
く
イ
ギ
リ
ス
の
定
住
所
と

選
択
に
基
づ
く
イ
タ
リ
ア
の
定
住
所
を
も
っ
イ
ギ
リ
ス
人
が
動
産
に
関
す
る
遺
言
を
作
り
、
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
自
国
法
に
よ
れ
ば
方
式
上
有
効
で

あ
る
が
イ
タ
リ
ア
自
国
法
に
よ
れ
ば
方
式
上
無
効
で
あ
る
場
合
に
、
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
が
そ
の
遺
言
を
方
式
上
有
効
と
み
る
だ
ろ
う
こ
と
が
証

明
さ
れ
る
な
ら
ば
、
本
法
第
一
条
お
よ
び
第
六
条
第
二
項
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
イ
タ
リ
ア
法
か
ら
の
反
致
の
道
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
検
認
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
以
上
、
一

O
一
五
頁
)
。

①
い
く
つ
か
の
外
国
の
法
の
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
、
あ
る
種
の
遺
言
者
は
遺
言
を
特
殊
の
方
式
に
お
い
て
の
み
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え

北法48(4・79)799



説

ば
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
一
六
才
以
上
一
八
才
以
下
の
遺
言
者
は
公
証
人
証
書
方
式
で
の
み
遺
言
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定

は
方
式
に
関
す
る
規
定
か
能
力
に
関
す
る
規
定
か
、
大
陸
法
曹
の
間
で
長
い
間
論
争
さ
れ
た
。
本
法
第
三
条
は
こ
の
問
題
に
決
着
を
つ
け
た
(
以

上
、
一

O
一
六
頁
)

0

〔
決
着
の
っ
け
か
た
は
、
要
件
を
方
式
上
の
要
件
と
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
準
拠
法
を
探
求
す
る
に
さ
い
し
、
方

式
の
準
拠
法
を
探
求
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
方
式
の
準
拠
法
で
あ
る
も
の
に
準
拠
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と

い
う
評
価
を
基
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
方
式
の
準
拠
法
と
し
て
み
と
め
ら
れ
る
法
の
種
類
が
豊
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
〕
。

論

五

結

三五
日口

素
材
(
一
、
ニ
お
よ
び
一
ニ
)
を
分
析
整
理
(
四
)

し
て
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
法
の
発
生
の
機
序
(
し
く
み
)
を
画
い
て
み
よ
う
。

1 

予
備
的
な
前
提

自
分
の
意
思
に
よ
り
自
分
の
財
産
を
処
分
す
る
と
と
が
通
用
す
る
社
会
生
活
関
係
が
存
す
る
生
活
圏
に
お
い
て
人
が
自
分
の
死
亡
を

a 
条
件
と
し
て
自
分
の
財
産
を
処
分
す
る
意
思
が
通
用
す
る
こ
と
を
希
望
し
そ
の
需
要
が
生
ず
る
の
は
自
然
の
成
行
き
で
あ
ろ
う
。
遺
言
の
意

思
は
遺
言
者
の
死
亡
後
に
通
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
遺
言
者
の
死
亡
後
に
そ
の
意
思
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
段
が
存

す
る
こ
と
が
希
明
-
さ
れ
社
会
の
需
要
と
な
る
。

そ
の
手
段
と
し
て
、
遺
言
書
が
存
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も
こ
れ
も
ま
た
自
然
の
成
行
き
で
あ

ろ
う
。ハ

パ
以
の
遺
言
に
つ
い
て
、
破
棄
院
一
九
五
九
年
四
月
二
一
日
判
決

(
U色

-2・
呂
町
∞
い
M
M
)

を
紹
介
し
て
お
く
。

事
実
|
|
フ
ラ
ン
ス
人
口
三
応
ロ
ペ
一
九
四
一
年
に
、
妻
に
全
財
産
に
つ
き
号

E
己
C
ロ
骨
て
己

E
g
a曲
目
忘
(
包
括
贈
与
)
を
し
た
。
妻
は

一
九
三
九
年
以
来
、

C
の
情
婦
で
あ
り
、
こ
れ
が
フ
ラ

γ
ス
の
〔
第
二
次
大
戦
終
了
に
よ
る
〕
解
放
ま
で
続
い
た
。
妻
は
そ
の
間
に
夫
の
武
器
所
持

を
ド
イ
ツ
人
ら
に
資
告
し
て
い
た
。
ロ
え
み
ロ
σ
は
ド
イ
ツ
箪
に
捕
え
ら
れ
、
死
刑
の
宣
告
を
受
け
た
が
、
一
二
年
の
禁
銅
重
労
働
に
減
刑
さ
れ
、
一

北法48(4・80)800



ドl筆遺言の11;性に関する議論について(2・完)

九
四
五
年

ω
5
σ
E
-
m
刑
務
所
(
ド
イ
ツ
)
で
チ
フ
ス
で
死
亡
し
た
。
死
ね
六
日
前
に
は
書
く
力
を
失
っ
て
い
た
。
同
じ
一
房
に
N
O
B℃
O

ヨ
R
N
が
い
た
。

D
は
Z
に
房
内
で
、
終
意
と
し
て
、
妻
は
相
続
し
な
い
こ
と
、
す
べ
て
の
自
分
の
財
産
は
自
分
の
両
親
に
帰
す
る
こ
と
、
を
欲
す
る
と
表
明
し
た
。

こ
の
事
実
に
つ
き
、

Z
は
、
元
捕
虜
省

(
B
E
E
p
g
仏

om
〉
ロ
立
。
ロ
印
匂
ユ
印
C
D
ロ
5
3
)
の
担
当
官
に
証
言
書
(
白
円
円

g
g
z。
ロ
)
を
提
出
し
、
こ
れ
は

受
理
さ
れ
た
。

D
の
妻
は
、
一
九
四
九
年
七
月
二
一
日
、
配
偶
者
密
告
者
と
し
て
、
メ
y

ツ
の
軍
事
裁
判
所
で
、
敵
へ
の
内
通
の
か
ど
で
、
一

O
年

の
強
制
労
働
と
二

O
年
の
滞
在
禁
止
に
処
せ
ら
れ
た
。
が
、
一
九
五
二
年
五
月
二
日
の
デ
ク
レ
に
よ
り
恩
赦
を
受
け
た
。

D
の
母
下
目
『
O
ユ

は

D
の
妻
を
訴
え
、
妻
を
相
続
か
ら
廃
除
す
る
口
頭
遺
言
の
有
効
確
認
と
前
の
遺
言
の
取
消
を
求
め
た
。
第
一
審
請
求
認
容
。

パ
リ
控
訴
院
控
訴
棄
却
。
破
棄
申
立
棄
却
。

破
棄
申
立
理
由
か
ら
1
|
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
九
九
九
条
は
フ
ラ
ン
ス
人
に
外
国
に
お
い
て
は
そ
の
国
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
公
証
の
方
式
に
よ
っ
て

し
か
遺
言
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
公
証
の
保
証
の
な
い
口
頭
の
遺
言
は
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
公
序
に
反
す
る
。

破
棄
申
立
棄
却
判
決
理
由
か
ら
|
|
t
控
訴
院
は
、
戦
争
捕
虜
、
人
質
、
ナ
チ
迫
害
犠
牲
者
に
関
す
る
地
方
の
法

(
]
o
u
r
s
-
o
m
)
の
明
文
を
考

慮
に
入
れ
て
、
係
争
の
意
思
表
明
を
形
式
に
お
い
て
公
証
の
も
の
で
か
つ
正
常
の
も
の

Z
E
Y
g己
告
5
2
5
m
c
-
5
5
3
E
ゲ
コ
H5)
と
考
え

る
に
至
っ
た
。
外
国
法
に
つ
い
て
の
か
か
る
〔
控
訴
院
の
〕
解
釈
は
至
高
の
も
の
(
印
。
C
〈

E
5
0
)
〔
制
度
上
そ
れ
に
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で

き
な
い
〕
で
あ
る
。
か
か
る
法
の
本
件
へ
の
適
用
は
、
事
案
の
諸
状
況
(
口

R
B
E
E
S白
出
)
に
か
ん
が
み
、
主
張
さ
れ
た
公
序
に
反
す
る
も
の
で
は

な
い
。
。
戸
同
町
芯
ロ
O

が
置
か
れ
た
状
況
(
印

-EEZ。
ロ
)
は
前
記
諸
法
、
が
予
定
し
た
状
況
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
控
訴
院
は
黙
示
的
に
認
め
た
。

こ
の
認
定
も
控
訴
院
の
至
高
の
機
能
に
属
し
、
し
か
も
必
然
の
認
定
で
あ
る
。

コ
メ
ン
ト
|
|
本
件
に
つ
き
、
裁
判
所
は
、
法
性
論
議
を
し
て
い
な
い
。
本
件
の
よ
う
な
遺
言
に
つ
い
て
、
「
能
力
は
本
国
法
に
よ
る
」
と
「
方

式
は
行
為
地
法
に
よ
る
」
の
い
ず
れ
が
選
択
さ
れ
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
の
論
議
を
し
て
い
な
い
。
遺
言
の
国
際
的
効
力
に
つ
い
て
は
も
と
も
と
右
の

よ
う
な
論
議
を
し
な
く
て
す
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

b 

遺
言
が
あ
っ
た
と
き
は
遺
言
者
の
死
亡
に
よ
り
遺
言
者
の
終
意
が
効
果
を
表
す
と
い
う
ル

l
ル
が
人
の
生
活
関
係
を
統
御
す
る
も
の

北法48(4・81)801

と
し
て
発
生
す
る
。
こ
れ
は
自
然
の
成
行
き
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
相
当
の
確
率
を
も
っ
て
人
の
真
実
の
終
意
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
遺

そ
の
内
容
ど
お
り
の
遺
言
意
思
が
あ
っ
た
と
す
る
と
い
う
ル

l
ル
を
伴
う
。

か
く
し
て
、
ど
う
い
う
方
式
の
遺

一
一
一
日
者
が
存
在
す
る
と
き
は
、



説

言
書
が
存
在
す
れ
ば
足
り
る
か
と
い
う
問
題
が
そ
こ
に
存
す
る
に
至
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
れ
の
方
式
の
遺
言
書
が
存
在
す
る
と
き
は
(
反

王子A
d岡

証
な
き
限
り
)

の
効
力
を
生
ず
る
と
い
う
ル

l
ル
が
成
立
す
る
。
相
続

そ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
意
思
は
真
正
の
終
意
(
と
推
定
さ
れ
そ
)

に
関
係
す
る
遺
言
に
つ
き
法
が
一
定
の
方
式
を
要
件
と
し
て
課
す
る
根
拠
は
な
に
か
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
し
い
説
明
は
目
白
丘
買
に
譲
る

(
ω
0
0門

mo--
切の∞
L
H
〉
戸
出
・
・
回
同
ロ
【
山
ア
出
∞
N
w

〈
O
吋

ゆ

N
N
N匂
(
目
白
司
門
目
。
門

)
L
)

。

注
遺
言
書
は
遺
言
の
外
形
で
あ
り
遺
一
言
意
思
の
外
的
表
現
で
あ
る
。
遺
言
意
思
(
遺
言
の
内
容
で
あ
る
処
分
意
思
と
遺
言
を
す
る
意
思
)
を
社
会
関

係
に
お
い
て
通
用
す
る
も
の
と
す
る
に
は
遺
言
者
が
死
後
に
遺
し
た
遺
言
書
か
ら
遺
言
者
の
真
意
を
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
が
「
外
形
」
が
も
っ
働
き
で
あ
る
。
「
外
形
」
か
ら
真
意
を
推
測
す
る
の
は
経
験
則
の
作
用
で
あ
る
。
「
外
形
」
の
成
立
の
手
続
が
遺
言
者
の

真
意
を
反
映
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
そ
の
判
断
も
経
験
則
に
依
存
す
る
。
そ
し
て
、
人
の
経
験
則
は
人
の
社
会
生
活
圏
に
よ
り

異
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
経
験
則
は
人
の
社
会
生
活
上
の
経
験
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

C 

遺
言
の
方
式
の
法
に
よ
る
定
め
は
国
二
定
の
社
会
生
活
圏
)

に
よ
り
一
様
で
は
な
い
。
あ
る
社
会
生
活
圏
に
適
し
た

(
H
遺
言
書
と

し
て
安
心
し
て
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
)
方
式
が
と
う
ぜ
ん
に
他
の
社
会
生
活
圏
に
適
す
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
当
該
社
会
生
活
固
に

お
け
る
民
情
、
習
慣
等
々
が
そ
こ
に
お
い
て
適
す
る
方
式
を
生
み
出
す
の
が
自
然
の
成
行
き
で
あ
ろ
う
。

注
遺
言
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
方
式
の
種
類
と
ど
の
方
式
に
も
共
通
の
方
式
(
日
付
、
作
成
場
所
、
署
名
な
ど
)
を
区
別
し
て
観
察
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
ろ
う
。

遺
言
の
方
式
の
判
定
は
法
政
策
的
(
「

R
E
S
o
-
E岳・

E
R門

同

2
・
F
E
・)

そ
の
方
式
が
使
い

の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
国
民
に
と
っ
て
、

や
す
い
、
そ
の
方
式
で
作
成
す
る
こ
と
が
廉
価
で
あ
る
、
そ
の
方
式
に
適
合
し
て
お
れ
ば
そ
れ
だ
け
に
よ
っ
て
終
意
の
証
明
に
役
立
つ
、

の
方
式
は
守
ら
れ
や
す
い
、
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
制
定
の
狙
い
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
(
四
ロ

b
注
2
破
棄
院
判
決
b

旬
。
宮
町
①
参
照
)
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オ
ラ
ン
ダ
で
自
筆
方
式
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
自
筆
方
式
が
オ
ラ
ン
ダ
で
は
右
の
狙
い
に
役
立
た
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
自
筆
方
式
の
要
素
と
し
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
形
式
的
に
厳
格
で
あ
っ
た
の
で
、
無
効
の
自
筆
遺
言
が
多

発
し
、
こ
れ
を
実
質
的
に
有
効
と
み
る
判
例
の
努
力
も
十
分
に
効
を
奏
せ
ず
、
一
九
三
八
年
の
遺
言
法
、
一
九
五
三
年
の
法
律
統
一
法

一
九
六
九
年
の
書
証
法
(
切

2
呆
戸
口
含
E
m
o
g
G
)
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
小
さ
な
形
式
的
暇
庇

。
⑦
印
一
明
日
口
町
の
)
、

に
よ
り
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
出
向
乱
。
ァ

m
N
N
合
-
H
?
?
〈
O
円

ゆ

N
N
N
ω
-
H
j
め
)
。
自
筆
方
式
は
こ

れ
に
課
す
る
方
式
に
よ
っ
て
は
守
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
こ
と
を
オ
ラ
ン
ダ
は
懸
念
し
て
、
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

れ
に
せ
よ
、

い
ず

オ
ラ
ン
ダ
国
民
の
自
筆
方
式
に
対
す
る
反
躍
が
社
会
的
現
実
と
し
て
存
在
し
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
が
自
筆
遺
言
を
法
制
度
と

す
る
こ
と
を
妨
げ
た
と
思
わ
れ
る
。

自筆遺言の法性に関する議論について(2・完)

遺
言
を
書
面
で
す
る
習
慣
に
基
づ
き
、
そ
の
形
式
を
法
定
し
て
、
遺
言
が
法
制
度
化
さ
れ
た
。
法
制
度
の
遺
言
書
に
は
、
公
正
証
書
遺

言
、
自
筆
遺
言
そ
の
他
の
種
類
の
方
式
が
考
案
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
遺
言
を
書
面
化
す
る
目
的
の
実
現
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
遺
言

d 書
は
書
面
の
方
式
が
ど
う
で
あ
れ
人
の
終
意
処
分
が
外
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
人
の
終
意
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
方
式
に
種
々
の
形
式
を
法
が
要
求
し
た
の
は
、
こ
の
推
測
が
確
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
お
よ
び
そ

の
他
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
自
筆
遺
言
方
式
を
あ
る
国
の
法
が
否
定
す
る
場
合
に
、
そ
の
理
由
は
自
筆
で
あ
る
こ
と
自
体
に
あ
る
の
で

は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
筆
方
式
を
そ
の
国
の
人
々
が
効
果
が
あ
が
る
し
か
た
で
使
い
こ
な
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
は
ず
で

そ
れ
が
法
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
人
の
社
会
生
活
に
お
い
て
、
そ
れ
か

ら
確
実
に
人
の
終
意
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
自
筆
遺
言
を
す
る
こ
と
に
人
が
馴
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
に
そ
の
効
力
を
承
認

あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

す
る
法
感
覚
が
発
生
し
、
制
定
法
が
こ
れ
を
制
度
に
ま
で
結
晶
さ
せ
る
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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説t命

財
産
を
処
分
す
る
意
思
は
、
意
思
に
基
づ
く
財
産
の
処
分
を
認
め
る
国
(
社
会
生
活
圏
)
な
ら
ば
ど
の
固
に
お
い
て
も
、
通
用
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
死
後
に
効
果
を
生
ず
る
処
分
意
思
の
外
形
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
は
ど
こ
の
国
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
と
は

2 限
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
遺
言
の
方
式
の
違
い
が
終
意
の
普
遍
的
通
用
の
障
害
と
な
る
。
人
の
生
活
活
動
の
拡
が
り
の
障
害
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
遺
言
者
が
現
に
存
在
す
る
地
に
お
い
て
有
効
に
遺
言
を
す
る
便
宜
が
供
与
さ
れ
る
社
会
的
需
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
需
要
に
応
ず
る
方
法

は
、
ま
ず
、
自
国
以
外
の
地
で
自
国
の
方
式
で
し
た
遺
言
も
自
国
以
外
の
地
で
そ
の
地
の
方
式
で
し
た
遺
言
も
、
自
国
で
は
有
効
と
扱
わ
れ

る
こ
と
で
あ
っ
た
。

注
作
業
仮
設
と
し
て
、
甲
国
に
お
い
て
は
公
正
証
書
方
式
し
か
通
用
せ
ず
、
乙
国
で
は
、
自
筆
方
式
し
か
通
用
せ
ず
、
丙
国
で
は
第
三
者
筆
記
二
人

の
証
人
の
立
会
署
名
の
方
式
し
か
通
用
し
な
い
と
す
る
e

人
の
終
意
は
、
そ
れ
が
正
常
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
か
一
国
の
方
式
で
遺
言
蓄
を

作
成
し
た
の
で
は
、
他
の
二
国
に
お
い
て
は
、
通
用
し
な
い
。
こ
れ
が
通
用
す
る
と
す
る
な
ら
ば
そ
こ
に
法
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
通
用
す
る
に
至

る
過
程
は
法
の
生
成
の
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

甲
国
に
お
い
て
、
自
筆
方
式
と
公
正
証
書
方
式
を
認
め
、
甲
国
人
が
乙
国
で
乙
国
式
の
公
正
証
書
方
式
に
よ
り
遺
言
を
し
た
と
き
は
、

(
l
)
 

そ
の
甲
国
で
の
通
用
を
認
め
る
と
す
る
例
が
あ
る
(
フ
ラ

γ
ス
民
法
第
九
九
九
条
)
σ

こ
れ
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
遺
言
は
甲
国
と
乙
国
の

双
方
に
お
い
て
通
用
す
る
。
前
述
の
障
害
の
一
部
が
除
か
れ
る
。
こ
れ
は
社
会
の
需
要
が
そ
う
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
(
ニ

2
b
①
、
四
日

b
)
。

3 し
か
し
、

そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
た
も
の
は
、
公
正
証
書
方
式
で
あ
れ
ば
甲
国
式
の
そ
れ
で
あ
れ
乙
国
式
の
そ
れ
で
あ
れ
そ
の
機
能
に
差
が

な
い
か
ら
甲
国
に
お
い
て
通
用
す
る
こ
と
に
差
支
え
な
い
と
い
う
実
態
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
実
態
の
土
壌
に
、
遺
言

者
が
そ
の
現
に
在
る
地
に
お
い
て
そ
の
地
に
お
い
て
通
用
す
る
公
証
の
証
書
の
遺
言
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
そ
の
遺
言
警
は
遺
言
者
の
本

国
に
お
い
て
通
用
す
る
と
い
う
ル

l
ル
が
発
生
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
ル

l
ル
を
含
む
よ
り
一
般
的
な
そ
れ
だ
け
に
よ
り
抽
象
的
な
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自筆遺言の法性に関する議論について (2・完)

ル
ー
ル
の
型
、
が
フ
ラ

γ
ス
に
お
け
る
『
の
己
印
円
。

m
x
R
E
B
則
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
国
に
よ
り
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
で
は

(
2
)
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
古
く
か
ら
の
国
際
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
甲
国
人
(
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
人
)
が
乙
国
(
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
)
で
乙
国
式
の
自
筆
証
書
(
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
第
二
二
四
七
条
)
に

よ
り
遺
言
を
し
た
と
き
も
、
形
式
的
に
は
、
同
じ
型
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
九
九
九
条
は
、
フ
ラ
ン
ス
式
(
民
法
第
九
七

O
条
)
の

自
筆
証
書
を
要
求
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
民
法
第
二
二
四
七
条
の
方
式
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
九
七

O
条
の
方
式
と
を
評
価
上
同
じ
に
み
る
か
み
な
い

か
の
問
題
が
あ
ろ
う
。
外
国
式
の
自
筆
証
書
を
も
許
す
よ
う
な
ル

l
ル
が
生
成
す
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
具
体
の
事
案
に
つ
い
て
、
こ
の
抽
象
的
な

-
2
5
5
m広
田
口

E
B
則
を
適
用
す
べ
き
か
と
い
う
視
点
を
出
発
点
と
し
て
、

法
判
断
を
下
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

-
o
n
g
g
m
t
R
E自
則
の
射
程
は
ど
の
範
囲
か
に
つ
い
て
併
せ
て
判
断
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。

甲
国
に
お
い
て
、
自
筆
方
式
と
公
正
証
書
方
式
を
認
め
、
甲
国
人
が
乙
国
で
甲
国
式
の
自
筆
方
式
に
よ
り
遺
言
を
し
た
と
き
に
、
そ
の

(
1
)
 

甲
国
で
の
通
用
を
認
め
た
と
す
る
例
が
あ
る
(
フ
一
フ

γ
ス
民
法
第
九
九
九
条
)
。
こ
の
例
に
お
い
て
は
、
乙
国
に
お
い
て
は
自
筆
遺
言
が
そ

4 も
そ
も
無
効
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
問
題
が
生
ず
る
。
同
一
人
の
自
筆
遺
言
が
甲
園
で
は
通
用
す
る
が
乙
国
で
は
通
用
し
な
い
事
態
は
な
く

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
法
感
が
生
ま
れ
た
。
人
の
終
意
は
ど
こ
の
固
に
お
い
て
も
通
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
法
感
が
基
礎
に
存
す
る

は
ず
で
あ
る
。

(
1
)
つ
ま
り
、
甲
国
人
が
ど
こ
で
甲
園
式
の
遺
言
を
し
よ
う
が
、
甲
国
で
は
そ
の
遺
言
は
通
用
す
る
。
こ
れ
は
と
う
ぜ
ん
の
原
別
で
あ
る
。

(
2
)
乙
国
人
の
自
筆
遺
言
は
甲
国
に
お
い
て
は
有
効
で
あ
っ
て
も
乙
函
に
お
い
て
は
無
効
で
あ
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
と
い
う
評
価
も
あ
り
え
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
の
社
会
生
活
行
動
の
効
果
が
異
な
る
社
会
生
活
圏
の
双
方
に
ま
た
が
っ
て
生
ず
べ
き
こ
と
が
社
会
の
発
展
に
伴
い
希
望
さ
れ

る
と
、
同
一
人
の
自
筆
遺
言
の
効
力
は
普
遍
的
で
あ
る
べ
し
と
さ
れ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
乙
国
人
の
乙
闘
で
の
自
筆
遺
言
が
無
効
で
あ
る
こ
と
は
、

乙
国
人
の
甲
国
で
の
自
筆
遺
言
も
ま
た
無
効
で
あ
り
、
こ
の
無
効
は
甲
固
に
お
い
て
も
貫
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
と
、
甲
国
で
許
さ
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説

れ
る
が
ゆ
え
に
甲
国
に
お
い
て
有
効
な
自
筆
遺
言
は
、

変
り
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
と
は
両
立
し
な
い
。

乙
国
人
が
し
た
遺
言
に
つ
い
て
も

乙
固
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
と
貫
か
れ
る
べ
き
で
、

論

5 

こ
の
法
感
は
、
右
遺
言
が
乙
国
で
は
通
用
し
な
く
て
も
甲
国
で
は
通
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
誘
う
。

乙
国
で
も
通
用
す
る
と

つ
い
で
、

い
う
こ
と
に
誘
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
他
国
で
遺
言
を
す
る
と
き
、
自
国
の
方
式
で
遺
言
を
す
る
手
続
上
の
手
段
が
存
す
る
と
き
は
そ
れ

に
よ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
な
い
と
い
う
評
価
に
よ
り
、
甲
国
(
自
国
)

で
通
用
す
る
こ
と
が
ル

l
ル
に
な
っ
た
。

」
の
ル

i
ル
は

日

o
n
g
円

om止

R
E
B
の
適
用
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
。

注
そ
の
フ
ラ
ン
ス
的
論
理
的
武
装
は
、
人
は
そ
の
本
国
法
に
よ
り
遺
言
を
す
る
の
が
原
別
で
あ
る
か
ら
、

-
o
n
5
8
m
z
R
E
S
は
行
為
地
の
法
に

よ
り
遺
号
一
口
を
す
る
こ
と
の
便
宜
を
供
与
す
る
例
外
で
あ
り
、
こ
の
例
外
は
公
証
の
一
証
書
に
よ
る
遺
言
の
場
合
の
た
め
の
例
外
で
あ
る
か
ら
、
例
外

は
広
く
認
め
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
自
筆
遺
言
に
つ
い
て
は
原
則
に
戻
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
(
四
ロ
b
注

(
2
)

∞E己
0
5ロ
意
見
参
照
)
。

6 

甲
国
人
が
乙
国
で
甲
国
で
は
通
用
す
る
が
乙
国
で
は
通
ほ
し
な
い
方
式
で
遺
言
を
し
た
場
合
に
乙
国
で
も
通
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ

た
。
乙
国
人
に
つ
い
て
も
、
甲
国
で
乙
国
で
は
通
用
す
る
が
甲
国
で
は
通
用
し
な
い
方
式
で
遺
言
を
し
た
場
合
に
甲
国
で
も
通
用
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
人
が
そ
の
本
国
法
の
方
式
に
よ
り
遺
言
を
し
た
と
き
は
そ
の
効
力
は
ど
の
国
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ル

l
ル
が
成
立
す
る
。
人
が
そ
の
本
国
法
の
方
式
に
よ
り
遺
言
を
す
る
の
が
人
に
も
っ
と
も
期
待
し
う
べ
き
こ
と
で

あ
る
と
い
う
評
価
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
四

m
b
参
照
)
。
甲
国
裁
判
所
が
、
甲
国
で
甲
国
人
が
甲
国
で
通
用
し
な
い
乙
国
方
式
で
し
た
遺

言
を
無
効
と
す
る
こ
と
と
、
甲
国
で
乙
国
人
が
甲
国
で
通
用
し
な
い
乙
国
方
式
で
し
た
遺
言
を
有
効
と
す
る
こ
と
は
矛
盾
で
は
な
い
。
人
は
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そ
の
本
国
法
の
方
式
で
遺
言
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
す
る
点
で
相
通
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と

が
ル

l
ル
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
は
、
甲
国
方
式
と
乙
国
方
式
と
は
方
式
と
し
て
概
念
上
は
異
な
る
け
れ
ど
も
遺
言
の
安
全
確
実
を
担
保
す

る
点
で
は
甲
乙
つ
け
難
い
と
い
う
基
礎
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
(
四
ロ

b
注

(
2
)
切

2仏

C
C
E

意
見
参
照
)
。
こ
う
い
う
こ
と
が
な
い
と

き
は
、
甲
国
裁
判
所
は
、
乙
国
方
式
の
遺
言
が
甲
国
に
お
い
て
通
用
す
る
こ
と
に
臨
時
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
(
前
掲
破
棄
院
一
九
五
九
年
四

月
二
一
日
判
決
の
事
件
に
お
け
る
破
棄
申
立
理
由
か
ら
を
参
照
。

-a注
)
。

自筆遺言の法性に関する議論について(2・完)

注
遺
一
一
一
口
が
社
会
生
活
に
お
い
て
通
用
す
る
に
は
遺
言
が
遺
言
書
と
い
う
外
的
形
式
を
も
つ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
遺
言
書
が
十
分
に
遺
言
者
の
員

意
を
表
明
す
る
も
の
と
受
け
と
ら
れ
る
に
は
遺
言
書
が
当
該
真
意
を
証
明
す
る
力
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
遺
言
警
の
成
立
の
手
続
で
あ
る

「
方
式
」
は
こ
の
証
明
力
を
も
つ
こ
と
が
そ
の
重
要
な
目
的
で
あ
る
。

公
正
証
書
方
式
、
自
筆
方
式
、
イ
ギ
リ
ス
法
方
式
、
そ
れ
ぞ
れ
方
式
は
異
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
な
り
に
真
意
の
安
全
確
実
な
表
現
の
方
法
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
を
法
制
度
と
す
る
か
は
法
政
策
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
わ
れ
る

(
I
C
)
。

し
か
し
、
当
該
社
会
の
社
会
生
活
に
板
づ
い
て
い
た
も
の
な
い
し
は
根
づ
く
で
あ
ろ
う
も
の
を
基
礎
と
し
て
政
策
が
定
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
法
に
よ

り
な
に
を
強
制
的
の
も
の
と
す
る
か
と
、
そ
れ
が
真
意
を
表
現
す
る
も
の
か
は
区
別
さ
れ
る
。
真
意
を
表
現
す
る
も
の
の
な
か
か
ら
、
当
該
社
会
に

定
着
す
る
種
類
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
遺
言
書
が
記
載
内
容
が
真
意
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
力
は
経
験
則
を
基
と
す
る
。
証
明
は
ひ
と
つ
の
推
定
で
あ
り
、
推
定
は
経
験

則
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
生
活
関
係
が
個
々
の
社
会
生
活
圏
を
超
え
て
広
が
り
を
見
せ
て
行
く
に
伴
い
、
人
の
経
験
は
豊
か
に

な
り
、
同
じ
経
験
則
を
も
っ
人
の
範
囲
が
拡
が
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
則
が
国
際
性
を
帯
び
る
。
右
に
あ
げ
た
三
種
の
遺
言
方
式
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の

社
会
生
活
圏
(
圃
)
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
(
ど
ん
な
反
証
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
多
少
違
う
程
度
の
)
証
明
カ
を
認
め
ら
れ
る

と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
六
一
年
ハ

i
グ
条
約
の
成
立
の
基
礎
に
こ
の
よ
う
な
実
態
が
存
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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説論

人
が
そ
の
本
国
の
法
の
方
式
に
よ
り
遺
言
を
す
る
の
は
、
そ
の
方
式
で
し
て
き
た
慣
習
が
ル

l
ル
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
(
四
ロ
b
注

(
2
)
閃

E乱

o
c
E
意
見
参
照
)
。
人
が
社
会
の
秩
序
に
服
す
る
の
は
そ
の
社
会
で
生
き
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
社
会

7 で
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
実
質
の
こ
と
で
あ
っ
て
形
式
の
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
乙
国
に
国
籍
を
有
す
る
乙
国
人
が
甲
国
に
永
住
す

る
と
き
、
彼
は
甲
国
社
会
に
実
質
的
に
生
き
る
の
で
あ
り
、
甲
国
社
会
の
秩
序
に
私
的
の
こ
と
に
つ
い
て
は
服
す
る
の
で
あ
る
(
前
掲

切
回
己
仏

O
Eロ
⑦
参
照
)
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
甲
国
社
会
に
お
い
て
乙
国
人
が
そ
の
本
国
法
に
叶
う
行
為
を
す
る
こ
と
を
と
う
ぜ
ん
に
妨

げ
る
も
の
で
は
な
い
(
前
掲
∞

g号
巳
ロ
⑥
、

P)宮
町
⑤
参
照
)
。
甲
国
社
会
の
秩
序
が
阻
害
さ
れ
な
い
(
前
掲

ω
E号
巳
ロ
⑫
、
可
。
-
I目
的

⑤
参
照
)
限
り
、
そ
の
自
由
。
か
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
人
は
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
人
の
社
会
生
活
関
係
に
お
い
て
人
に
法
が
存
す
る
。
社
会
で
生
き
る
こ
と
は
社
会
生
活
関
係
に
在
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
社
会
で

生
き
る
こ
と
は
そ
の
社
会
生
活
関
係
の
当
事
者
で
あ
る
人
に
存
す
る
法
に
拘
束
さ
れ
る
(
法
秩
序
に
服
す
る
)
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

8 

自
筆
遺
言
な
い
し
は
そ
の
禁
止
の
法
性
の
決
定
が
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
自
筆
遺
言
を
許
す
甲
国
の
裁
判
所
が
、
白
筆
遺
言
を
禁
止
す
る

乙
国
の
国
民
が
甲
国
で
し
た
自
筆
遺
言
を
有
効
と
認
め
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
き
っ
か
け
に
も
っ
た
。
能
力
(
等
)

の
こ
と
か
方
式
の
こ

と
か
と
い
う
形
で
論
議
さ
れ
た
。
能
力
の
こ
と
だ
か
ら
本
国
法
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
、
本
国
法
に
よ
れ
ば
無
効
で
あ
る
か
ら
甲
固
に
お
い
て

も
無
効
で
あ
る
と
議
論
さ
れ
た
。
反
対
に
、
方
式
の
こ
と
だ
か
ら
行
為
地
法
に
よ
る
こ
と
に
な
り
、
行
為
地
法
に
よ
れ
ば
有
効
で
あ
る
か
ら

(
行
為
地
で
あ
る
)
甲
国
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
と
議
論
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
無
効
と
評
価
す
べ
き
だ
か
ら
能
力
の
こ
と
に
当
た
る
、
有
効

と
評
価
す
べ
き
だ
か
ら
方
式
の
こ
と
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
よ
う
な
法
性
決
定
の
議
論
の
過
程
の
な

か
に
、
実
質
的
に
、
右
の
よ
う
な
遺
言
の
有
効
無
効
を
定
め
る
ル

l
ル
が
人
の
心
の
中
に
生
成
し
て
き
た
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
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自筆遺言の法性に|刻する議論について(2・完)

注
乙
国
人
が
甲
国
に
お
い
て
乙
国
に
お
い
て
は
そ
の
禁
止
に
よ
り
通
用
し
な
い
が
甲
国
に
お
い
て
は
通
用
す
る
遺
言
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
遺
言
は

甲
国
に
お
い
て
は
通
用
す
る
と
い
う
ル

i
ル
の
成
立
は
人
の
一
切
の
環
境
を
考
慮
に
入
れ
た
(
切
R
B
R
〈
・

m，
5
2
5ロ
(
四
四
C
)
、
切

E門
田

C

E
ロ

意
見
(
四
ロ
b
注
2
)
)
と
こ
ろ
の
則
物
的
な
評
価
を
経
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
視
点
か
ら
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な

遺
言
は
能
力
の
こ
と
か
方
式
の
こ
と
か
と
い
う
枠
組
み
を
土
俵
に
し
て
、
適
用
す
べ
き
ル

l
ル
は
い
ず
れ
の
こ
と
を
定
め
る
ル

l
ル
か
と
い
う
こ
と

を
論
ず
る
こ
と
は
「
能
力
の
こ
と
は
本
国
法
に
よ
る
」
、
「
方
式
の
こ
と
は
行
為
地
法
に
よ
る
」
と
い
う
抽
象
度
の
高
い
法
則
を
議
論
の
た
め
の
前

提
に
置
い
た
か
ら
起
き
た
現
象
で
あ
り
(
前
提
に
お
く
こ
と
自
体
は
法
実
証
主
義
的
に
は
誤
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
)
右
の
よ
う
な
事
柄
に
即
し

た
評
価
を
つ
ま
る
と
こ
ろ
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

自
筆
遺
言
を
禁
止
す
る
国
(
乙
)
に
お
い
て
は
自
筆
遺
言
は
無
効
と
さ
れ
る
。
そ
の
闘
の
国
民
が
自
筆
遺
言
を
許
す
園
(
甲
)
に
お
い
て
自
筆
遺

言
を
し
た
と
き
は
ど
う
か
。
甲
国
に
お
い
て
有
効
と
み
る
の
は
甲
国
(
社
会
生
活
圏
)
に
お
い
て
真
意
を
証
明
す
る
力
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
が
「
方
式
」
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
「
方
式
」
の
こ
と
か
「
能
力
」
の
こ
と
か
と
い
う
法
性
決
定
論
議
は
、
既
存
の
抽
象
的
な
抵

触
規
範
の
う
ち
い
ず
れ
に
よ
る
べ
き
か
と
い
う
思
考
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
乙
国
に
お
い
て
は
真
意
を
証
明
す
る
力
が
認
め
ら
れ
な
い
と

い
う
事
態
は
前
述
の
よ
う
に
な
く
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
乙
国
民
が
甲
国
で
し
た
自
筆
遺
言
は
乙
固
に
お
い
て
も
有
効
と
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
「
方
式
」
は
行
為
地
法
に
従
う
、
行
為
地
は
甲
国
で
あ
る
、
甲
国
で
は
自
筆
遺
言
が
許
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
当
該
遺
言
は
甲
国
に
お
い

て
効
力
を
有
す
る
(
従
来
の
考
え
方
)
と
い
う
に
は
及
ば
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
乙
国
で
は
ど
う
か
。
自
筆
遺
言
の
い
わ
ゆ
る
証
明
力
を
認
め
る

に
至
っ
た
と
き
は
、
自
筆
遺
言
を
禁
止
す
る
理
由
の
大
き
な
も
の
が
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
も
し
依
然
と
し
て
こ
れ
を
禁
止
す
る
と
す
れ
ば

そ
れ
は
他
の
法
政
策
的
理
由
か
ら
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
政
策
が
公
序
に
あ
た
ら
な
い
と
き
は
、
乙
固
に
お
い
て
こ
れ
を
無
効
と
す
る
こ
と

は
困
難
に
な
ろ
う
(
前
掲
破
棄
院
一
九
五
九
年
四
月
一
一
一
日
判
決

(
1
a
注
)
に
潜
む
合
理
性
の
発
展
)
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
筆
遺
言
の
禁
止
に
反
す
る
自
筆
遺
言
の
法
性
を
論
ず
る
こ
と
が
、
全
く
無
意
味
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
第
二
二
四
七
条
は
、
未
成
年
で
あ
る
者
は
遺
言
を
上
記
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
定
め
る
。
上
記
の
規

定
と
は
自
筆
で
筆
記
し
か
っ
署
名
さ
れ
た
意
思
表
明
を
許
す
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
「
方
式
」
に
つ
い
て
遺
言
す
る
「
能
力
」
を
制
限
し
た
も

の
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
学
理
上
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
法
性
決
定
の
目
的
は
、
右
の
規
定
が
、
抵
触
規

範
の
う
ち
の
ど
れ
と
連
結
す
る
か
を
定
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
も
っ
と
も
根
源
的
な
法
の
発
生
の
し
く
み
に
戻
っ
て
反
省
す

る
必
要
を
伴
う
。
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説

あ

が

き

と

論

法
は
人
に
お
い
て
発
生
す
る
。
人
は
同
じ
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
に
お
い
て
同
じ
で
な
い
法
の
芽
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
人

は
人
と
し
て
同
じ
面
を
有
す
る
。

そ
こ
で
人
々
に
お
い
て
同
じ
法
の
芽
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
が
あ
る
社
会
生
活
圏
の
法
と
な
る
。
そ
れ
は
別

の
社
会
生
活
圏
の
法
と
似
る
こ
と
も
あ
り
異
な
る
こ
と
も
あ
る
。
私
生
活
面
を
と
れ
ば
似
て
い
く
傾
向
が
み
ら
れ
よ
う
。
反
面
に
お
い
て
、

あ
く
ま
で
異
な
る
面
も
残
る
で
あ
ろ
う
。
異
な
る
原
因
は
人
の
、
民
族
の
、
遺
伝
子
(
お
よ
び
環
境
)

の
相
違
に
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
想
像
す
る
。
こ
れ
が
種
々
の
ま
さ
つ
の
(
た
と
え
ば
法
文
化
ま
さ
つ
の
)
原
因
で
あ
ろ
う
。
裁
判
に
お
い
て
も
、
経
済
・
政
治
活
動
に

お
け
る
と
同
じ
く
、
こ
の
ま
さ
つ
の
存
在
を
許
し
た
上
で
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
国
内
規
模
に
お
い
て
、
と
く
に
国
際
規
模
に
お
い
て
。

そ
の
た
め
に
は
遺
伝
子
と
法
の
発
生
と
の
関
係
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
感
触
を
も
つ
に
至
っ
た
。

し
か
し
、

一
九
九
七
年
、
傘

書

翁
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