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料

「
当
事
者
の
弁
護
人
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
、
審
判
人
は
補
充
す
べ
き

(I) 

こ
と
」
(
表
題
)

二
あ
る
者
が
訴
状
に
不
適
当
な
訴
権
を
提
示
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
訴

状
は
却
け
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
。

三
審
判
人
は
、
審
判
人
と
し
て
の
自
己
に
知
ら
れ
た
事
実
を
補
充
す
る
。

四
審
判
人
は
判
決
前
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ま
た
ど
の
時
点
で
補
充
す
べ

き
で
あ
る
か
。

弁
護
人
が
間
違
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
錯
誤
に
よ
り
訴
訟
に
お
い
て
何
か

を
述
べ
た
場
合
に
、
何
が
法
に
か
な
う
こ
と
で
あ
る
か
は
、
上
述
し
た

(n-

N

・
由
)
。
こ
こ
で
は
、
弁
護
人
が
過
少
に
述
べ
た
場
合
に
、
審
判
人
が
補
充

す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
示
す
。

資

一
そ
れ
ゆ
え
、
審
判
人
は
、
い
か
な
る
も
の
に
つ
い
て
補
充
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
、
い
か
な
る
場
合
に
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
等

を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
法
に
つ
い
て
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
表
題
の
一
般
的
文
言

か
ら
も
テ
キ
ス
ト
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、
そ
こ
で
は
特
に
、
審
判
人

は
、
法
律
お
よ
び
公
の
法
に
合
致
す
る
と
承
知
す
る
も
の
を
提
示
す
る
と

(2) 

い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
審
判
人
は
、
立
っ
て
で
は
な
く
、
座
っ
て

判
決
を
下
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
審
判
人
が
弁
護
人
の
職
務
を
引

(3) 

き
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
た
め
で
あ
る

on-N・∞・∞
-
U
円・に

あ
る
よ
う
に
。
審
判
人
は
、
有
益
な
法
律
あ
る
い
は
論
拠
(
出
荷
ロ

5
2円

E
U
)

を
訴
訟
に
も
ち
だ
す
こ
と
は
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
こ
と
を
審
判
人

は
、
訴
権
に
つ
い
て
も
な
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
が
開
始
さ

れ
、
す
で
に
部
分
的
に
審
理
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
弁
護
人
が
、
申
立
て

た
事
実
に
適
合
し
な
い
訴
権

(
E
3
g
R匹
)
)
を
選
ん
で
い
る
と
い
う
場

合
に
は
。
た
と
え
ば
、
〔
本
人
に
よ
り
〕
所
有
権
に
つ
い
て
の
訴
え
が
提
起

さ
れ
て
い
た
の
に
、
そ
の
後
、
訴
訟
の
進
行
中
に
〔
弁
護
人
が
〕
役
権
に

関
す
る
訴
え
を
提
起
す
る
場
合
の
よ
う
に
。
な
ぜ
な
ら
、
〔
弁
護
人
が
〕
役

権
に
関
す
る
訴
え
を
提
起
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
所
有
権
に
関
す
る
自
己

の
す
べ
て
の
法
日
正
し
さ
・
正
(
古
印
)
を
審
判
の
場
に
も
ち
出
し
て
〔
争

点
と
し
て
〕

(
E
-
E
E。
仏

a
R
R
S
き
た
被
護
者
〔
本
人
〕
(
己
庁
ロ
回
)

が
敗
訴
し
て
(
円
宮
田
国
包
釦

B
E
R巾
)
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
。

-
E・

(4) 

N

・
口
・
品
に
あ
る
よ
う
に
。
そ
し
て
、
審
判
人
は
、
〔
本
人
が
争
っ
て
き
た
〕

所
有
権
に
つ
い
て
、
確
認
の
宣
言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
・
印
-
H

・

(5) 

記
に
あ
る
よ
う
に
。
保
護
者
〔
弁
護
人
〕
(
唱
え

gロ
5)
が
愚
か
に
も
申

し
立
て
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
確
認
の
宣
言
を
す
べ
き
で
は
な
い
。
す

な
わ
ち
、
保
護
者
の
誤
り
が
法
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
被
護
者
が
立
ち
会

っ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
被
護
者
に
と
っ
て
予
断
と
は
な
ら
な
い
〔
被

護
者
の
不
利
益
に
な
ら
な
い
〕
(
ロ
。
ロ
胃
白
色

E
-
n
R
S。
被
護
者
が
そ
の
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誤
り
を
理
解
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
要
な
事
実
に
つ
い
て
、

被
護
者
の
立
ち
会
い
の
も
と
で
(
保
護
者
が
〕
公
然
と
申
し
立
て
る
こ
と

(
6
)
(
7
)
 

に
つ
い
て
は
、
別
で
あ
る
。
上
記
h
・N
-
H
・H
-

お
よ
び
∞
に
あ
る
よ
う
に
。

Azonis Summa in C. 2. 10 

し
か
し
、
は
じ
ま
り
か
ら
、
あ
る
者
が
事
案
に
不
適
当
な
訴
権
を
も

ち
だ
し
て
い
る
場
合
に
、
審
判
人
は
〔
訴
権
に
〕
適
合
し
な
い
一
事
案
〔
訴

訟
〕
(
吉
n
o口
内
『

Z
B印

S
5白
)
を
受
理
す
る
こ
と
も
で
き
る
o
U・
口
∞
・
「

(
8
)
 

官
・
に
あ
る
よ
う
に
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
も
、
注
意
深
い
審
判

人
で
あ
れ
ば
、
訴
権
が
事
案
に
適
合
し
う
る
か
ど
う
か
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
が
で
き
る
の
が
注
意
深
い
審
判
人
で
あ
る
。

ど
う
に
か
し
て
訴
権
が
事
案
に
適
合
し
う
る
場
合
に
は
、
審
判
人
は
訴
状

を
受
理
す
る
。
ど
う
や
っ
て
も
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
訴
状
を
却
げ
な

(

9

)

(

叩
)

け
れ
ば
な
ら
な
い
o
u
-

戸
時
-
H

お
よ
び
ロ
・
ぉ
-
M
-
M

に
あ
る
よ
う
に
。
こ

の
法
H
正
が
被
告
の
保
護
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ

は
か
ま
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
の
保
護
者
が
、
子
続
が
進
行
し
て

判
決
が
宣
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
自
ら
が
勝
つ
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
い
て
、
こ
の
法
H
正
を
主
張
し
な
い
場
合
で
も
か
ま
わ
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
「
余
は
、
余
に
種
類
物
を
一

O
個
負
っ
て
い
る
者
を
訴
え
る
。
余
は
こ

れ
を
所
有
物
取
戻
訴
権
に
よ
っ
て
請
求
す
る
」
と
い
う
場
合
は
、
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
余
が
、
余
の
土
地
を
保
持
す
る
者
を
訴
え
、
こ

の
土
地
を
、
役
権
に
関
す
る
訴
権
に
よ
り
、
あ
る
い
は
、
船
長
訴
権

zaz

a
R
a
zユ
白
)
に
よ
り
、
あ
る
い
は
、
解
除
〔
返
還
請
求
〕
訴
権

(RZ
。

円包
E
E
Zユ
由
)
に
よ
り
、
あ
る
い
は
類
似
の
訴
権
に
よ
り
請
求
す
る
場
合

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
訴
権
は
、
申
し
立
て
ら
れ
た
事
案
に
決

し
て
適
合
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
空
虚
な
訴
訟
に
自
ら
を
、
あ
る

い
は
、
当
事
者
を
留
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
審
判
人
は
、
最
も
愚
か

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
、
被
告
が
勝
訴
す
る
に
し

て
も
、
そ
れ
は
被
告
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

被
告
は
、
同
じ
事
案
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
訴
え
る
こ
と
の
で
き
る
別
の
訴

権
に
よ
っ
て
訴
求
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

被
告
が
免
責
判
決
を
う
け
る
の
は
、
事
案
〔
の
理
〕
が
余
〔
被
告
〕
に
あ

る
か
ら
で
は
な
く
、
不
適
切
な
訴
権
が
事
案
に
付
さ
れ
、
提
示
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
案
を
訴
え
る
こ
と
の
で
き
る
訴

権
に
よ
り
、
後
に
訴
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
免
責
判
決
は
効
力
を
失

う
こ
と
に
な
る
。
ち
ょ
う
ど
、
債
権
者
が
期
限
到
来
前
あ
る
い
は
条
件
成

就
前
に
訴
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
免
訴
判
決
を
受
け
る
場
合
の
よ
う
に
。
あ

る
い
は
、
被
告
が
占
有
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
免
訴
判
決
を
受
け
る
場

(
日
)

合
の
よ
う
に
o
u
-
M
0

・
r
H
ω
・
印
に
あ
る
よ
う
に
。
解
除
〔
返
還
請
求
〕
訴

(ロ)

権
に
つ
い
て
も
、

U
-
N
H
・H
・
8
・
5
に
あ
る
よ
う
に
。
さ
ら
に
、
ロ
・
ミ
-
H
・

(日
)

(

M

)

出
お
よ
び
立
に
あ
る
よ
う
に
。
し
た
が
っ
て
、
無
益
な
労
を
避
け
る
た
め

北法38(2・99)297 



料

に
、
注
意
深
い
審
判
人
は
、
こ
の
よ
う
に
不
適
当
な
も
の
と
し
て
作
成
さ

れ
た
訴
状
を
(
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
)
、
投
げ
出
し
、
破
り
、
捨
て
る
べ

き
で
あ
る
。

資

同
様
に
、
審
判
人
は
、
審
判
人
と
し
て
の
審
判
人
に
知
ら
れ
た
こ
と

に
つ
い
て
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
審
判
人
が
当
事
者
の
自

白
、
証
人
の
証
言
を
知
っ
て
い
る
の
に
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
現
実
に
行
わ

れ
た
の
と
は
異
な
る
よ
う
に
、
当
事
者
の
一
方
が
申
し
立
て
る
の
を
聞
い

た
場
合
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
申
し
立
て
の
相
手

方
が
黙
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
補
充
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
申

し
立
て
の
よ
う
で
は
な
く
、
か
の
証
人
た
ち
は
別
様
の
こ
と
、
あ
る
い
は
、

そ
れ
以
上
の
こ
と
を
陳
述
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
、
証
人
た
ち
の
陳
述
を

示
し
、
ま
た
、
誰
か
に
命
じ
て
、
そ
れ
を
読
み
上
げ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
補
充
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
審
判
人
と
し
て
で
な
く
、

私
人
と
し
て
の
審
判
人
に
、
争
点
決
定
後
の
期
間
中
に
、
知
ら
れ
た
事
実

に
つ
い
て
。
私
は
、
こ
れ
を
審
判
人
は
相
手
方
が
不
出
廷
の
場
合
に
補
充

す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
も
つ
に
い
た
っ
た
。
以
下
の
わ
・
吋
・

8
・

(

日

〉

(

日

)

N
-

吋
お
よ
び
ゎ
・
吋
-
m
N
・
ω
申
-
H

に
あ
る
よ
う
に
。
相
手
方
が
出
廷
し
て
い
る

場
合
に
は
、
こ
う
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
共
の
利
益

(
Z
E
E
Z
E
V
-

-K国
)
の
た
め
に
、
兵
士
を
訴
訟
事
務
代
理
か
ら
は
ず
す
場
合
に
は
、
相
手

方
が
沈
黙
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
補
充
す
べ
き
で
あ
る
o
U・
ω・
ω・

(

げ

)

(

凶

)

∞-
N

お
よ
び
わ
-
N
・H
N
・
吋
に
あ
る
よ
う
に
。
さ
ら
に
こ
れ
に
、
問
題
の
こ
と

が
加
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
争
点
決
定
前
に
生
ず
る
こ
と
は
、
審
判
人
の
職

務
に
関
係
な
い
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
私
人
と
し
て
の
審
判
人
に
知
ら
れ

た
こ
と
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て

は
、
(
プ
ラ

l
ケ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
は
逆
の
こ
と
を
い
っ
た
が
)
審
判
人
は
補

(
日
)

充
で
き
な
い
o
U・印・

ω-g
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
も
、
こ
の
妨
げ
と
は

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
抗
弁
に
よ
っ

て
守
ら
れ
な
く
と
も
、
す
な
わ
ち
、
悪
意
の
抗
弁
が
働
か
な
く
と
も
、
審

判
人
の
職
権
に
よ
り
十
分
に
保
護
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

北法38(2・100)298 

と
こ
ろ
で
、
審
判
人
が
補
充
す
る
時
と
そ
の
や
り
方
で
あ
る
が
、
判

決
前
で
あ
れ
ば
、
時
に
は
ど
ち
ら
か
の
当
事
者
の
弁
護
人
と
対
論
す
る
こ

と
に
よ
り
、
ま
た
時
に
は
異
議
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
時
に

は
真
実
を
尋
ね
、
質
問
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。
上
で
述
べ
た
よ
う
に
。

ま
た
、
判
決
中
で
は
、
法
律
お
よ
び
衡
平
に
合
致
す
る
判
決
を
示
す
こ
と

(
初
)

に
よ
り
、
補
充
す
る
。

n-M・
E-
ロ
ロ
・
に
あ
る
よ
う
に
。
さ
ら
に
、
判
決
後

で
も
、
時
に
は
、
こ
の
判
決
に
先
だ
つ
も
ろ
も
ろ
の
定
め
と
整
合
す
る
た

め
に
欠
け
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
補
充
す
る
。
た
と
え
ば
、
果
実
や
利
息

(
幻
)

に
つ
い
て
。

U
・お

-r
お
に
あ
る
よ
う
に
。

四



ela de dominio fuerit proposita， postea in processu causae 

proponat confessoriam nec enim cliens ob hoc debet 

amittere causam， qui in iudicio omne ius suum super dominio 

deduxit. vt ff. de excep. rei iudi. 1. si mater. 9. 

et super eo iudex debet pronunciare. vt ff. de iudi. 1. de qua 

re. non super eo， quod stulte proponit patronus cuius error 

cum sit iuris， etiam et clientulo praesenti non praeiudicat， 

cum ipsum non intelligat. Secus in eo， quod de facto prin-

cipali， praesenti cliente palam proponitur. vt supra tit. j. 1. 

j. et vltima. 2. Si vero a principio causae ineptam 

eandem. 

g

N

(
【

C
7
N
)

∞
的
税
特

actionem proponat quis， et incongruentem causam potest 

ff. si mens. fal. mod. dixe. 1. prima. ~. 

Sed tamen et hic diligens iudex considerare debet， et 

potest， an actio congruere possit causae : an non. Si potest 

aliquo modo congruere， libellum admittit. Si nullo modo 

potest， ipsum reijcere debet. vt ff. de assess. 1. prima. et de 

accu. 1. ij. licet id ius praetermittatur a patrono rei， qui scit 

ideo se victurum， si procederetur et pronunciaretur in causa. 

Quid enim si dicat， Conqueror de illo， qui debet mihi decem 

in genere， quae peto rei vendicatione. Vel， conqueror de eo， 

admittere. vt 

pnmo. 

Vt quae desunt aduocatis partium， iudex suppleat. 

Rubrica. 

Libellus， in quo quis ineptam actionem proponit， an reij. 

ciatur. 

Iudex suppleat de facto， quod notum est ei ut iudici. 

Iudex quomodo suppleat quandoque ante sententiam. 

Quid iuris sit， si aduocatus male， id est， per errorem aliquid 

in causa dicat， supra dictum est nunc autem ponit， vt 

quando minus ab aduocato dicitur， iudex suppleat. 1. 

Videamus ergo in qudbus supplere debeat， et quando， et 

Et certe supplere debet de iure : et hoc patet ex 

generalibus verbis rubricae， et text. et specialiter etiam 

dicitur proferre， quod sciat legibus， et iuri publico conuenire. 

Sedendo igitur， non stando sententiam ferat， ne officium 

aduocati sumat. vt s. de postul. 1. quisquis. bonam legem 

vel argumentum ad causam inducere poterit. Idem faciet et 

in actione， si aduocatus causa coepta et ventilata iam in 

parte， ineptam facto proposito eligit actionem : vt， si quer-

2 

3 

4 

qualiter 

2.N.υ
ロ一回
E
5
2∞
田
宮
。
同
〈



き的

(
N
C
7
N
)

∞
的
潟
特

ostendendo eorum dicta， praecipiendo alicui vt legat. 

facto autem， quod notum est ei vt priuato， non vt iudici， in 

lapsu temporis currentis post litem contest. inuenio quod 

suppleat altera parte absente. vt infra de temporis appella-

tion. 1. ij. 9. vlt. et de appellation. 1. vlt. non ita praesente， 

ea， nisi in casu， propter publicam vtilitatem repel1endo 

militem a procuratione， etiam aduersario tacente. vt ff. de 

procurat. 1. filius. 9. veterani. et j. de procura. 1. militem. 

Et huic accedit， quod dicitur ea， quae ante litem contest. 

contingunt， non pertinent ad iudicis officium quia omnia 

nota sunt ei vt priuato. In talibus ergo (licet Placent. 

De 

dixe-

rit contrarium) supplere non potest. Nec obstat， quod 

legitur ff. de petit. haered， 1. vlt. nam quod ibi dicitur， et si 

non excipiatur， id est， et si non habeat locum doli exceptio， 

satis tamen consultitur iudicis officio. 4. Supplet 

autem et ante sententiam， quandoque disputando cum vtrius-

que partis aduocatis， et quandoque opponendo， et quandoque 

quaerendo et inuestigando veritatem， vt dictum est et in 

ipsa sententia， proferendo eam legibus 

conuenientem. vt infra eodem. 1. prima. 

aequitati 

post et 

et 

Porro 

qui detinet fundum meum， quem peto confessoria， vel exer-

citoria， vel redhibitoria， vel similibus， quae nunquam possunt 

aptari rei vel causae propositae stultissimus esset iudex， si 

se， vel partes detineret in hac inani lite， in qua et si reus 

vinceret， non esset ei commodum cum super eadem re alia， 

competenti tamen actione possit conueniri nec enim ab-

soluitur， quia res non sit mea， sed quia inconueniens actio rei， 

vel causae subijcitur， vel proponitur ergo competenti pos-

tea proposita actione， cessabit effectus sententiae sicut et 

vbi absoluitur， quia creditor agit ante diem， vel conditionis 

=uentum vel vbi absoluitur reus， quia non possidet. vt ff. 

de pig. 1. grege. 9. vlt. Et de redhibitoria. vt ff. de edilit. 

edict. 1. bouem. 9. vlt. et de excusat. tuto. 1. si is， qui tres. 

et 1. cum ex oratione. Vt ergo vitetur inanis labor， diligens 

iudex libel1um ita inepte conceptum (vt dictum est) respuat， 

dilaceret， vel reijciat. 3. Item supplere debet de 

facto， quod notum est ei vt iudici. Quid， enim， sciat confes-

siones partium， testimonia testium， et ea audiat proferri ab 

aliqua partium aliter， quam sint? certe etiam altera parte 

tacente supplebit imo testes illi aliter， vel plus dixerunt， 

喜E

却眠
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K
-
w
・
ネ
ル
が
そ
の
教
授
資
格
取
得
論
文
「
早
期
学
識
法
訴
訟
手
続

に
お
け
る
審
判
人
の
地
位
に
つ
い
て
|
|
審
判
人
は
、
主
張
さ
れ
た
こ
と

に
従
っ
て
審
判
す
る
の
で
あ
っ
て
、
知
っ
て
い
る
こ
と
に
従
っ
て
審
判
す

る
の
で
は
な
い
」
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
副
題
の
格
言
で
も
示
さ

れ
て
い
る
弁
論
主
義
の
成
立
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
学
説
史
(
0
0
m
gゆロ-

m巾印
n
E
n
Z巾
)
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
過
程
で
は
、
と
り
わ

け
、
弁
論
主
義
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
、
ア
ゾ

l
が
決
定
的
意
味
を

も
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
し
た
が
っ
て
、
ア
ゾ

l
を
中
心
に
し
て
ネ
ル
の
論

(M) 

文
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

弁
論
主
義
と
の
関
連
で
重
要
な
の
は
、
前
掲
の

ω日
出
口
同
同
吉
(
U

・N

・
5

で
は
、
第
三
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
が
、
当
時
の
学
問
世

界
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
た
の
か
。
。
・
N
・
E-
己
ロ
・
を
拠
り
ど
こ

ろ
と
し
て
展
開
さ
れ
た
審
判
人
の
補
充
を
め
ぐ
る
、
諸
家
の
学
説
の
異
同

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

(
お
)

己目白血巾ロ包
Oロ
B
O
O
B
-ロ。
E
S
h
o
a
-
〈
呉
・
(
リ
}
回
目
的
・
開
・
〈
ロ

-NHH

プ
ラ
l
ケ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
は
い
う
。
弁
護
人
が
過
少
に
述
べ
た
場
合
に

は
、
審
判
人
は
、
法
に
つ
い
て
も
、
事
実
に
つ
い
て
も
補
充
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
欠
席
裁
判
手
続

(
Z
5
5
a
E
Z
B
)
が
開
始
さ

れ
た
場
合
に
は
、
審
判
人
が
欠
席
者
に
代
わ
っ
て
主
張
し
、
彼
の
役
割
を

{
m
m
)
 

補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
(
リ
・
吋

-
B・ω
P
H
や
わ
・
吋

8
・

(
初
)

N
-

叶
に
あ
る
よ
う
に
。
他
の
学
者
た
ち
は
、
法
に
つ
い
て
は
補
充
す
べ
き
だ

が
、
事
実
に
つ
い
て
は
補
充
す
べ
き
で
な
い
と
説
く
。
わ
-
M

・
5
ロ
ロ
・
ゃ
ロ
・

(
ね
)

印
・
戸
吋

P
H
に
あ
る
よ
う
に
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
姦
通
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ

た
女
の
論
拠
(
同
『
宮

5
8
E
B
)
を
引
き
合
い
に
出
す
。
こ
の
女
に
つ
い
て

主
は
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。
「
女
よ
去
れ
。
お
ま
え
を
告
訴
す
る
者
も
お
ら

ず
、
私
も
お
前
を
有
責
と
す
る
つ
も
り
は
な
い
の
だ
か
ら
(
〈
同
門

-2口
三
ぽ
円
・

(
犯
)

門H
C
5
5
5
0
2
0
E
白
n
n
g巾
ゲ
口
市
門
巾
問
。
片
巾
円
。
ロ
5
5吉
田
ず
。
)
。
」
こ
こ

か
ら
、
明
白
に
、
何
ゆ
え
審
判
人
が
事
実
に
つ
い
て
決
し
て
補
充
し
て
は

(
お
)

な
ら
な
い
か
が
導
き
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ロ
・
民
・

5
・ω
・
品
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
誰
も
訴
え
る
者
が
な
い
場
合
に
、
審
判
人
に
飢

よ
っ
て
訴
え
ら
れ
、
さ
ら
に
有
責
判
決
も
下
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
後

ω
n
H
V
 

見
人
を
保
護
す
る
た
め
の
特
別
な
も
の
だ
か
ら
だ
と
説
か
れ
る
。
ヨ
ハ
ネ
別

ス
・
パ
ツ
ス
ィ
ア

l
ヌ
ス
は
、
事
実
に
つ
い
て
も
法
に
つ
い
て
も
審
判
人
誌

は
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
事
実
に
つ
い
て
は
、
山
川



料

ど
の
よ
う
な
方
法
で
誰
に
よ
っ
て
事
実
が
審
判
人
に
証
明
さ
れ
た
か
を
提

示
(
田
口
諸
問
巾
)
す
る
こ
と
に
よ
り
、
と
り
わ
け
証
言
を
用
い
て
補
充
す

る
。
法
に
つ
い
て
は
、
弁
護
人
に
質
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
充
す
る
。

さ
ら
に
ヨ
ハ
ネ
ス
・
パ
ツ
ス
ィ
ア

l
ヌ
ス
は
プ
ラ

l
ケ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
が

引
き
合
い
に
出
し
た
論
拠
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
マ
ル

テ
ィ

l
ヌ
ス
は
、
審
判
人
は
民
事
に
つ
い
て
は
事
実
に
つ
い
て
も
補
充
で

き
る
が
、
刑
事
に
つ
い
て
は
補
充
で
き
な
い
と
説
き
、
姦
通
で
訴
え
ら
れ

た
女
の
論
拠
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
プ
ル
ガ

I
ル

ス
は
、
民
事
事
件
、
刑
事
事
件
と
も
に
、
審
判
人
は
事
実
に
つ
い
て
補
充

し
た
り
、
証
明
な
し
に
裁
判
し
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
た
。

訴
訟
と
い
う
も
の
が
三
人
の
主
体
に
よ
る
三
方
向
か
ら
の
行
為
で
あ
る

公

E
W
E
S
巾
民
丹
江
口

g
R
Z印
E
z
g
u巾吋印。ロ白
E
B
)
と
い
う
観
念
が

あ
り
、
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
じ
め
て
、

三
人
の
主
体
の
役
割
分
担
が
問
題
に
な
り
、
そ
し
て
、
あ
る
主
体
が
そ
の

役
割
を
果
さ
な
い
と
き
に
他
の
主
体
が
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
問

(M) 

題
に
な
る
。
当
事
者
あ
る
い
は
そ
の
弁
護
人
の
陳
述
に
不
足
が
あ
る
場
合

に
、
審
判
人
は
そ
の
不
足
を
補
充
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
こ
う
し
た
訴

訟
構
造
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
審
判
人
の
補
充
権
限
・
義
務
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
法
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
補
充
で
き
る
(
す
べ
き
)
こ
と
に
つ
い
て
は

資

争
い
が
な
か
っ
た
。
問
題
は
、
事
実
に
関
し
て
不
足
が
あ
る
場
合
に
審
判

(
お
)

人
が
補
充
で
き
る
か
で
あ
る
。
諸
家
の
争
い
を
、
時
系
列
に
し
た
が
っ
て

見
て
行
く
と
、
プ
ル
ガ
ー
ル
ス
は
、
民
事
事
件
で
も
刑
事
事
件
で
も
弁
論

主
義
を
厳
格
に
守
ろ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
論
敵
で
あ
る
マ
ル
テ

ィ
l
ヌ
ス
は
、
民
事
事
件
と
刑
事
事
件
を
分
別
し
て
、
前
者
で
は
補
充
で

き
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
補
充
で
き
な
い
と
し
た
。
そ
の
際
、
ヨ
ハ
ネ

(
お
)
(
幻
)

伝
八
・
一

O

一
一
の
「
姦
通
の
女
L

の
例
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
。

プ
ラ

l
ケ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
は
、
民
刑
両
事
件
を
分
別
す
る
こ
と
な
く
、

事
実
に
関
し
て
も
審
判
人
に
補
充
義
務
が
あ
る
と
し
た
。
そ
の
論
拠
は
、

上
訴
審
の
欠
席
手
続
に
お
い
て
、
審
判
人
が
欠
席
者
(
被
上
訴
人
)
の
役

割
を
果
す
べ
き
こ
と
を
認
め
る
、
(
い
・
叶

-s-包
-
H

お
よ
び
(
リ
・
吋

-
B・M
・叶

(
お
)

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
、
上
訴
期
限
の
徒
過
も
、
事
実
に
関
す

る
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
補
充
さ
れ
る
べ
き
知
識
が
ど
の
よ

{
拘
)

う
に
獲
得
さ
れ
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
、
プ
ラ

l
ケ
ン
テ
ィ
ー

ヌ
ス
は
、
裁
判
外
で
得
た
知
識
に
も
と
づ
い
て
裁
い
て
は
な
ら
な
い
と
い

(ω) 

う
が
、
し
か
し
、
こ
の
知
識
に
も
と
づ
く
補
充
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
は

明
ら
か
で
な
い
。
両
者
を
関
連
さ
せ
て
考
え
る
と
い
う
意
識
が
プ
ラ

l
ケ

ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
に
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
ネ
ル
の
見

(
叫
)

方
で
あ
る
。

北法38(2・104)302 

プ
ラ
l
ケ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
に
反
対
す
る
人
々
は
、
そ
の
他
の
論
拠
と
し



て
ロ
・
日
・
「
話
-
H

を
も
ち
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
文
は
、
法
の
問

題
と
事
実
の
問
題
と
を
分
類
す
る
論
拠
た
り
え
て
も
、
裁
判
官
の
補
充
権

限
・
義
務
に
つ
い
て
、
法
の
問
題
と
事
実
の
問
題
と
を
分
別
す
る
論
拠
と

し
て
は
弱
い
で
あ
ろ
う
0

0
・民・

5
・ω
品
は
、
こ
れ
を
特
別
な
例
で
あ
る

と
見
、
こ
れ
か
ら
反
対
解
釈
に
よ
り
原
則
の
論
拠
と
な
り
う
る
も
の
で
あ

4
G
o
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ヨ
ハ
ネ
ス
・
パ
ツ
ス
ィ
ア

l
ヌ
ス
は
、
プ
ル
ガ

l
ル
ス
の
弟
子
で
ア
ゾ

i
の
師
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
注
釈
学
派
の
い
わ

ば
本
流
に
属
す
る
者
で
あ
る
。
そ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
が
、
プ
ル
ガ

l
ル
ス
と
正

反
対
に
、
事
実
に
つ
い
て
も
補
充
権
限
・
義
務
あ
り
と
認
め
る
こ
と
は
、

多
少
奇
異
に
見
え
る
。
し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
ス
の
説
で
重
要
な
点
は
、
補
充

す
べ
き
事
実
の
知
識
の
取
得
方
法
を
問
題
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し

て
、
「
と
り
わ
け
、
証
言
を
用
い
て
」
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
法
廷
で

{
必
)

得
ら
れ
た
知
識
を
ヨ
ハ
ネ
ス
が
重
視
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
次
に
見
る
ア
ゾ
ー
の
よ
う
な
定
式
は
ま
だ
な
い
。

以
上
が
、
ア
ゾ
l
前
の
学
説
の
状
況
で
あ
る
。
ア
ゾ
l
の
師
ヨ
ハ
ネ
ス
・

パ
ツ
ス
ィ
ア

l
ヌ
ス
の
段
階
で
議
論
は
か
な
り
煮
つ
ま
っ
て
き
た
が
、
い

ま
だ
定
式
化
さ
れ
る
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
ア
ゾ
ー
は
、
こ
の
問

題
に
決
着
を
つ
け
る
た
め
に
、
ま
ず
、
事
実
に
つ
い
て
分
類
す
る
。
大
き

く
分
け
て
、
「
審
判
人
と
し
て
の
審
判
人
に
知
ら
れ
た
事
実
(
同
白
2
g
u

告
。
内
田
巾
田
仲
ロ
。

zg丘
三
宮
内
出
円
円
)
」
と
「
私
人
と
し
て
の
審
判
人
に
知
ら

れ
た
事
実
(
岡
田
口
g
g
o
c
o仏
巾
え
ロ

o
Z
B
巴
巳
耳
目
〈
白
件
。
)
」
で
あ
る
。
前

者
は
、
法
廷
に
お
い
て
、
当
事
者
の
陳
述
や
証
言
等
か
ら
知
ら
れ
る
事
実

で
あ
る
。
後
者
は
、
法
廷
外
で
職
務
と
は
関
係
な
し
に
知
ら
れ
る
事
実
で

あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
審
判
人
は
補
充
で
き
る
。
問
題
は
後
者
で
あ

る
。
プ
ラ
l
ケ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
の
引
く
論
拠
と
し
て
円
・
吋

-s-s-Hお
よ

び

U
・吋

-
S・M
-
M

が
あ
る
。
「
私
人
と
し
て
知
ら
れ
た
事
実
L

に
つ
い
て
補

充
で
き
な
い
と
い
う
原
則
を
立
て
よ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
の
両
法
文
の

法
H
正
し
さ
を
否
定
で
き
な
い
以
上
、
そ
の
妥
当
範
囲
〔
射
程
〕
を
限
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
法
文
と
も
上
訴
手
続
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、

「
争
点
決
定
後
の
事
実
」
と
い
う
類
型
を
抽
出
し
、
ま
た
、
「
欠
席
手
続
」

と
い
う
こ
と
も
要
件
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
事
実
が
三
つ
に
分
別
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
「
審
判
人
と
し
て
の
審
判
人
に
知
ら
れ
た
事
実
L

に
つ
い

て
は
、
審
判
人
は
補
充
で
き
る
。
さ
ら
に
、
「
私
人
と
し
て
の
審
判
人
に
知

ら
れ
た
事
実
」
に
つ
い
て
は
、
争
点
決
定
後
の
事
実
で
、
欠
席
手
続
の
場

合
に
は
補
充
で
き
る
。
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
補
充
で
き
な
い
。

ア
ゾ

l
を
、
そ
れ
ま
で
の
諸
家
と
決
定
的
に
分
つ
の
は
、
審
判
人
と
し

て
の
審
判
人
に
知
ら
れ
た
事
実
」
と
「
私
人
と
し
て
の
審
判
人
に
知
ら
れ

た
事
実
L

と
い
う
分
別
で
あ
る
。
こ
の
分
別
は
、
実
は
、
教
会
法
学
か
ら

受
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
、
こ
の
分
別
が
ど
の
よ
う
に
し
て
教
会

北法38(2・105)303 



料

法
学
の
中
か
ら
出
て
き
た
か
を
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

資

* 

* 

* 

ネ
ル
は
、
教
会
法
学
に
目
を
転
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「
早
期
教
会
法
学
の
教
説
に
は
、
注
釈
学
派
の
教
説
以
上
に

ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
、

資
料
が
よ
り
容
易
に
得
ら
れ
る
と
い
う
技
術
的
理
由
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
教
会
法
学
の
議
論
は
よ
り
多
彩
で
よ
り
豊
か
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
本
稿
の
テ

l
マ
と
な
っ
て
い
る
分
野
が
教
会
法
学
に
と
っ
て
、

す
で
に
言
及
し
た
特
別
な
重
要
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
の
問
題
と
は
、
教
会
の
審
判
人
が
同
時
に
聴
罪
師

aanFゲ

4
田
宮
門
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
知
っ
て
い
る
こ
と
(
円
。
ロ
お
ぽ
三
宮
)
〔
こ

の
語
は
同
時
に
良
心
を
も
意
味
す
る
〕
に
従
っ
て
判
決
し
な
い
こ
と
は
、

良
心
に
反
す
る
も
の
と
し
て
罪
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
別

の
理
由
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
会
法
学
者
は
、
世
俗
法
学
者
の
問
題
を

も
と
も
に
論
じ
て
お
り
、
こ
の
反
対
の
こ
と
は
少
な
く
と
も
ア
ツ
ク
ル
ス

イ
ウ
ス
前
の
時
代
に
は
、
め
っ
た
に
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
世
俗

法
学
と
教
会
法
学
と
の
一
般
的
な
結
び
つ
き
方
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

学
識
法
の
一
体
性
は
世
俗
法
学
者
よ
り
は
は
る
か
に
多
く
教
会
法
学
者
に

は負
まつ
るおて

」る

の
で
あ
る

の

と
は

と
り
わ
げ
て
、
訴
訟
法
に
あ
て

北法38(2・106)304 

(
必
)

グ
ラ

l
テ
ィ
ア

l
ヌ
ス
教
令
集
(
り
巾

wzzgの
円
三
宮
包
)
に
注
釈
を

付
し
た
デ
ク
レ
テ
イ
ス
ト
た
ち
が
、
弁
論
主
義
の
問
題
を
論
じ
た
の
は
、

(
灯
)

ま
ず
、
。
・
ω

0
・
吋
円
・
品
の
ア
ン
プ
ロ
ス
ィ
ウ
ス
の
説
教
中
の
「
聴
い
て
い
る

と
お
り
に
裁
く
(
回
目
円
三
宮
内
宮
津
田
宮
門
出

SH)」
と
い
う
文
言
を
め
ぐ
っ

(
川
崎
)

て
で
あ
っ
た
。

河
口
出
ロ
ロ
凹

「
聴
い
て
い
る
と
お
り
に
」
と
は
、
真
実
を
い
う
主
張
者

(
4
q
a
E

丘
町
問
主
。
司
巾
凹
)
か
ら
〔
聴
い
て
い
る
と
お
り
に
〕
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
印
)

∞ロ

B
B白
ε
冨
忠
弘
前
芯
円
。

E
己
陶
ロ
ロ
印
宮
町
。
円
。
匂
巾
吋
巾
コ

「
〔
内
か
ら
〕
得
ら
れ
た
こ
と
は
何
も

S
Fロ
冨

-
B
E
Sご
と
は
、
自

分
で
あ
ら
か
じ
め
考
え
た
こ
と
(
官
。
内
ご
宮
巾
胃

2
5
a
R町民
5
2同
)
に

従
っ
て
で
は
な
く
、
当
事
者
の
主
張
お
よ
び
証
明
(
門
主
芯
)
に
従
っ
て
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
日
)

ω円巾同】宮山口己的、『
O
吋
Hgn角川口包∞

「
聴
い
て
い
る
と
お
り
に
L

と
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら

か
に
、
審
判
人
は
主
張
に
従
っ
て
裁
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
臼
)

』
。
}
阿
国
ロ
ロ
巾
印
明
白
〈
巾
ロ
江
口
口
印

「
聴
い
て
い
る
と
お
り
に
」
と
は
、
真
実
を
い
う
主
張
者
か
ら
〔
聴
い
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た
と
お
り
に
〕
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
、
審
判
人
は
知
っ
て
い
る

こ
と
に
従
っ
て
裁
く
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
主
張
に
従
っ
て
裁
く
べ
き
か
で

あ
る

S
E
R
-
E円
三

E
5
8
2ロ仏ロ
B

gロ
∞
丘
町
三
宮
g
g
m巾
2
ロ
門
吉
白

血
己
巾
ぬ
出
件
目
。
口
町
田
{
己
己
巾
凶
己
巾
σ巾由同

-z品目門担吋巾)・

(
臼
)

ω-50ロ
門
凶
巾
虫
色
唱
冨
ロ
。

「
〔
他
人
の
過
誤
に
つ
い
て
は
:
:
:
〕
者
が
裁
く
べ
き
で
す

(
E己
W
2

巳
巾
)
」
か
ら
「
聴
い
て
い
る
と
お
り
に
」
ま
で
は
、
す
な
わ
ち
、
事
案
を
選

り
分
け
る
〔
評
価
す
る

4
2
E己
目
。
〕
際
に
、
真
実
を
い
う
主
張
者
か
ら
〔
聴

い
て
い
る
と
お
り
に
〕
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ

で
は
、
知
っ
て
い
る
こ
と
に
従
っ
て
で
は
な
く
、
主
張
さ
れ
た
こ
と
(
包
-

rm白
-E)
に
従
っ
て
裁
か
れ
る
べ
き
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
る
。

(
U
A
)
 

国

cmznn
一。

「
聴
い
て
い
る
と
お
り
に
」
と
は
、
事
案
の
審
理
に
お
い
て
、
証
人
や

弁
護
人
や
他
の
者
か
ら
〔
聴
い
て
い
る
と
お
り
に
〕
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
弁
論
主
義
の
問
題
が
、
そ
の
定
式

(
日
)

も
含
め
て
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
教
皇
ニ
コ
ラ
ウ
ス
一
世
(
在
位
八
五
八
|
八
六
七
年
)
の
教

(
問
)

皇
令
(
わ
・

5
・A
・印
-n-N)

に
付
さ
れ
た
注
釈
で
は
、
ア
ゾ

l
の
分
別
に
つ

(
幻
)

な
が
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

ωZH)}回
即
ロ
己
印
吋
。
口
百
円
角
川
口
印
ぽ

「
し
か
し

:
:
:
2
2
8日

E
E
E出
)
」
な
ぜ
な
ら
、
司
教
だ
け
が
当
該

の
者
が
罪
を
犯
す
の
を
見
た
場
合
も
あ
る
し
、
こ
の
者
が
司
教
に
秘
密
に

告
白
し

2
2
E
S
S
E
-
r
wユ
)
た
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
後
者

の
場
合
に
は
、
こ
の
者
に
有
責
判
決
を
下
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
者
は
、
自
己
の
》
事
件
を
人
と
し
て
の
で
は
な
く
神
と
し
て
の
司
教
に

明
か
し
た
(
ロ

Oロ
C
H
E
S
S
-
∞
2
E
号
。

S
E
E
B
∞
S
E
E
S
-白
三
円
)

か
ら
で
あ
る
。

』
白
}
回
同
ロ
ロ
巾
凹
匂
同
〈
巾
ロ

i

己ロロ∞

「
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
司
教
に
知
り
え
よ
う
か

2
2

官
。

s。
色
。
句
。

H
g
H
H
H
O
E
5
2忠
告
}
印
円
。
目
VO)L
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と

を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
者
が
罪
を
犯
す
の
を
司
教
が
見
る
と

か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
被
告
自
身
が
神
と
し
て
の
司
教
に
秘
密
に
告
白
す

る
場
合
に
は
、
審
判
人
と
し
て
の
司
教
に
適
法
に
知
ら
れ
た
と
は
い
え
な

い
(
ロ

Oロ
E
5
8
℃。

za
ロ
2
g
u
g
R
岳山田

g
宮
ぽ
位
三
日
巾
巳

宮
佳
巳
)
。
無
論
、
事
案
を
審
理
す
る
司
教
に
対
し
、
法
廷
に
お
い
て
証
人

に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
る
と
か
、
被
告
に
よ
っ
て
自
発
的
に

e

自
白
さ
せ
ら
れ

る
場
合
は
別
で
あ
る
が
。
か
く
し
て
、
罪
を
知
っ
て
い
て
も
、
こ
の
者
に

(

関

}

(

印

)

有
責
判
決
を
下
せ
な
い
。
上
記
ゎ
・
∞
・
門
H

・M
-
n
-
N
お
よ
び
n
・ω
に
あ
る
よ
う

宮
町
白
ロ

a
z
E
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料

「
〔
司
教
に
知
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
:
:
:
職
に
つ
い
て
い
る
こ
と
は
〕

で
き
な
い
官
。
ロ
匂
。
ぽ
民
)
」
と
は
、
審
判
人
と
し
て
の
司
教
に
、
つ
ま

り
、
訴
訟
の
規
則
に
の
っ
と
っ
て
、
つ
ま
り
、
法
廷
に
お
い
て
な
さ
れ
た

立
証
や
自
白
を
通
じ
て
知
ら
れ
た
こ
と
だ
(
包

Z
B
g
口。

E
S∞
洋

3
2・

no句
。
己
片
山
口
門
出
口
町
田
口
口

-n巾
件
。
『
門
出
口
冊
目
E
仏日

n-白
ユ
。
閉
口
口

-n巾
同
匂
巾
円

円。ロ
E
n
t
o
s
g
ロ
巳
円
。
ロ
貯
留
-
0
5
s
p
n
Z
5
5
2
5
)
と
私
は
説
く
。

他
の
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
一
人
の
人
と
し
て
(
三

宮
自
己
で
あ
れ
、
神
と
し
て
(
三
号

5)
で
あ
れ
、
知
っ
た
と
し
て
も
、

か
の
者
た
ち
〔
司
祭
な
い
し
助
祭
〕
に
つ
い
て
予
断
を
も
っ
て
は
な
ら
な

い
し
、
ま
た
彼
ら
に
不
利
な
判
決
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
o
h
・出
ρ-

Nn-M
お
よ
び

nω
に
あ
る
よ
う
に
。

こ
の
わ
・
由

A-Nn-N、
す
な
わ
ち
、
四
四
二
年
の
第
一
ヴ
ア
イ
ソ
ン
公
会

(ω) 

議
決
議
に
も
次
の
よ
う
な
注
釈
が
付
さ
れ
た
。

巴
5
0白
色
巾
虫
色
沼
g
ロ。

「
司
教
は
:
:
:
だ
け
で
は

(ω
ご
但
ロ

E
8
3
-
n
c吉
一
印
)
」
か
ら
「
何
も

公
言
し
て
は
な
ら
ず

(EnE]
司

g
p
E
C
」
ま
で
は
、
証
人
に
よ
っ
て
「
被

告
に
対
し
罪
が
証
明
さ
れ
え
な
い
の
を
わ
か
っ
て
い
る
か
ぎ
り

Z
ロ白

ga

(
臼
)

門
出
口
三
母
号
『
g
nユ
B
巾
ロ
ロ
。
ロ

U
2
8同

】

B
Z
1
)」
、
判
決
を
下
す
べ
き

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
司
教
が
こ
れ
を
行
え
ば
、

隠
さ
れ
た
罪
(
。
n
g
F出
回

n
1
5
2
)
を
罰
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
諸

資

カ
ノ
ン
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
下
記

P
S
0・印
n
・

(
臼
}

自
に
あ
る
よ
う
に
。
同
様
に
、
司
教
は
、
自
分
だ
け
が
知
っ
た
罪
を
証
人

を
通
じ
て
証
明
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
「
何
も
公
言
し
て
は
な
ら
な
い
(
三
-

ny--
匂『
O
砂
E
C
L、
す
な
わ
ち
、
告
訴
に
ま
で
及
ん
で
は
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
罪
の
告
発
人
は
、
矯
正
者
で
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
上
記
ゎ
・

(
臼
)

N
A
-
H
n・
5
に
あ
る
よ
う
に
。
実
際
、
審
判
人
と
し
て
で
な
く
、
神
と
し
て

知
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
処
罰
で
き
な
い
の
で
あ
る
:
:
・
。

出
口
mcnn-
。

「
何
も
公
言
し
て
は
な
ら
な
い
(
ロ

-nz-買
え

q巳
)
」
と
は
、
:
:
:
司

教
が
訴
追
人
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ま
た
司
教
が
審

判
人
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
を
い
う
こ
と
が
で
き
る
ミ
証
明

で
き
な
い
か
ぎ
り

E
ロ
g
e
zロ
O
ロ
吉
広
田
仲
買
oσ
同
巾
)
L

と
は
、
す
な
わ

ち
、
立
証
す
る
(
曲
目
)UBσ
月
巾
)
こ
と
、
す
な
わ
ち
当
該
の
罪
を
証
人
を
通

じ
て
審
理
し

Z
E
E
-ロ
Rm)、
認
定
す
る

(
g
m
H
M
2
2円
巾
)
こ
と
〔
が
で

(

臼

)

{

釘

)

き
な
い
か
ぎ
り
と
い
う
こ
と
〕
で
あ
る
。
わ
-N0・
H
n・
5
お
よ
び

n-NC
に

あ
る
よ
う
一
に
。
あ
る
い
は
、
「
証
明
で
き
な
い
か
ぎ
り
」
と
は
、
す
な
わ

ち
、
証
人

rよ
っ
て
か
の
者
〔
被
告
〕
の
罪
が
証
明
さ
れ
え
な
い
の
を
わ

か
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
同
一

人
が
審
判
人
で
あ
り
か
つ
証
人
に
な
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

/

(

白

山

)

れ
は
、
法
H
正
の
許
さ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ゎ
・

ωρ
・印

n
E
お
よ
び
ゎ
・

北法38(2・108)306 



(

町

)

(

回

開

)

TFTH-H
お
よ
び
n-N
に
あ
る
よ
う
に
。
:
:
:
そ
し
て
、
以
下
の
こ
と
を

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
可
教
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
あ
る

い
は
告
白
に
よ
り
あ
る
い
は
他
の
方
法
に
よ
り
知
ろ
う
と
も
、
少
な
く
と

も
自
分
だ
け
が
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
こ
の
章
句
で
説
か
れ

て
い
る
よ
う
に
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
(
在
位
五
九

0
1六
O
四
年
)
の
教
皇
令

(

ω

)

(

叩
)

(
n
H
]
D
・ω
n
・
2
)
に
も
次
の
よ
う
な
注
釈
が
付
さ
れ
た
。

ω
g
u
y白
ロ
ロ
印
吋
。
ロ

g
n巾ロ田町田

「
疑
わ
し
い
事
柄
に
つ
い
て

(
Z
Z
仏
己
玄
白
)
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
た

と
え
審
判
人
に
と
っ
て
は
隠
れ
て
確
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
適
法
な
証

人
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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出
口

m
z
n
n
z

「
疑
わ
し
い
(
己
ロ
玄
白
)
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
適
法
に
証
明
さ
れ
て
い

な
い
、
つ
ま
り
、
証
人
や
証
書
あ
る
い
は
事
実
の
明
白
さ

(
2
5巾
E
E

P
2
C
あ
る
い
は
自
白
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
た
と
え
、
他
の
場
所
で
審
判
人
に
知
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
・
:

以
上
の
引
用
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
司
教
は
、
「
神
と
し
て
(
三

己
2
印
)
」
、
「
審
判
人
と
し
て
(
己
主
邑
巾
一
同
)
」
そ
し
て
「
一
人
の
人
と
し
て

(己円

F
O
B
。
)
」
現
わ
れ
る
。
こ
れ
が
ア
ゾ
l
の
「
審
判
人
と
し
て
(
三

宮
号
凶
)
」
の
審
判
人
と
「
私
人
と
し
て
(
己
仲
間
)
『
守
主

5)」
の
審
判
人
と
い

う
分
別
の
も
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
教
会
法
学
者
に
特
徴

的
な
の
は
、
「
神
と
し
て
」
の
司
教
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
番
古
い
ル

i
フ

ィ
ヌ
ス
で
は
、
「
神
と
し
て
」
と
「
人
と
し
て
」
の
分
別
が
あ
り
、
そ
の
後

に
後
者
が
「
審
判
人
と
し
て
」
と
「
一
人
の
人
と
し
て
」
と
に
分
別
さ
れ

た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
「
神
と
し
て
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の

分
別
の
主
た
る
契
機
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
寸
神

と
し
て
」
の
司
教
と
は
何
か
。
「
秘
密
に
告
白
す
る

(
Z
g
Q
2。
n
o
丘芹
2
・

日
)
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
司
教
が
聴
罪
師
(
∞
巴
nv・

君
主

R)
と
し
て
出
て
来
る
場
合
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
二
一
世

紀
を
通
じ
て
頑
罪

(
U
2
5ロ
丘
町
同
)
に
お
い
て
告
白

(gロ
r
a芯
)
を
次
第

(n) 

に
義
務
づ
け
て
い
き
、
最
終
的
に
は
、
二
二
五
年
の
第
四
ラ
テ
ラ
ノ
公

会
議
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
信
者
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
一
年
に
一
度
の

(η) 

告
白
を
義
務
づ
け
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
司
祭
あ
る
い
は
司
教
は
聴
罪
師

と
し
て
信
者
に
対
す
る
。
他
方
、
司
教
は
、
教
会
組
織
の
維
持
者
と
し
て

な
い
し
領
主
と
し
て
、
つ
ま
り
統
治
者
川
監
督
者
と
し
て
信
者
に
対
す
る
。

一
人
の
信
者
が
罪
を
犯
し
た
場
合
、
こ
の
両
方
の
関
係
に
お
い
て
司
教
に
抑

対
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
関
係
に
応
じ
て
司
教
は
同
一
人
で
あ
っ
て
も
、
川
間

(
刀
)

別
々
の
主
体
(
匂
巾
吋
由
。

E)と
し
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
伊

体
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
告
白
の
制
度
そ
の
も
の
お

が

維

持

し

え

な

く

な

っ

て

し

ま

う

か

ら

で

あ

る

。

い

叩



料

こ
の
よ
う
な
同
一
人
に
お
け
る
主
体
の
区
別
に
つ
い
て
、
ネ
ル
は
次
の

(
日
)

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
訴
訟
法
の
枠
内
で
、
デ
ク
レ
テ
イ
ス
ト
た
ち
に

審
判
人
職

(
E
n
z
g
E
C
と
審
判
人
た
る
個
人
(
早
守
三
宮
目
。
ロ
)
と
の

分
離
を
要
請
す
る
の
は
、
弁
論
主
義
だ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
職
務

(〉

BH)
と
そ
の
担
い
手
(
司

2
8ロ
)
と
を
対
置
す
る
教
会
教
義
が
共
に

与
か
つ
て
分
離
に
有
利
に
働
い
た
。
た
だ
、
異
端
者
洗
礼
論
争
つ
ま
り
ド

ナ
テ
イ
ス
ト
論
争
に
お
い
て
解
明
さ
れ
た
秘
蹟
概
念
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。

こ
の
概
念
は
秘
蹟
を
授
け
る
聖
職
者
の
職
務
と
そ
の
担
い
手
と
の
分
離
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
分
離
、
あ
る
い
は
デ
ク
レ
テ
イ
ス
ト
た
ち
が

表
現
す
る
よ
う
に
、
一
人
の
人
百
貨

gロ
)
に
お
い
て
こ
な
い
し
三
個
の

(
万
)

主
体
を
分
離
す
る
こ
と
は
、
制
度
的
思
考
へ
の
重
要
な
一
歩
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
、
弁
論
主
議
の
理
論
的
定
式
は
、
教
会
を
先
導
役
と
す
る
全

(
市
)

体
的
制
度
化
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

資

本

* 

* 

以
上
で
、
弁
論
主
義
の
原
則
に
関
わ
る
議
論
の
紹
介
を
終
わ
る
。
以
下

で
は
、
司
教
が
個
人
的
に
事
件
を
知
っ
た
場
合
に
ど
う
す
べ
き
か
に
つ
い

て
見
て
ゆ
く
。
こ
れ
ま
で
と
違
っ
て
、
必
ら
ず
し
も
網
羅
的
で
は
な
く
、

各
問
題
ご
と
に
筆
者
が
選
択
し
た
も
の
だ
け
を
紹
介
す
る
。
教
会
法
学
の

一
端
に
触
れ
ら
れ
れ
ば
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
目
的
で
あ
る
の

(

η

)

(

花
)

例
公
知
の
事
実
(
ロ
2
2
2
5
)
に
つ
い
て

o
n
-
N
A
-
H
&
2・白

n-NH
に

付
さ
れ
た
注
釈
。

国
己

m
c
n
n
z

そ
れ
ゆ
え
、
私
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
あ
る
者
が
審
判
人
、
と
り
わ
け

審
理
の
席
に
つ
い
て
い
る
審
判
人

(
Z
8
5宮
門

E
E己
主
的
巾
仲
買

g
q・

吾
H
M

印
包
巾
豆
町
匂
円
。
可
守
口
口
白
】
日
)
お
よ
び
そ
の
隣
人
す
べ
て
の
み
て
い
る

と
こ
ろ
で
誰
か
を
殺
す
場
合
、
犯
罪
は
公
知
の
こ
と

S
2
2
2
5
)
で
あ

北法38(2・110)308 

る

(
乃
)

ωロ
ロ
民
ロ
回

ε
ロ
巾
山
口
司
mwn回ロ。ロ
-no
件同.回円同伊丹己吋己加ヨ

「
審
判
人
お
よ
び
他
の
人
々
に
:
:
:
場
合
」
、
否
認
が
あ
っ
た
ら
「
判
決

を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
の
は
、
審
判
人
が
一
人
の
人
と
し
て

あ
る
場
合
に
つ
い
て
の
こ
と
だ

(
C
S
S同。

s
s
.円
凡
三
宮

E
E
ミ
ミ
昏
-

KW3.3.
楚
送
、
む
な
た
匂
円
。
匂
芯
ユ
ロ
m
n
s
z
o
D巾
自
)
。
こ
れ
は
、
あ
る
人
々
に

従
え
ば
正
し
い
。
た
だ
し
、
審
理
の
席
に
つ
い
て
い
る
審
判
人
の
見
て
い

る
と
こ
ろ
で
殺
し
た
場
合
は
別
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
公
知
の
こ
と

で
あ
っ
て
、
否
認
の
余
地
は
な
く
、
た
だ
ち
に
処
罰
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
。
こ
の
審
判
人
は
、
こ
の
殺
人
事
件

を
審
理
し
、
処
罰
す
る
た
め
に
席
に
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
彼
は
審
判
人
で
は
な
く
、
論
拠
。
・
日
ρ
・N
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(
初
)

neH、
し
た
が
っ
て
、
殺
人
者
に
ど
こ
で
も
有
責
判
決
を
下
せ
る
わ
け
で
は

な
い
。
ど
う
答
え
る
べ
き
か
。
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
〔
審
理

中
の
審
判
人
の
前
で
殺
人
を
犯
し
た
者
は
〕
自
発
的
に
会
議
に
や
っ
て
来

て
相
手
方
に
答
え
よ
う
と
す
る
者
と
同
様
の
窮
状
に
自
ら
入
っ
た
の
で
あ

り
、
従
っ
て
有
責
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
な
ら
、
審
判
人
は
有

責
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
項
に
つ
い

て
は
、
疑
問
な
し
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
(
旬
。
8
2
門
宮
玄

E
ユ)。

大
勢
は
ブ
グ
ツ
キ
オ
の
よ
う
に
、
公
知
の
事
実
に
つ
い
て
、
審
判
人
と

し
て
の
審
判
人
と
一
人
の
人
と
し
て
の
審
判
人
を
分
別
し
な
か
っ
た
が
、

孤
立
的
で
は
あ
れ
、
ア
ン
グ
ロ

H
ノ
ル
マ
ン
派
の
デ
ク
レ
テ
イ
ス
ト
た
ち

(
剖
)

は
、
こ
れ
を
分
別
し
た
。

(
m
M
)
 

倒
補
充
権
限
・
義
務
に
つ
い
て
。

(
邸
)

同
区
mcnn-。
(
わ
・

8
0・
Tυ
・
戸
ユ
ヨ
向
日
)

:
:
:
あ
る
法
学
者
た
ち
は
、
審
判
人
は
事
実
に
つ
い
て
の
み
補
充
す
べ

き
だ
と
い
い
、
ま
た
別
の
法
学
者
た
ち
は
、
法
に
つ
い
て
補
充
す
べ
き
だ

と
い
い
、
ま
た
別
の
法
学
者
た
ち
は
両
方
に
つ
い
て
補
充
す
べ
き
だ
と
い

う
。
プ
ラ

l
ケ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
の
よ
う
に
。
私
は
こ
の
最
後
の
見
解
が
よ

り
よ
い
と
考
え
る
。
同
様
に
、
欠
席
手
続
が
開
始
し
た
場
合
に
は
、
審
判

人
は
欠
席
者
に
代
わ
っ
て
主
張
し
、
彼
の
役
割
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ゎ
・
吋

-S-S-H
お
よ
び
の
・
吋
・

8
・N
・
吋
に
あ
る
よ
う
に
。
死
者
が
訴
追

さ
れ
た
場
合
に
も
審
判
人
は
同
じ
よ
う
に
行
う
べ
き
だ
、
と
プ
ラ

l
ケ
ン

テ
ィ

l
ヌ
ス
は
考
え
て
い
る
。
死
者
の
不
在
は
、
神
の
現
在
に
よ
っ
て
補

完
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
審
判
人
が
裁
く
際
に
、
現
在
す
る

神
が
申
し
立
て
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
福
音
の
中
で
お
裁
き
下
さ
る
と
い

う
こ
と
以
外
に
何
が
信
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
弁

護
人
な
り
当
事
者
な
り
が
過
少
に
述
べ
る
場
合
に
は
、
審
判
人
は
そ
の
職

権
に
よ
り

(
Z
O
B
n
Z
2
0
)
補
充
す
る
こ
と
に
な
る
・

プ
ラ
l
ケ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
た
と
こ
ろ
も
あ

(M) 

り
、
影
響
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
邸
)

ωロ
5
5白
句
。
∞
ロ
白
口
町
ロ
田
町

:
・
:
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
法
学
者
た
ち
は
、
事
実
に
つ
い
て
補
充
す

べ
き
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
別
の
法
学
者
た
ち
は
法
に
つ
い
て
の
み
と
い

い
、
別
の
法
学
者
た
ち
は
両
方
に
つ
い
て
補
充
す
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る
。

プ
ラ

l
ケ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
の
よ
う
に
。
こ
れ
を
私
は
よ
り
よ
い
と
考
え
る
。

(
郎
)

論
拠
。
・
印
・

ω
・
担
。
ア
ゾ

l
は
反
対
の
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
審
判
人
と

し
て
の
審
判
人
に
知
ら
れ
た
事
実
に
つ
い
て
は
別
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
時

と
し
て
、
審
判
人
と
し
て
の
審
判
人
で
は
な
く
、
外
部
に
あ
る
者

(巾己
E
ロ
2
∞
)
と
し
て
知
っ
た
事
実
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
補
充

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
論
拠
。
・
吋

-
S・M
・
-
さ
ら
に
、
弁
護
人
に
不
足
が

あ
る
こ
と
も
、
同
様
に
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
相
手
方
が
欠

北法38(2・111)309 
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席
し
て
い
る
場
合
に
は
。
論
拠
。
・
吋
-
m
N
・
S
・
-
冒
頭
。
:
:
:
欠
席
手
続
が

開
始
さ
れ
た
時
も
同
様
・
・
・
・
・
・
。

こ
れ
は
、
教
会
法
学
の
第
一
人
者
フ
グ
ツ
キ
オ
に
、
世
俗
法
学
者
の
第

一
人
者
ア
ゾ

l
を
並
列
し
た
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ

(
釘
)

れ
以
後
、
教
会
法
学
で
も
ア
ゾ

l
の
分
別
が
広
ま
る
。

川

w

n
。
ロ
凹
巳
巾
ロ
江
田
の
二
つ
の
意
味
。
「
知
っ
て
い
る
こ
と
(
項
目
8
2
)
」
と

(
関
)

「
良
心
(
の
巾
当
日
目
的
巾
ロ
)
」
。

(
的
)

ωロ
ヨ
ヨ
曲
家
巴
巾
関
白
ロ
江
戸
窃

zzzaz-ロ
0.w

・
:
そ
れ
ゆ
え
、
認
め
ら
れ
た
適
当
な
証
拠
に
矛
盾
が
な
け
れ
(
町

5
・

吟
血
肉
白
σ医
師
)
ば
、
そ
の
証
拠
に
よ
っ
て
無
実
の
者
(
宮
ロ
on巾
ロ
凹
)
を
有
責

と
し
、
有
害
な
者
(
ロ
o
n
g印
)
を
免
責
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
は
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
良
心

(gロ
認
可
三
宮
)
は
、
も
ろ
も
ろ
の
法
律
が
侵
さ

れ
る
こ
と
な
く
完
全
に
守
ら
れ

(Zmgロ
立

g
E』巳
og-E)
続
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
は
傷
つ
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
審
判
人
は

法
律
を
守
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
を

誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
実
際
、
良
心
を
も
っ
て
知
っ
て
い
る
こ
と

に
反
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
(
ヨ
巳

Z
巾
E
S
E
g
g
E
-

n
E
M
H
U
円。ロ円

5

8ロ印巳
g
E
g
m
E
C
-
-
:
:

(
卯
)

〉
}
釦
ロ
ロ
印
〉
口
問
ロ
ロ
ロ
印
(
円
・
ω
0
・吋

n
・
品
白
ロ
色
芹
)

・
:
よ
り
正
し
く
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

資

一
人
の
人
と
し
て
事
実
に
つ
い
て
違
っ
た
確
信
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
制

免
責
お
よ
び
有
責
の
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
審
判
人
幻

と
し
て
の
役
割
を
演
ず
る

(
m
3
5
胃

gロ
曲
目

E
E∞
)
と
い
う
こ
と
削

で
、
審
判
人
は
、
事
実
に
つ
い
て
は
全
く
何
も
知
ら
な
い
者
と
し
て
席
に
お

つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
演
じ
て
い
る
役
割
か
ら
し
枕

て
審
判
人
は
、
常
に
主
張
さ
れ
た
こ
と
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
な
た

が
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
と
す
る
。
無
実
の
者
に
有
責
判
決
を
下
す
こ
と

は
良
心
に
反
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ゆ
え
死
に
値
す
る
罪
を
犯
す
(
一
司

2
2
2

5
。
え
乱
件
巾
吋
)
こ
と
だ
、
と
。
私
は
、
解
釈
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
す

な
わ
ち
、
有
責
判
決
を
下
し
て
も
、
良
心
に
反
し
て
行
為
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
逆
に
良
心
に
従
っ
て
行
為
し
て
い
る
の
だ
、
と
。
な
ぜ
な
ら
、

審
判
人
の
良
心
は
彼
自
身
に
か
く
行
為
す
べ
し
と
命
ず
る
に
違
い
な
い
の

だ
か
ら

(8ロ
民
ぽ
三
宮
内
E
5
2白
色
玄
島
己
貸
巾
号
σ己
主
同

2
8

p
a
g仏
CB)
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
誤
っ
た
良
心
で
あ
る
。

ω
免
責
判
決
と
有
責
判
決
と
に
よ
る
分
別
。
民
事
事
件
と
刑
事
事
件
と

(
引
)

に
よ
る
分
別
。

(
的
出
)

mw白岡・円四
cm
〉
口
問
ロ
nz回

す
べ
て
の
人
は
い
う
。
何
人
に
対
し
て
も
、
知
っ
て
い
る
こ
と
に
反
し

て
有
責
判
決
を
下
す
べ
き
で
は
な
い
。
免
責
判
決
の
場
合
は
、
別
の
扱
い

に
な
る
が
。
な
ぜ
な
ら
、
慈
悲

(
B
-
8
R
O
E
S
)
の
た
め
に
道
理
(
円
白
色
。
)



(
m
m
}
 

を
後
退
さ
せ
る
こ
と
は
、
敬
度
な
(
立
ロ
印
)
こ
と
だ
か
ら
。

U
・
s
-
n
-
E
の

よ
う
に
。

Azonis Summa in C. 2. 10 

(
川
四
)

-um片
岡
己
印
∞
]
巾
由
巾
ロ
田
町

良
心

R
o
a
n
-
2
5凶
)
に
反
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
す
べ
て
、
地
獄
へ

向
け
て
造
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
審
判
人
が
主
張
に
従
い
、

知
っ
て
い
る
こ
と

(gD∞
丘
町
三
宮
)
に
反
し
て
裁
く
べ
き
か
ど
う
か
が
問

題
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
民
事
事
件
に
つ
い
て
裁
か
ね

ば
な
ら
な
い
か
、
そ
れ
と
も
刑
事
事
件
に
つ
い
て
裁
か
ね
ば
な
ら
な
い
か

が
分
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
民
事
事
件
で
は
主
張
さ
れ
た

こ
と
に
従
っ
て
判
決
が
下
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
グ
ア
ル
ネ
リ
ウ
ス
〔
イ
ル

ネ
リ
ウ
ス
〕
師
は
別
様
に
、
す
な
わ
ち
知
っ
て
い
る
こ
と
に
従
っ
て
裁
い

た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
。
し
か
し
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
同
一
人
が
審
判
人

で
あ
り
か
つ
証
人
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
刑
事
事

件
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
審
判
人
の
知
っ
て
い
る
こ
と
が
被
告
に
と
っ
て

有
利
で
免
責
判
決
を
求
め
る
場
合
と
、
被
告
に
と
っ
て
不
利
で
有
責
判
決

を
求
め
る
場
合
と
で
分
別
す
る
。
第
一
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
審
判
人
は
知

っ
て
い
る
こ
と
に
従
い
、
主
張
さ
れ
た
こ
と
に
反
し
て
裁
く
こ
と
が
で
き

る
。
第
二
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
知
っ
て
い
る
こ
と
に
反
し
、
主
張
さ
れ
た

こ
と
に
従
っ
て
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
審
判
人
は
、

主
張
さ
れ
た
こ
と
に
反
し
て
無
実
の
者
に
有
責
判
決
を
下
さ
な
い
こ
と
も
、

ま
た
知
っ
て
い
る
こ
と
に
反
し
て
有
害
な
被
告
を
免
責
す
る
こ
と
も
で
き

る
の
だ
か
ら
。
と
り
わ
け
、
流
血
裁
判
(
宮
門
出

nzsgロ
尚
昆
口
町
田
)
が
行
わ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
。
し
か
し
、
こ
の
点
で
は
世
俗
法
学
者
た
ち

の
評
価
は
一
致
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
は
、
彼
ら
の
選
択
に
委
ね
る
。

ち
な
み
に
、
私
は
、
教
会
の
審
判
人
に
つ
い
て
別
に
考
え
る
。
教
会
の
審

判
人
の
も
と
で
は
、
流
血
罰
に
な
る
事
案
は
審
理
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
。

そ
の
結
果
、
無
実
の
者
が
降
格
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
罰
で
は

な
く
賞

(gmユE
S
)
に
数
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
教
会
の

審
判
人
は
無
実
の
者
に
知
っ
て
い
る
こ
と
に
反
し
て
も
有
責
判
決
を
下
す

こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
グ
ア
ル
ネ
リ
ウ
ス
師
が
説
く
の
と
違
っ
て
、

〔
審
判
人
の
〕
最
も
近
く
に
い
る
者
が
最
も
多
く
害
を
受
け
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

{
田
山
)

伺
い
わ
ゆ
る
「
回
避
」
お
よ
び
「
移
送
」
の
問
題
。

ω
Z
5
5印
公
巴
m
m自
己

g
z
z
s円
比
三
ロ
。
=

:
:
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
中
間
に
い
る
審
判
人

は
、
自
分
が
事
件
に
巻
き
こ
ま
れ
て
い
る
(
宮
弓

-
2
5
2
8
)
と

き

に

釦

は
、
こ
の
た
め
に
事
件
を
解
決
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
当
事
者
は
、

ω
旬

i

事
件
の
審
理
お
よ
び
報
告
(
片
岡
邑
ロ

E
己
O
)

と
と
も
に
上
位
の
審
判
人
に
移
ゆ

さ
れ
る
(
昨

E
S
S
E
-
)
必
要
が
あ
る
、
と
。
秘
密
の
戒
め

(8nzg
お

包

g
Eま

)
に
よ
っ
て
も
証
人
調
べ
に
よ
っ
て
も
無
実
の
者
を
免
責
で
枇



料

き
な
い
と
き
に
は
。

資

ωロ
ヨ
ヨ
阻
止
匂
巾

E
2
2口
。
三
円
。
可
白
円
円
白

Z
E凹
3

(

(

リ・
ω
0
・
吋
円
・
品
)

「
内
か
ら
(
仏
巾
色
。
ョ
。
)
と
は
、
秘
密
に
知
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
知
っ
て
い
る
こ
と
に
従
い
、
主
張
さ
れ
た

こ
と
に
反
し
て
裁
か
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
こ
の
逆
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
民
事
事
件
に
つ
い
て
は
真
で
あ
る
。
他
方
、
刑
事
事
件
に

つ
い
て
は
、
知
っ
て
い
る
こ
と
に
反
す
る
と
き
は
他
の
審
判
人
に
移
さ
れ

(
M
m
)
 

る
べ
き
で
あ
る
。
雪
菟
守
口
吋
関
白
色
。
)
に
つ
い
て
、

P
E
S・日
n
-
H

で
よ
り

は
っ
き
り
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
。

(
附
引
)

ω
「
自
由
心
証
主
義
」
と
の
関
係
。

(
M
m
)
 

J
E
F
B包
巾
印
仲
田

Z
Z
S
E
E
-
-
(わ
-
N
A
-
H
n
-
N
C
)

「
真
実
で
正
し
い
証
明
が
あ
る
ま
で
は
、
誰
を
も
〔
裁
い
て
は
な
ら
な

い
〕
(
ロ
ロ

-zsgH巾
己
巾

E
B
宮∞

E
B
匂

gσ
白色。ロ

gM)」
こ
れ
は
、
主

張
さ
れ
た
こ
と
に
従
っ
て
裁
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
論
拠
で
あ
る
。

(
的
)

・
:
反
対
に
・
:
:
・
0
・M
N
・印・

ω
・
胃
・
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
審
判
人
が
ど
の

証
人
に
信
を
措
く
(
白
骨
目
白
色

E
Z
R
)
べ
き
か
は
、
審
判
人
自
身
が
考

慮
す

(
B
E
E
R
R巾
)
べ
き
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
は

審
判
人
の
選
択
(
白
号
苛
2
5
)
に
ま
か
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
事

案
で
審
判
人
が
一
人
の
人
と
し
て
真
実
を
知
っ
て
お
り
、
証
人
た
ち
が
反

論
し
て
反
対
の
こ
と
を
陳
述
し
た
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
証
人
に
よ
っ
て
は
、

審
判
人
に
は
確
信
(
白
色
巾
印
)
が
生
じ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
審
判
人
は
証
人

た
ち
が
誤
っ
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
を
知
っ
て
お
り
、
か
っ
、
ど
の
証

人
に
信
を
措
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
、
審
判
人
の
選
択
で
き
る
こ
と
な

の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
審
判
人
は
、
こ
の
証
人
た
ち
を
措
信
せ
ず
、

被
告
に
免
責
判
決
を
下
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
主
張
さ
れ
た
こ
と
に
従

っ
て
で
は
な
く
、
知
っ
て
い
る
こ
と
に
従
っ
て
裁
く
こ
と
に
な
る
:

:
し
か
し
、
反
対
に
、
事
件
の
真
実
を
知
ら
な
い
上
級
の
審
判
人
に
上

訴
さ
れ
た
と
す
る
。
彼
は
、
証
人
た
ち
の
証
言
を
調
べ
、
彼
ら
の
陳
述
す

る
こ
と
に
従
っ
て
裁
く
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
の
誤
り
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
訴
審
判
人
は
、
原
審
審
判

人
の
正
当
な
、
そ
し
て
正
当
に
下
さ
れ
た
判
決
を
取
消
す
こ
と
に
な
る

・
:
そ
ん
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
か
の
法
文
〔
ロ
-
N
N
・印・

ω
・
胃
・
〕
を
私
は
、

審
判
人
が
選
択
で
き
る
と
は
、
審
判
人
と
し
て
の
審
判
人
の
選
択
で
あ
っ

て
、
一
人
の
人
と
し
て
の
審
判
人
の
選
択
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
審
判

人
と
し
て
証
言
の
誤
り
を
知
っ
た
場
合
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
だ
と
解

釈
す
る
:
:
。

北法38(2・114)312 

E
m
g
(ゎ・
ω
A
・吋
n

A

F

)

:
:
:
刑
事
事
件
で
私
が
こ
う
考
え
る
の
に
は
、
十
分
な
理
由
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
刑
事
事
件
で
は
、
審
判
人
は
、
真
実
は
別
だ
と
考
え
る
な
ら
、

誰
に
も
有
責
判
決
を
下
し
て
は
な
ら
ず
、
上
級
の
審
判
人
に
移
送
す



(吋巾

S
E
R巾
)
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
事
事
件
の
場
合
に

は
、
真
実
は
別
だ
と
考
え
て
も
、
被
告
敗
訴
の
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き

る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
H
正
を
行
う
こ
と
(
円
耳
目
印
冊
以
巾
2
t
o
)
に
は
、
不
法
H

不
正
(
宮
山
口
ユ
白
)
は
な
い
の
だ
か
ら
。
こ
の
場
合
で
も
、
審
判
人
は
、
自

己
の
良
心

(
g
g
a
g
t白
)
に
反
し
て
、
す
な
わ
ち
、
自
己
の
良
心
が
か

く
裁
く
べ
き
で
な
い
と
命
ず
る
場
合
に
は
、
裁
く
義
務
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
決
し
て
こ
う
す
る
義
務
を
審
判
人
は
負
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。
真

実
は
別
だ
と
思
っ
て
も
正
当
に
裁
く
こ
と
は
で
き
る
が
。

こ
れ
以
後
の
発
展
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
目
新
し
い
も
の
は
な
い
。
フ
ラ
ン

ス
の
ヤ

l
コ
プ
ス
・
デ
・
ラ
ヴ
ア
ニ
ス
(
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ド
ゥ
・
レ
ヴ
イ
ニ

イ
)
が
、
君
主
の
裁
判
と
そ
れ
よ
り
下
級
の
裁
判
と
を
分
別
し
た
程
度
で

(
瑚
)

あ
っ
た
。

Azonis Summa in C. 2. 10 

(
1
)

ア
ゾ
l
の

ω
z
B自
白
わ
。
内
出
門
戸
田
は
、
二
一

O
八
年
と
つ
二

O
年
の
間

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
五
六

三
年
に
パ

l
ゼ
ル
で
出
版
さ
れ
た

ω
z
g呂
田
〉
N
O
ロ
Z
所
収
の
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
(
い

N
.
5
(編
集
に
よ
っ
て
は
戸
)
の
表
題
は
、
現
在
一
般
に

流
布
し
て
い
る
ク
リ
ュ

l
ガ

1
版
で
は
、
「
当
事
者
の
弁
護
に
欠
け
て
い
る

も
の
を
、
審
判
人
は
補
充
す
べ
き
こ
と

(
c
t
H
E巾
仏
巾
田
口
三
白
号
b
S
H
Eミ

℃担え
E
g
E仏市
H
E匂匂
-g同
)
」
と
な
っ
て
い
る
。

(2)
【
リ

.N.Z.
三
円
訴
訟
当
事
者
あ
る
い
は
訴
訟
を
補
佐
す
る
者
が
述
べ

る
こ
と
に
何
ら
か
の
不
足
が
あ
る
場
合
に
、
審
判
人
が
、
法
律
(
r
H
)

お

よ
び
公
の
法
(
吉
剖
匂
Z
σ
Z
2
B
)
に
合
致
す
る
と
承
知
す
る
(
沢
町
巾
)
も

の
を
補
充
し
(
印
ロ
匂
U
Z『
巾
)
、
提
示
す
る
(
匂

grH4巾
)
こ
と
は
、
疑
い
え

な
い
こ
と
で
あ
る
。

(
3
)
h
N
・
∞
・
由
・
胃
・
弁
護
人

(SSE-nZ田
)
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
誰
で

あ
れ
、
同
一
人
が
同
一
訴
訟
に
お
い
て
、
弁
護
人
(
包

g
g
g回
)
で
あ

り
、
か
っ
、
審
判
人
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
る
者
は
、
裁
定
者
(
回
忌
T

Z
司
)
か
保
護
者
(
宮
門

8
5ロ
由
)
か
の
ど
ち
ら
か
に
選
ば
れ
た
は
ず
な
の
で

あ
る
か
ら
。

(
4
)
U
-
怠
-
M
・口・
ι
・
請
求
の
原
因

(
O
ユ
問
。
一
宮
一
昨
日
己
。
巳
凹
)
か
ら
も
、
同
じ

事
態
が
生
ず
る
。
そ
の
他
に
、
た
と
え
ば
、
余
が
土
地
あ
る
い
は
奴
隷
を

請
求
し
、
そ
の
後
請
求
の
後
で
、
余
に
所
有
権
を
帰
属
さ
せ
る
別
の
新
し

い
原
因
が
余
に
付
け
加
わ
っ
た
場
合
、
〔
最
初
の
請
求
に
関
す
る
〕
既
判
物

の
抗
弁
は
、
〔
新
た
な
原
因
に
基
づ
い
て
請
求
す
る
〕
余
を
妨
げ
な
い
。
た

だ
し
、
た
と
え
ば
、
中
断
し
て
い
た
所
有
権
会

E
R
E
-印
g
自
己

O
B
E
E
g
)

が
、
請
求
の
後
に
、
一
種
の
帰
国
権

G
E
E
S
E
-
z
s
)
に
よ
っ
て
戻
っ

て
き
た
と
い
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
が
。
な
ぜ
な
ら
、
余
が
前

に
請
求
し
た
こ
と
の
あ
る
奴
隷
が
敵
に
牟
摘
さ
れ
、
そ
の
後
に
帰
国
権
に

3
旬
E
A

よ
り
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ

3

の
場
合
に
、
余
は
、
〔
既
判
物
の
〕
抗
弁
に
よ
り
却
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
山

が
、
そ
れ
は
、
事
態
は
同
一
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

α

余
が
他
の
原
因
に
よ
り
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
は
、
抗
お

弁
は
、
〔
余
を
〕
害
さ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
、
条
件
つ
き
で
物
が
時
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余
に
遺
贈
さ
れ
、
次
に
、
〔
遺
贈
か
ら
条
件
成
就
ま
で
の
〕
あ
い
間
に
、
余

が
所
有
権
を
取
得
し
た
と
し
て
〔
そ
の
物
を
〕
請
求
し
、
そ
の
後
に
、
遺

贈
の
条
件
が
成
就
し
て
再
び
余
が
請
求
す
る
場
合
に
も
、
私
〔
ウ
ル
ピ
ア

l
ヌ
ス
〕
は
、
〔
既
判
物
の
〕
抗
弁
が
妨
げ
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ

な
ら
、
前
の
所
有
権
の
原
因
は
別
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
今
や
こ
の

新
し
い
原
因
が
加
わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(5)

ロ
・
日
・
「
之
官
・
審
判
人
は
、
審
理
を
行
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
、
確
認

の
宣
告
を
も
行
う
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

(
6
)
(
U
-
M
-
F
H

汝
が
預
け
た
と
主
張
す
る
金
額
の
負
債
が
汝
に
対
し
あ
る

と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
方
法
は
、
汝
自
身
が
検
討
せ
よ
。
な
ん
と
な
れ

ば
、
汝
は
、
汝
の
相
手
方
で
あ
る
婦
人
が
自
己
の
勘
定
書
を
示
せ
と
要
求

し
て
い
る
が
、
こ
の
要
求
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
事
案
か
ら
し
て

(
m
H

2
5白
)
、
通
常
、
審
判
人
の
職
権
に
属
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

(7)

わ
-M-r
∞
・
朕
の
父
神
皇
ア
ン
ト

l
ニ
l
ヌ
ス
が
回
答
し
た
こ
と
も
、

朕
〔
ア
レ
ク
サ
ン
ダ

1
・
セ
ヴ
ェ
ー
ル
ス
〕
が
回
答
し
た
こ
と
も
、
と
も

に
、
法
と
衡
平
の
道
理
に
適
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
に
は
、

対
立
も
食
い
違
い
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
何
か
を
請
求
す
る
者
、
悪
意

の
抗
弁
に
よ
り
請
求
の
申
し
立
て
を
却
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
者
〔
原

告
〕
に
対
し
、
被
告
が
、
自
己
に
有
利
な
証
明
が
で
き
る
証
拠
だ
と
主
張

し
て
、
(
原
告
の
〕
勘
定
書
の
開
示
を
要
求
す
る
(
事
案
の
衡
平
そ
の
も
の

か
ら
す
れ
ば
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
が
勧
め
ら
れ
る
)
の
と
、
何
か
を
請

求
さ
れ
て
い
る
者
〔
被
告
〕
に
対
し
原
告
が
勘
定
書
の
提
示
を
要
求
す
る

の
と
で
は
、
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
こ
の
事
案
は
、
請
求
原
因
が
訴
え
ら

資

れ
て
い
る
者
〔
被
告
〕
の
証
書
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
で
は
な
ら
な
い

も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
。

ア
ン
ト

l
ニ
l
ヌ
ス
の
回
答
と
は
前
注
の
わ
.
N
.
F
H

ア
レ
ク
サ
ン
ダ

l
・
セ
ウ
ェ

l
ル
ス
の
回
答
は

P
N
H
・
印
で
被
告
の
開
示
請
求
を
認
め
て

い
る
。
な
お
、
ア
ン
ト
l
ニ
l
ヌ
ス
・
ピ
ウ
ス
と
ア
レ
ク
サ
ン
ダ

l
・
セ

ヴ
ェ
ー
ル
ス
と
は
父
子
で
な
い
。

(
8
)
0・
ロ
・
由
・
「
胃
土
地
の
測
量
師
を
訴
え
る
た
め
に
、
法
務
官
は
、
事

実
訴
権
を
与
え
た
。
わ
れ
わ
れ
が
測
量
師
に
欺
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
利
害
関
係
が
あ
る

の
は
、
た
と
え
ば
、
境
界
争
い
が
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
買
主
も
し
く

は
売
主
が
ど
れ
だ
げ
の
面
積
の
土
地
が
売
ら
れ
る
の
か
を
知
り
た
い
場
合

に
、
面
積
・
寸
法
を
測
量
師
が
示
す
際
に
欺
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
訴
権
を
法
務
官
が
与
え
た
の
は
、
古
人
た
ち
が
こ
の
よ
う
な

人
〔
測
量
師
〕
と
の
聞
で
賃
約
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
こ
の
仕
事
が
恩
恵
宮
市
ロ
巾
E
n
E
B
)
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
測
量
師
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
お
礼
を
す
る
(
お
ヨ
ロ
ロ
2
R巾
)
た

め
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
謝
礼

p
oロ
2
R
E
B
)

と
呼
ば
れ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
賃
約
に
よ
っ
て
測

量
師
が
訴
え
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
請
求
の
表
示
は
測
量
師
を
拘
束
し
な
い

と
、
い
わ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

(9)

ロ
-
H
・M
M
-
H

〔
裁
定
者
の
〕
補
佐
人
(
白
色
田
市
旬
。
吋
)
の
職
務
(
。
小

2
n
Z
B
)
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
の
識
者
。
5
2
2
z
ι
z
g凹
)

た
ち
が
自
ら
の
分
(
匂
問
団
)
を
全
う
す
る
こ
と
に
な
る
職
務
は
、
お
お
む
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ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
の
決
定
に
つ
き
る
。
す
な
わ
ち
、
事
案
の
審
理

(
g
m
E門
戸
。
)
、
裁
判
の
申
し
立
て
(
旬
。
印
Z
E
Z
O
)
、
訴
状

(-e巳
宮
田
)
、

告
示

(a-ngB)、
裁
決
(
色
町

n
R
E
B
)
、
回
答
(
巾
立
件
己
と
で
あ
る
。

(日
)

U
・
S
・N
-
N

一
定
の
原
因
が
あ
る
場
合
に
は
、
婦
人
に
も
公
の
訴
追

〔
刑
事
訴
追
〕
(
℃
ロ
豆
一
円
白
血
ロ
ロ
ロ
印
由
民
。
)
が
容
認
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
婦

人
が
以
下
の
男
・
女
の
死
に
つ
い
て
訴
追
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
こ
の

男
・
女
が
公
に
訴
え
ら
れ
た
〔
刑
事
訴
追
さ
れ
た
〕
場
合
に
、
自
分
は
い

や
な
ら
証
言
を
し
な
く
と
も
よ
い
と
法
律
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
、
こ

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
者
の
死
に
つ
い
て
訴
追
す
る
場
合
。
同
じ
こ
と
を
、

遺
言
〔
の
偽
造
〕
に
関
す
る
コ
ル
ネ

i
リ
ウ
ス
法
律
に
つ
い
て
、
元
老
院

は
定
め
た
。
さ
ら
に
、
父
あ
る
い
は
母
の
被
解
放
者
の
遺
言
に
つ
い
て
も
、

婦
人
に
は
公
の
法
廷
で
訴
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
ご
被
後
見
男
児

は
、
後
見
人
の
助
言
に
基
づ
き
父
の
死
を
、
同
様
に
被
後
見
女
児
は
、
そ

の
祖
父
の
死
を
訴
追
す
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
た
。
他
方
、
遺
言
法
律
に
つ

い
て
は
、
少
な
く
と
も
父
の
遺
言
に
つ
い
て
は
、
被
後
見
男
児
が
訴
え
る

こ
と
を
神
皇
ウ
ェ
ス
パ
ス
イ
ア

i
ヌ
ス
は
許
し
た
。
さ
ら
に
、
遺
言
書
が

提
示
さ
れ
な
い
と
み
な
さ
れ
て
、
特
示
命
令
に
よ
り
そ
の
提
示
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

(日
)

O
・
g-rHω
印
条
件
付
き
で
負
担
さ
れ
た
も
の
の
た
め
に
、
抵
当
が

負
わ
れ
た
場
合
、
条
件
成
就
前
は
正
当
に
訴
え
ら
れ
な
い
と
い
わ
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
間
は
何
も
負
担
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

条
件
つ
き
で
負
担
さ
れ
た
も
の
の
条
件
が
成
就
す
れ
ば
、
再
び
訴
え
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
負
担
さ
れ
た
債
務
は
現
存
す
る
が
、

し
か
し
抵
当
に
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
条
件
成
就
前
に
抵
当
訴

権
に
よ
り
訴
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
た
し
か
に
、
金
銭
が
支
払
わ
れ
て
い

な
い
こ
と
が
本
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
抵
当
物
が
〔
債
権
者
に

よ
り
〕
も
ち
去
ら
れ
る
の
は
不
当
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
審
判
人
の
裁
量

に
よ
り
、
「
条
件
が
成
就
し
、
金
銭
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
抵

当
物
は
、
そ
れ
が
現
存
す
る
な
ら
、
〔
債
権
者
に
〕
返
還
さ
れ
る
こ
と

(
司

g
z
g一
)
」
と
い
う
担
保
問
答
契
約
が
挿
入
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
原
文
は
、
町
三
け
と
な
っ
て
い
る
が
、

F
A山
は
、
「
利
息
の
た
め
に

も
抵
当
が
負
わ
れ
た
場
合
に
は
、
利
息
が
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
違

約
罰
に
つ
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
同
じ
こ
と
を
い
う
こ
と
に
な
る
」
で

あ
り
、
本
文
と
は
直
接
関
係
が
な
い
。

(
ロ
)
ロ
-MH-H8・
5
時
と
し
て
、
売
却
契
約
そ
の
も
の
は
無
条
件
で
あ
る

が
、
法
H
正
と
な
る
た
め
の
要
件

(gロ
色
n
Z
E門
戸
印
)
が
満
さ
れ
な
い
た

め
に
、
解
除
〔
返
還
請
求
〕
訴
権
が
停
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

奴
隷
が
何
か
を
買
っ
た
が
、
そ
の
奴
隷
に
つ
き
用
益
権
者
と
所
有
権
者
が

別
々
に
い
る
場
合
。
な
ぜ
な
ら
、
奴
隷
が
誰
の
財
産
か
ら
代
金
を
支
払
う

か
は
、
な
お
不
確
か
で
あ
る
問
、
目
的
物
が
誰
に
取
得
さ
れ
た
の
か
も
決

ま
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
用
益
権
者
お
よ
び
所
有
権
者
の
ど
ち
ら
に
も
解

除
〔
返
還
請
求
〕
訴
権
が
帰
属
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
日
)
ロ
-
M叶
-
H

出
-
H
M

『
・
三
件
の
後
見
を
行
っ
て
い
た
者
が
、
二
人
の
被
後
見

人
の
た
め
に
、
別
々
の
裁
定
に
よ
り
、
後
見
人
に
任
命
さ
れ
た
な
ら
、
こ

の
者
は
後
見
を
免
除
さ
れ
る
(
m
H
n
z
m
白
『
む
こ
と
が
で
き
た
が
、
免
除
事
由

を
主
張
す
る
前
に
、
彼
が
こ
れ
ま
で
後
見
を
行
っ
て
き
た
被
後
見
人
の
一
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人
が
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
に
は
、
彼
に
免
除
が
認
め
ら
れ
る
事
由
が
な

く
な
っ
た
と
同
時
に
、
先
に
下
さ
れ
た
裁
定
が
彼
に
後
見
の
義
務
を
負
わ

せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
三
の
後
見
の
代
わ
り
に
第
四
の
後
見
が
行

わ
れ
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
免
除
さ
れ
る
前
も
後

見
人
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
そ
れ
自
体
法
H
正
で
あ
る
(
苛
8
2
5
)
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〔
繰
り
上
が
っ
て
〕
あ
ら
た
め
て
四
番
目
に
来

た
者
の
後
見
は
、
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
後
見
か
ら

免
除
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
四
番
目
の
後
見
の
義
務
を
も
負
担

す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
人
が
、
こ
の
後
見
事
務
が
行

う
こ
と
は
要
求
で
き
な
い
と
主
張
す
る
者
も
い
る
が
、
こ
の
見
解
に
は
私

は
動
じ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
要
求
で
き
る
こ
と
は
、
後
見
の
事
務
が

終
了
し
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
後
見

人
が
〔
後
見
事
務
に
つ
い
て
〕
遅
滞
の
危
険
を
負
担
す
る
場
合
に
は
、
こ

の
〔
繰
り
上
が
っ
て
四
番
目
の
〕
後
見
に
つ
い
て
も
後
見
人
は
責
を
負
う

と
、
私
〔
パ
ウ
ル
ス
〕
は
考
え
る
。

m
-
H

同
じ
こ
と
は
、
三
件
の
後
見

を
行
っ
て
い
た
の
に
、
二
つ
の
遺
言
に
よ
っ
て
後
見
人
に
任
命
さ
れ
た
場

合
に
も
生
じ
う
る
。
こ
の
場
合
、
ど
ち
ら
の
後
見
に
先
に
任
命
さ
れ
た
か

が
問
題
に
な
る
と
き
は
、
遺
言
書
を
開
封
し
た
時
点
で
は
な
く
、
相
続
開

始
の
時
点
な
い
し
条
件
成
就
の
時
点
が
考
慮
さ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
間
-

N

わ
れ
わ
れ
が
述
べ
て
き
た
後
見
聞
の
差
異
は
、
次
の
よ
う
に
も
生
ず

る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
お
よ
び
第
四
の
後
見
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
が
、
第
四

の
後
見
に
先
に
従
事
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
後
見
、
す
な
わ
ち
第
四
の
後

見
の
危
険
を
負
担
す
る
の
は
、
事
務
を
行
う
よ
う
に
命
令
さ
れ
た
時
か
ら

資

で
あ
り
、
前
者
〔
第
一
一
一
〕
の
後
見
の
危
険
を
負
担
す
る
の
は
、
任
命
さ
れ

た
時
か
ら
で
あ
る
。
申
・

ω

〔
三
人
の
う
ち
の
〕
一
人
の
被
後
見
人
に
、

そ
の
父
の
財
産
を
相
続
さ
せ
な
か
っ
た
後
見
人
は
、
第
四
の
後
見
に
従
事

し
つ
づ
け
る
べ
き
だ
と
、
私
は
評
価
し
た
。
前
の
〔
相
続
を
認
め
な
か
っ

た
〕
後
見
を
辞
任
し
た
よ
う
な
も
の
な
の
だ
か
ら
。

m
・
品
そ
の
他
に
、

法
務
官
が
、
た
と
え
一
件
の
後
見
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
事
務
が
複
雑
で
労

多
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
複
数
の
後
見
に
見
合
う
ほ
ど
だ
と
し
て
、

そ
の
一
件
の
後
見
で
十
分
だ
と
考
え
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
行
為
は

正
し
い
、
と
私
は
考
え
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
〔
分
割
で
き
な
い
〕
共
有
財

産
を
有
す
る
兄
弟
た
ち
も
複
数
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
同

一
の
財
産
を
有
し
、
事
務
処
理
の
決
済
も
同
時
に
な
さ
る
べ
き
場
合
の
兄

弟
た
ち
も
複
数
と
考
え
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
反
対
に
、
財
産
が
分
割
さ

れ
れ
ば
、
兄
弟
に
は
二
件
の
後
見
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
被
後
見
人
の
数
で
は
な
く
、
計
算
書
を
作
成
し
、
決
済
を
行
う

と
い
う
事
務
の
難
か
し
さ
が
考
慮
さ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

(

H

H

)

U

・N
叶・
H

・
広
神
皇
マ

l
ル
ク
ス
〔
ア
ウ
レ

l
リ
ウ
ス
〕
の
提
議

(。5
2
0
)
に
よ
り
、
被
解
放
者
の
後
見
人
に
任
命
さ
れ
た
生
来
自
由
人
が

免
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
免
除
は
、
〔
生
来
自

由
人
の
特
権
で
あ
る
〕
指
輪
の
権
利

(
-
5
8
E
Z
E
B
)
を
取
得
し
た
被

解
放
者
に
も
認
め
ら
れ
る
と
、
わ
れ
ら
が
皇
帝
(
カ
ラ
カ
ラ
)
は
、
そ
の

父
帝
、
神
皇
〔
セ
プ
テ
イ
ミ
ウ
ス
〕
セ
ウ
ェ

i
ル
ス
と
と
も
に
回
答
し
た
。

m
-
H

し
た
が
っ
て
、
指
輪
の
権
利
を
も
っ
被
解
放
者
で
あ
る
未
成
年
者
の

後
見
人
な
い
し
保
佐
人
に
生
来
自
由
人
が
任
命
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
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条
件
の
違
い
の
ゆ
え
に
、
生
来
自
白
人
の
後
見
免
除
が
認
め
ら
れ
て
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
間
-
N

さ
ら
に
、
未
成
年

者
あ
る
い
は
二
五
才
未
満
の
成
年
が
指
輪
の
権
利
を
受
け
る
前
に
、
こ
の

者
の
後
見
人
に
任
命
さ
れ
た
ル

l
キ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
、
生
来
自

由
人
と
し
て
後
見
免
除
さ
れ
て
い
た
と
い
う
場
合
に
、
こ
の
者
が
指
輪
の

権
利
を
取
得
し
た
後
で
、
ル

l
キ
ウ
ス
が
あ
ら
た
め
て
同
人
の
後
見
人
あ

る
い
は
保
佐
人
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
認
め
ら
れ
た
範
例
よ
り

し
て
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
国
事
の
た
め
の
不
在
が
終
了
し
て
か
ら

一
年
の
期
間
後
見
を
免
除
さ
れ
た
者
が
、
こ
の
期
間
経
過
後
、
も
と
の
後

見
に
再
任
さ
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
、
と
回
答
さ
れ
た
。
間
・

ω

さ
ら

に
、
元
老
院
議
員
た
る
保
護
者
の
執
事
と
な
っ
て
い
る
被
解
放
者
は
、
他

の
者
に
つ
い
て
の
後
見
の
免
除
を
受
け
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
こ
の
被

解
放
者
が
指
輪
の
権
利
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
生
来
自
由
人
の
身
分
に

移
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
免
除
を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ切っ。
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こ
の
法
文
も
、
期
限
の
到
来
あ
る
い
は
条
件
成
就
に
よ
る
、
関
係
の
変

化
の
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
そ
の
視
点
か
ら
採
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る。

(
日
)
わ
・
吋

-
S・M
-

吋
朕
ら
は
、
上
訴
の
期
間
の
遵
守
に
つ
い
て
も
、
つ
ぎ
の

こ
と
が
守
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
決
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
上
訴
期
間
の
終

期
が
い
ず
れ
に
せ
よ
祭
り
の
期
間
に
入
っ
て
し
ま
う
場
合
に
は
、
祭
り
の

期
間
の
前
日
が
終
期
と
し
て
訴
訟
当
事
者
に
よ
り
遵
守
さ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
。
誰
か
が
、
法
の
命
ず
る
と
こ
ろ
と
異
な
っ
て
、
終
期
を
誤
っ
た
場
合

に
は
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
第
一
に
は
、
出
廷
し
て
い
る
相
手
方
に
よ
り
、

さ
ら
に
は
、
〔
相
手
方
が
欠
席
し
て
〕
上
訴
人
の
み
が
争
っ
て
い
る
場
合
に

は
、
審
判
人
に
よ
り
、
抗
弁
が
出
さ
れ
、
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
〔
こ

の
よ
う
に
し
て
上
訴
が
却
げ
ら
れ
た
場
合
に
は
〕
上
訴
人
は
、
い
か
よ
う

に
も
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
判
決
を
受
け
容
れ
た
人
と
同
じ
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(日
)

(

U

・吋・白
N

・
S-H
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
こ
と
を
朕
は
裁
可
す
る
。
上
訴

人
が
一
度
法
廷
に
来
て
、
そ
の
上
訴
理
由
を
申
し
立
て
た
な
ら
ば
、
そ
の

相
手
方
も
、
下
さ
れ
て
い
る
判
決
に
何
か
異
議
を
述
べ
た
い
と
思
い
、
か

っ
在
廷
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
行
い
、
裁
判
に
よ
る
救
済
を
受
け

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
他
方
、
相
手
方
が
在
廷
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、

審
判
人
が
、
自
己
の
権
限
に
よ
り
こ
の
相
手
方
の
役
割
を
果
し
て
よ
い
こ

と
を
、
同
じ
く
裁
可
す
る
。

(口
)

U
・ω・
ω・∞
-
N

退
役
兵
士

(
4
2
2
2
5
)
は
、
訴
訟
事
務
代
理
人
に
な

る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
現
役
兵
士
は
、
相
手
方
が
欲
す
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
訴
訟
事
務
代
理
人
に
任
命
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

争
点
決
定
の
時
点
で
、
い
か
な
る
偶
然
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
こ
れ
が
看
過

さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
自
己
の
も
の
の
た
め

に
訴
訟
事
務
代
理
人
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
、
あ
る
い
は
、
自
己
の
所
属
部
隊

全
体
の
共
通
の
事
案
を
訴
え
、
も
し
く
は
、
防
禦
す
る
た
め
の
訴
訟
事
務

代
理
人
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
例
外
で
あ
る
。
こ
の
者
た
ち
に
は
、
こ
の

よ
う
な
訴
訟
事
務
代
理
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

(日
)
(
U
-
M
-
H
N

・
吋
兵
士
は
、
父
や
母
や
妻
の
た
め
に
も
、
ま
た
、
皇
帝
の
回
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料

答

(
g
n
E
B
R
Rユ
ヌ
ロ
ヨ
)
に
よ
っ
て
も
、
訴
訟
事
務
代
理
人
と
し
て
訴

訟
を
遂
行
し
て
は
な
ら
な
い
。
他
人
の
防
禦
を
引
き
受
け
る
こ
と
や
、
訴

訟
を
買
い
受
け
る

(
z
e
g
q巾
ロ
叩
問
。
丘
町
じ
こ
と
や
、
と
り
な
し
役
(
出
口
町
田

守
呂
田
一
ぢ
司
)
と
し
て
関
与
す
る
こ
と
は
、
公
共
の
利
益
の
見
地
か
ら
、
兵
士

に
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
山
口
)
巴
印
・

ω-g
家
父
か
ら
解
放
さ
れ
た
子
が
、
遺
言
の
定
め
に
し
た
が
っ

て
、
母
の
財
産
を
相
続
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
母
の
財
産
は
、
子
を
解

放
す
る
前
か
ら
、
父
が
そ
れ
を
占
有
し
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
ず
る
果
実

も
父
が
占
有
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
子
が
元
老
院
議
員
だ
っ
た
の
で
、

父
は
こ
の
財
産
か
ら
、
子
の
名
誉
(
町
。
口
。
吋
)
の
た
め
に
出
費
し
て
い
た
。

父
が
、
子
の
た
め
に
出
費
し
た
も
の
を
差
し
引
い
た
上
で
こ
の
相
続
財
産

を
返
還
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
と
き
に
、
子
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
〔
差

し
引
か
な
い
〕
相
続
財
産
を
し
つ
こ
く
請
求
す
る
場
合
に
、
こ
の
子
〔
の

請
求
〕
が
悪
意
の
抗
弁
に
よ
っ
て
却
げ
ら
れ
う
る
か
、
こ
れ
が
問
題
で
あ

る
。
私
〔
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
〕
は
、
抗
弁
に
よ
っ
て
守
ら
れ
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
審
判
人
の
職
権
に
よ
り
、
十
分
な
保
護
が
与
え
ら
れ
る
、
と
解
答

し
た
。

(
初
)
前
注

(2)
参
照
。

(幻

)

0
・お
-
H

お
パ
ウ
ル
ス
は
次
の
よ
う
に
解
答
し
た
。
す
な
わ
ち
、
法
務

官
は
、
た
し
か
に
前
に
下
し
た
自
己
の
判
決
を
取
消
す
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
し
か
し
、
判
決
し
た
こ
と
と
整
合
す
る
た
め
に
は
必
要
だ
が
、
先
の

判
決
に
は
欠
け
て
い
る
、
そ
の
他
の
も
の
を
、
〔
後
の
訴
訟
で
〕
被
告
に
有

責
な
い
し
免
責
判
決
を
下
す
際
に
、
つ
ま
り
同
じ
期
日
に
、
補
充
し
な
け

資

れ
ば
な
ら
な
い
。

(
勾
)
関
口
兄
君
。
】
ぽ
吉
岡

z
o
m
F
N
R
ω
E
Zロ
間
色

g
E
n
F
Z
3
5

間
巳
与
え

S
H
M『。
N巾K
同門凶巾円相，

S
F
N巾一昨・

-
E巾
阿
児

n
z
E
C
B
田
-Z間
三
国

ロ。ロ

8
2
E
C
g
n
g
R
-
B
H
U
g
-
E
-
S
F
冨
ロ
ロ

n
y
g
呂町吋・

(
お
)
ネ
ル
が
学
説
史
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
を
、
多
少
長
く

な
る
が
、
引
用
し
て
お
く
。
「
こ
の
格
言
〔
審
判
人
は
、
:
:
:
〕
が
中
世
学

識
法
に
由
来
す
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
の
問

題
に
つ
い
て
、
踏
み
込
ん
だ
と
い
え
る
研
究
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

格
言
が
学
識
法
訴
訟
手
続
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
貫
徹
さ
れ
た
か
、
学
識

法
訴
訟
手
続
は
こ
の
格
言
に
い
か
な
る
意
味
を
付
与
し
た
か
、
学
識
法
訴

訟
手
続
は
こ
の
格
言
を
他
の
訴
訟
手
続
上
の
諸
制
度
と
ど
の
よ
う
に
関
連

さ
せ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
体
系
上
の
横
の
つ
な
が
り
を
も
た
せ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
欠
落
は
、
わ
か
り
す
ぎ
る
ほ
ど
に
よ
く
わ
か

る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
世
法
の
学
説
史
は
、
ご
く
一
般
的
に
い

っ
て
、
近
代
の
研
究
で
は
、
文
献
史
や
さ
ら
に
方
法
史
(
冨
2
F弘
吉
岡
2
・

n
z
n
Z巾
)
と
比
べ
て
も
割
を
食
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
学
識

法
訴
訟
手
続
を
論
じ
た
場
合
で
も
、
そ
れ
は
、
主
と
し
て
訴
訟
子
続
発
展

史
の
中
に
そ
の
場
を
標
す
と
い
う
意
図
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
由

来
が
研
究
さ
れ
る
場
合
で
も
、
こ
の
研
究
が
近
代
訴
訟
手
続
の
根
源
に
つ

い
て
の
問
題
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
行
わ
れ
る
の
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

そ
う
し
た
研
究
の
中
で
、
往
々
に
し
て
、
学
者
は
、
ロ
!
?
あ
る
い
は
ゲ

ル
マ
ン
法
世
界
に
由
来
す
る
影
響
、
イ
タ
リ
ア
領
邦
法
あ
る
い
は
教
皇
令

法
(
℃
創
刊
誌
ロ

nFgum-内円
2
即日巾ロ吋巾

nF円
)
に
発
す
る
影
響
を
認
め
、
あ
る
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い
は
認
め
た
気
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
実
は
、
ど
れ
か
あ
る
一
つ
の
契
機

が
過
度
に
強
調
さ
れ
、
複
雑
な
系
統
図
が
単
純
化
さ
れ
、
そ
の
一
面
の
み

が
示
さ
れ
る
の
が
、
あ
ま
り
に
も
頻
繁
に
あ
る
こ
と
な
の
だ
が
。
と
り
わ

け
、
学
識
法
律
家
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
か
ら
、
他
の
訴
訟
体
系
に
対

し
て
一
種
独
特
の
、
生
ま
れ
つ
き
か
ら
し
て
異
な
る
、
新
し
い
訴
訟
法
を

作
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
誤
っ
た
見
方
の
原

因
は
、
第
一
に
、
学
識
法
訴
訟
手
続
そ
の
も
の
の
知
識
が
な
い
こ
と
で
あ

る
。
近
代
の
法
史
家
は
、
ま
っ
た
く
ぼ
け
た
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
間
違
っ
た

観
念
を
も
っ
て
い
る
。
大
ま
か
な
概
略
を
知
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
個
々

具
体
的
な
も
の
ま
で
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
め
っ
た
に
な

い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
法
制
度
や
訴
訟
学
説
を
精
確
に
探

究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
訴
訟
史
上
の
も
ろ
も
ろ
の
関
連
に
つ

い
て
具
体
的
で
満
足
の
行
く
像
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

J

3
・

に
・
|
|
以
下
、
頁
数
の
み
で
示
し
て
い
る
の
は
、
ネ
ル
の
前
掲
論
文
か
ら

の
引
用
で
あ
る
)

(M)

ネ
ル
の
論
文
の
構
成
は
次
の
と
お
り
。
序
論
(
∞

-Hlg

一
、
格
言

二
、
近
代
の
研
究
に
お
け
る
学
識
法
訴
訟
手
続
三
、
課
題
の
設
定
四
、

「
訴
訟
の
規
則

(
O
E
O
-
E
R
Uユ
5)」
五
、
叙
述
の
範
囲
の
画
定
。

第
一
章
予
備
的
諸
問
題

(ω
・
4
5
)

一
、
訴
訟
の
構
造
二
、
「
訴
訟

は
三
人
の
主
体
の
三
方
向
か
ら
の
行
為
で
あ
る

(
Z
e
n
-ロ
ヨ
巾
己
可

E
g

白
n
g
Zユ
ロ
ヨ
宮

a。ロ白
E
B
)
」
三
、
弁
論
主
義
四
、
こ
の
格
言
が
中

世
教
会
法
学
(
宍
回
口
。
ロ

uzr)
に
と
っ
て
も
っ
た
意
味
五
、
方
法
に
つ

い
て
の
予
備
的
説
明
。
第
二
章
ア

l
ゾ
前
の
注
釈
学
派

(ω
・
5
1
N∞)

て
彼
ら
の
研
究
対
象
と
し
て
の
ユ

l
ス
テ
ィ

l
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
法
集

二
、
証
明
責
任
の
分
配
三
、

n-M・
E-
己
ロ
・
に
つ
い
て
の
学
説
の
異
同

2
2
8ロ
色
。
)
四
、
プ
ル
ガ

l
ル
ス
、
マ
ル
テ
ィ

l
ヌ
ス
五
、
審
判

人
の
補
充
に
つ
い
て
の
プ
ラ

l
ケ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
説
六
、
ゎ
・
品
-
N
H
・ロ

に
つ
い
て
の
学
説
の
異
向
。
審
判
人
が
裁
判
外
で
え
た
知
識
七
、
注
釈

学
派
の
他
の
人
々
。
第
三
章
ア
ゾ

1
3
.
S
l包
)
一
、
不
適
当
な
訴

ぷ
ん
ぺ
つ

権
二
、
審
判
人
の
補
充
に
つ
い
て
論
争
を
終
結
さ
せ
る
ア
ゾ
l
の
分
別

(
虫
色
ロ
笠
宮
口
)
三
、
こ
の
分
別
と
か
の
格
言
四
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
パ

ツ
ス
ィ
ア

i
ヌ
ス
五
、
主
張
の
段
階
(
〉
]
ぽ
聞
包
芯
三
由
民
主
一
Z
B
)

六
、
訴
訟
手
続
の
局
面
に
応
じ
た
か
の
分
別
。
第
四
章
デ
ク
レ
テ
イ
ス

ト
と
早
期
デ
ク
レ
タ
リ
ス
ト
。
基
礎
〔
理
論
〕

(ω.8lg)

て

概

観

二
、
グ
ラ

l
テ
ィ
ア
l
ヌ
ス
三
、
ゎ
-
u
s・吋
n-hH
に
つ
い
て
の
デ
ク
レ
テ

イ
ス
ト
の
説
四
、
。
・

5ρ
・日
n
-
N

に
つ
い
て
の
説
五
、
。
・
品
G
-
∞円
-
N

に
つ
い
て
の
説
六
、
ゎ
・
ロ

a
-
u
n
-
E
に
つ
い
て
の
説
七
、
補
説
、
ゎ
-

N

0

・H

佳

2
・白
n
-
N
H

八
、
第
一
教
皇
令
集
(
耳
目
自
由
。
。
B
立
z
t
o
)

九
、
審
判
人
の
補
充
権
と
質
問
権
一

O
、

ω
5
5何回可。
g
g
-
g回目的。

第
五
章
デ
ク
レ
テ
イ
ス
ト
と
初
期
デ
ク
レ
タ
リ
ス
ト
。
解
決
の
諸
提
案

(ω
・日
H

E

印

)

て

gロ
沼
町
三
宮
の
分
別
二
、
民
事
事
件
と
刑
事
事

件
お
よ
び
有
責
判
決
と
免
責
判
決
の
分
別
一
二
、
他
の
審
判
人
へ
の
移
送

四
、
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
の
組
み
合
わ
せ
五
、
自
由
心
証
主
義
。
第
六
章

教
会
法
学
者
(
問
自
。
ロ
宮
)
と
世
俗
法
学
者
(
戸
市
岡
宮
)
ア
。
ソ
ー
か
ら
デ

ユ
ラ
ン
テ
ィ
ス
ま
で

3

8
∞
品
)
て
小
括
一
一
、
第
三
教
皇
令
集

(
門
町
江
宮
。
。
B
三
宮
己
。
)
三
、
教
令
集
に
つ
い
て
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
テ
ウ

北法38(2・121)319 



料

ト
ニ
ク
ス
の
説
四
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
教
皇
令
集
(
亡
σ旬
開
同
可
由
)

に
つ
い
て
の
デ
ク
レ
タ
リ
ス
ト
の
説
。
通
常
訴
訟
手
続
と
選
挙
審
査
手
続

と
の
聞
の
線
引
き
五
、
良
心
問
題
に
つ
い
て
の
ホ
ス
テ
ィ
エ
ン
ス
イ
ス

の
説
六
、
凶
-
M
-

呂
田
き
七
、
世
俗
法
学
者

(NE】
宮
)
「
知
恵
を
万
人

は
愛
す
る
お
白
匂

W
2
5
B
え
な

n
g
E
O
Bロ
g)」
か
ら
ヤ

l
コ
ブ
ス
・

デ
・
ア
レ

l
ナ
ま
で
八
、
デ
ク
レ
タ
リ
ス
ト
た
ち
の

ωロ
ヨ
ヨ
白
。
「
審
判

人
の
職
務

5
s
n
z
s
z門
出
丘
団
)
」
九
、
「
訴
訟
の
規
則
」
。
第
七
章
デ

ュ
ラ
ン
テ
イ
ス
後
の
時
代

(ω
・
8
1
3
)

一
、
学
識
法
訴
訟
手
続
に
と
っ

て
こ
の
時
期
の
も
つ
意
味
二
、
方
法
に
つ
い
て
の
予
備
的
説
明
三
、

ア
ゾ

l
を
継
承
す
る
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
の
世
俗
法
学
者
四
、

バ
ル
ト
ル
ス
五
、
世
俗
法
学
者
と
し
て
の
パ
ル
ド
ゥ
ス
六
、
教
会
法

学
者
七
、
ェ
ン
リ
ク
ス
・
ボ

l
イ
ク
と
教
会
法
学
者
と
し
て
の
パ
ル
ド

ウ
ス
。
結
論

G
H
O
C
-
z
e

て
早
期
学
識
訴
訟
手
続
法
の
評
価

二
、
学
識
法
の
用
語
法
に
よ
る
総
括
三
、
近
代
の
用
語
法
に
よ
る
総
括

四
、
審
判
官
の
職
務

S
E
n
-
z
S
E
e
n
-白
)
五
、
章
立
て
の
体
系
性

六
、
「
ロ
!
?
」
お
よ
び
教
会
学
識
法
の
一
体
性

こ
こ
で
言
及
で
き
る
の
は
、
第
二
章
か
ら
第
五
章
ま
で
で
あ
る
。

(
お
)
ネ
ル
の
用
い
て
い
る
、
一
五
六
六
年
の
ヴ
ェ
ネ
テ
ィ
ア
版
∞
ロ
ヨ
自
由

円
リ

0

門
出
巳
由
で
は
、
第
二
節
に
な
っ
て
い
る
5
.
u
o
)
。

(
お
)
注

(
2
)
参
照
。

(
幻
)
ロ
!
?
法
源
と
訴
訟
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ネ
ル
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
注
釈
学
派
の
研
究
素
材
は
、
ユ
ー
ス
テ
ィ

l
ニ
ア

l
ヌ
ス
の

立
法
作
品
で
あ
る
。
注
釈
学
派
も
ま
た
現
代
の
法
史
家
も
、
こ
の
立
法
作

資

品
の
中
に
、
ュ

l
ス
テ
ィ

l
ニ
ア

l
ヌ
ス
の
時
代
に
支
配
し
て
い
た
民
事

訴
訟
体
系
が
秩
序
だ
っ
て
、
ま
た
は
、
連
関
性
を
も
っ
て
再
現
さ
れ
て
い

る
の
を
発
見
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
が
注
釈
学
派
に
と
っ
て
意
味
す
る
こ

と
は
、
こ
の
立
法
作
品
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
法
源
を
、
自
分

た
ち
の
時
代
の
要
請
に
答
え
て
訴
訟
教
説
〔
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
が
〕

に
役
立
ち
う
る
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

(ω
・
5
)
ロ
!
?
法

源
の
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
訴
訟
の
関
連
法
文
を
見
出
し
、
そ
れ
に
一
定
の
意

味
を
付
与
し
て
、
有
意
味
的
に
並
べ
る
と
い
う
作
業
自
体
が
、
き
わ
め
て

実
践
的
・
創
造
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
以
上
の
引
用
か
ら
わ
か
る

で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
訴
訟
の
書
も
、
ブ
ル
ガ

l
ル
ス
の
む
巾

宮
告
丘
町
を
は
じ
め
と
し
て
、
注
釈
学
派
の
主
要
な
作
業
分
野
だ
っ
た
。
な

お
、
佐
々
木
有
司
「
中
世
ロ

l
マ
法
晶
子
」
碧
海
純
一
・
伊
藤
正
己
・
村
上

淳
一
一
編
『
法
学
史
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
六
)
九
八
頁
参
照
。

(
お
)
門
戸
〈
・

ω(UHKFF。』〉・

ω
Z門
出
阿
古
『
E
-
a
H
F
m
o
g白
包
ωAru-ω
∞印品・

こ
の
資
料
は
参
照
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
ネ
ル
の
∞
・
口
町
・
の
引
用
に
よ
っ

た
。
な
お
、
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
国

-noHZの
(
宵
回
開
-
Y
回
目
ロ
己
σロ
ny

門
同
町
同
}
心
口
町
=
巾
ロ
ロ
ロ
品
目
、
津
町
円
白
骨
ロ
吋
己
巾
吋
ロ
巾
ロ
巾
司
巾
口
市
己
叫
O
匂位一∞
nF巾ロ

司ユ
4
白骨吋
mnF仲
間

間

g
n
y
k
v
F
H・∞。
-
w

冨
ロ
ロ
n
v
g
H由
詰
所
収
の
M
Y

当
田
宮
〉
岡
山
、

U
-
z
m岡
山
印
昨
日
印

n
v
m
E芯
S
E『己
R
2
0
8己
負
g
H
N
号
、
∞
-

N

念
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
鈎
)
注
(
日
)
参
照
。

(
初
)
注
(
日
)
参
照
。

(幻
)

U
・印・
H

芯・
H

北法38(2・122)320 

法
に
つ
い
て
疑
問
の
あ
る
審
判
人
に
対
し
て
は
、
属
州



Azonis Summa in C. 2. 10 

長
官
(
胃

8
8凹
)
が
解
答
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
実
に
つ
い

て
助
言
を
求
め
て
く
る
審
判
人
に
対
し
て
は
、
属
州
長
官
は
助
言
を
与
え

て
は
な
ら
ず
、
「
信
ず
る
が
ま
ま
に
(
匂

g
E
S
Z間目
O
E問
岡
市
門
芹
)
判
決
を

下
せ
」
と
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
い
っ
た
行
為
は
、

往
々
に
し
て
悪
評
を
生
み
、
ま
た
、
ひ
い
き

(mg巴
白
)
や
野
心
の
材
料
を

提
供
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

(
犯
)
ヨ
ハ
ネ
伝
八
・
一

O
i
一
一
。
訳
は
、
ラ
テ
ン
語
か
ら
で
き
る
だ
け
法

的
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
訳
し
た
。
邦
訳
聖
書
で
は
、
日
本
聖
書
協
会
の

文
語
版
『
旧
新
約
聖
書
』
が
法
的
な
意
味
を
伝
え
て
い
る
が
、
し
か
し
、

他
の
訳
で
は
法
的
な
意
味
が
薄
れ
て
い
る
。

(お

)
U
-
N品・
5
・ω
・
品
そ
の
他
に
、
嫌
疑
後
見
人
(
悶

5
胃

n
z
z
z
g吋
)
を
訴

追
な
し
に
免
瓢
で
き
る
か
ど
う
か
が
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

嫌
疑
が
事
実
に
よ
る
非
常
に
は
っ
き
り
し
た
根
拠
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
法
務
官
に
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
免
賦
す
る
義
務
が
あ
る
、
と
い

う
の
が
よ
り
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
被
後
見
人
の
保
護
の
た
め
に

認
め
ら
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

(悦

)
ω
.
5
.

(
お
)
以
下
の
法
学
者
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
佐
々
木
前
掲
「
中
世
ロ

!
?
法
学
」
八
五
|
六
頁
参
照
。

(
お
)
姦
通
の
女
の
例
は
、
現
在
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
弁
論
主
義
「
主
張
さ

れ
た
こ
と
に
従
っ
て
裁
判
す
べ
し
」
と
い
う
よ
り
は
、
「
訴
え
な
け
れ
ば
裁

判
な
し
」
と
い
う
弾
劾
主
義
あ
る
い
は
処
分
権
主
義
に
関
わ
る
も
の
と
い

え
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
ネ
ル
は
、
マ
ル
テ
ィ

l
ヌ
ス
が
訴
訟
を
遂
行
す

る
主
体
の
活
動
領
域
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
弁
論
主
義
に
せ
よ
、
処
分
権
主
義
に
せ
よ
、
訴
訟
当
事
者
の
権
限
・

義
務
を
強
調
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

(ω
・
5
)
。
マ
ル
テ
ィ

l
ネ
ス
の
説

に
つ
い
て
ネ
ル
は
、
さ
ら
に
、
予
想
と
は
逆
に
、
真
実
探
究
の
要
請
が
よ

り
強
い
刑
事
事
件
の
方
に
補
充
権
限
・
義
務
を
認
め
な
い
点
に
注
目
し
て

い
る
。
こ
の
点
は
、
後
に
見
る
教
会
法
学
者
の
議
論
(
一
一
四
頁
参
照
)

と
比
較
す
る
と
興
味
深
い
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
姦
通
の
女
」
の
例
は
、

免
責
判
決
の
事
例
で
あ
り
、
こ
れ
が
ど
の
程
度
意
味
を
も
つ
か
は
、
考
慮

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
幻
)
マ
ル
テ
ィ

l
ヌ
ス
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
解
釈

も
許
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
彼
は
、
審
判
人
の
補
充
権
限
・
義
務
が
原

則
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
考
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
お
そ
ら
く
は
ブ
ル

ガ

l
ル
ス
ら
か
ら
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
「
姦
通
の
女
」
の
論
拠
(
民
自

問ロ

S
E
E
S
)
が
障
害
に
な
る
。
こ
こ
で
、
民
事
事
件

(EC凹曲
nE-U)

と
刑
事
事
件

(
g
z
g
nユg
E色
町
)
と
の
分
類
(
径
三
位
。
)
が
注
目
さ
れ

る
。
「
姦
通
の
女
」
の
白

a
z
g
g
g
g
が
刑
事
事
件
に
の
み
妥
当
す
る
も
の

と
限
定
さ
れ
、
民
事
事
件
に
つ
い
て
は
原
則
が
あ
て
は
め
ら
れ
て
補
充
権

限
・
義
務
が
肯
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
審
判
人
の
補
充
権
限
・

義
務
に
つ
い
て
、
民
事
事
件
と
刑
事
事
件
の
分
別
(
岳
民
吉
n
z
c
)
が
行
わ

れ
る
。
な
お
、
論
拠
、
分
類
、
分
別
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
佐
々
木

前
掲
「
中
世
ロ

l
マ
法
学
」
八
九

l
九

O
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の

法
学
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
後
注

(
M
)
参
照
。

(
お
)
プ
ラ

l
ケ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
は
、
彼
の

ωロ
ヨ
ヨ
曲
。
。
門
出
門
町
(
一
一
七

O
年

北法38(2・123)321 



料

代
)
の
中
で

(
N

・
5
)
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
な
お
、
こ
れ
は
参
照

で
き
な
か
っ
た
の
で
、

ω
-
N
C

に
拠
る
)
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
弁
護
人
が
間
違
っ
て
述
べ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
事
実

に
つ
い
て
錯
誤
し
て
い
る
場
合
に
何
が
法
に
か
な
う
こ
と
か
を
、
説
い
て

き
た
。
今
度
は
、
弁
護
人
が
過
少
に
主
張
す
る
(
田
口
諸
問
巾
)
場
合
に
、
何

が
法
に
か
な
う
こ
と
で
あ
る
か
を
尋
ね
る
こ
と
に
す
る
。
あ
る
法
学
者
た

ち
は
、
『
審
判
人
は
事
実
に
つ
い
て
の
み
補
充
す
る
こ
と
に
な
る
』
と
い

う
。
ま
た
別
の
法
学
者
た
ち
は
、
『
法
に
つ
い
て
の
み
』
と
い
う
。
私
は
、

両
方
に
つ
い
て
と
い
う
。
欠
席
裁
判
手
続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
も
、
審
判

人
は
、
欠
席
者
に
代
わ
っ
て
主
張
し
、
そ
の
役
割
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
だ
か
ら
、
わ
叶

S
-
S
H
や
わ
・
吋

B.M・
吋
に
あ
る
よ
う
に
。
死
者

が
訴
追
さ
れ
て
い
る
時
で
も
、
審
判
人
は
同
じ
こ
と
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な

い
と
私
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
欠
席

S
Z
E凹
)
当
事
者
あ
る
い
は
死

者
の
不
在

S
Z
2
5乙
と
い
え
ど
も
、
神
の
現
在
(
仏
巾
固
有
宮
田
町
三
宮
)

に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
の
だ
か
ら
。
す
な
わ
ち
、
審
判
人
が
裁
く
際
に
、

現
存
す
る
神
が
申
し
立
て
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
福
音
の
中
で
お
裁
き
下

さ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
何
が
信
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
同
様
に
、

当
事
者
が
過
少
に
述
べ
た
場
合
に
も
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
章

R
・N
・
5
)
に
あ
る
よ
う
に
。
私
の
考
え
で
は
、
判
決
を
下
す
前
に
補
充

す
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
続
い
て
、
法
律
と
衡
平
に
合
致
す
る
判
決
を
宣

告
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
判
決
後
も
、
時
に
は
、
た
と
え
ば
果
実
に
つ

い
て
補
充
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
犯
罪
に
つ
い
て
聞
く
場
合
に
は
、
審

判
人
は
、
一
般
的
に
、
誰
が
殺
人
を
行
っ
た
か
と
尋
問
す
る

(
E
A己
5
5
)

資

べ
き
で
あ
っ
て
、
特
定
し
て
、
す
な
わ
ち
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
遂
行
し
た

か
と
尋
問
す
べ
き
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
尋
問
す
る
者
の
す
る
こ

と
で
あ
る
が
、
後
者
は
誘
導
す
る
者
の
行
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
o
U
怠
-

g
-
F
N
H

に
あ
る
よ
う
に
。
最
後
に
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
U
-
N
H
H
-
N
印・∞

か
ら
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
訴
訟
前
に
な
さ
れ
た
こ
と
が
審

判
人
の
職
務
に
は
そ
れ
ほ
ど
関
係
が
な
い
、
こ
れ
が
〔
以
上
述
べ
た
こ
と

の
〕
妨
げ
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ほ
ど
関

係
が
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
、
審
判
人
が
補
充
で
き
る
と
い
う
こ
と
に

は
影
響
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

な
お
、
ロ
・
怠
-
H
∞
H
N
H

「
質
問
を
し
よ
う
と
思
う
者
は
、
特
定
し
て
、

『ル

l
キ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
イ
ウ
ス
が
殺
人
を
行
っ
た
か
』
と
尋
問
し
て
は

な
ら
ず
、
一
般
的
に
、
『
誰
が
殺
人
を
行
っ
た
か
』
と
尋
問
す
べ
き
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
、
答
を
求
め
る
者

(
B
A
E
5
5
)
の
す
る
こ
と

と
い
う
よ
り
は
、
誘
導
す
る
者
の
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
神
皇
ト
ゥ
ラ

l
ャ
l
ヌ
ス
も
回
答
し
た
。
」
U
-
N
H
F
N
印
∞

「
同
様
に
知
る
べ
き
は
、
売
主
は
、
按
察
官
告
示
で
定
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
の
す
べ
て
を
、
そ
れ
ら
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
〔
訴
訟
が
係
属
す
る
〕

(
E
S
W
2
5
2
3
3
5
5
)
前
に
為
さ
れ
た
場
合
に
は
、
保
証
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
告
示
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
の
う
ち

の
何
か
が
争
点
決
定
の
前
に
生
じ
て
い
た
な
ら
、
そ
れ
が
保
証
さ
れ
て
い

る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
数
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
訴
訟
受
入
れ
〔
係
属
〕
の
後
は
、
奴
隷
を

返
還
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
原
因
が
訴
訟
に
関
係
が
あ
る
。
果
実
が
生
ず
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る
こ
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
奴
隷
の
価
値
が
減
ず
る
こ
と
等
が
生
ず
る
こ

と
も
。
な
ぜ
な
ら
、
審
判
人
は
、
審
判
人
に
任
ぜ
ら
れ
る
や
い
な
や
、
お

よ
そ
訴
訟
に
関
連
す
る
な
ら
な
ん
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
事
柄
に
つ
い
て
の

職
務
が
審
判
人
に
担
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
訴
訟
前
に

生
ず
る
こ
と
は
、
審
判
人
に
は
そ
れ
ほ
ど
関
係
が
な
い
。
審
判
人
に
特
に

名
を
挙
げ
て
課
さ
れ
た
も
の
は
こ
の
限
り
で
な
い
が
。
」
こ
の
法
文
は
、
売

買
の
目
的
物
に
も
と
づ
く
解
除
(
原
状
回
復
)
に
関
連
す
る
。

(
m
m
)

∞-
N
C
『
・
な
お
、
前
注
所
掲
の
プ
ラ

l
ケ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
の

ωロ
B
自
由

。
。
門
出
門
戸
印
か
ら
は
、
審
判
人
が
質
問
、
尋
問
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の

手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
、
ネ
ル
は
指
摘
し
て
い
る
。

(ω)
な
お
、
主
張
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
知
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
い

て
よ
い
か
と
い
う
問
題
は
、

(
U

・品

N
H
.
5
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
あ
-

N

は
・
)
。
こ
の
法
文
で
は
、
「
行
わ
れ
た
行
為
(
円
g
m
m色
白
)
を
何
も
知
ら
な

か
っ
た
者
た
ち
の
も
と
で
は
、
〔
そ
れ
に
つ
い
て
の
〕
証
書
が
失
わ
れ
た
と

い
う
証
言
が
な
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
真
実
の
証
明
に
と
っ
て
何
の
役
に
も

た
た
な
い
L

と
書
か
れ
て
い
る
。
審
判
人
は
、
一
般
に
、
「
行
わ
れ
た
行
為

を
知
ら
な
か
っ
た
者
」
に
入
る
が
、
例
外
的
に
知
っ
て
い
る
場
合
は
ど
う

な
る
か
が
問
題
に
な
り
う
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
諸
家
の
争
い
が
あ
る
。

出
口
問
H
V
Z
E
S
U
M
g回目。ロ巾回

$
0
5
5
0
2
g
-

山

-
M
H
A
Y
E
一
。
・
出
〉
同
WZHWF

寄
与

-
Y
E
E巾ロ包
Oロ
巾
田
弘
O
B
E
O
E
B
由
F
S
n
oロ
可
。
〈
巾
吋
回
国
白
巾
ぐ
巾
芯
『
己

g

E
『山田

8
5白
E
E
Z弓

szg心
巳
伺
】
。
印
由
国
さ
吋
巾
由

5
2ロ
Z
F
F
m
Mぢ
N
円四

回∞
ω
P
Z
E円

凶

E
n
r
〉白

}
2
5
E
L
u・
2
0
「
同
様
に
、
。
・
品
-
N
H
-
Z
に
お

い
て
も
意
見
の
違
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
実
を
知
っ
て
い
る
審
判
人

が
、
証
人
の
証
明
な
し
に
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
。
マ
ル
テ
ィ

l
ヌ
ス
は
説
く
。
審
判
人
が
争
い
の
真
実
を
知
っ
て
お
り
、

そ
の
争
い
に
つ
い
て
審
判
人
が
同
時
に
証
人
で
あ
る
場
合
、
審
判
人
が
知

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
従
っ
て
判
決
を
下
せ
る
の
は
、
民
事
事
件
に
つ
い
て

で
あ
っ
て
、
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
判
決
を
下
せ
な
い
。
刑
事
事
件
で
は
、

訴
追
人
な
し
に
は
裁
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
姦
通
し
た
と
し
て
訴
追
さ
れ

た
女
を
、
『
女
よ
お
前
を
告
訴
す
る
者
は
い
な
い
。
私
も
お
前
を
有
責
と
は

し
な
い
』
と
い
っ
て
赦
し
た
キ
リ
ス
ト
の
例
に
従
っ
て
。
他
の
者
た
ち
は

反
対
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
、
民
事
事
件
で
も
刑
事
事
件
で
も
審

判
人
は
知
っ
て
い
る
こ
と
に
従
っ
て
裁
く
こ
と
が
で
き
る
と
説
き
、
こ
の

こ
と
を
、
上
述
の
法
文
〔
ゎ
・
品
-
N
F
Z
〕
の
反
対
解
釈
か
ら
導
い
て
い
る
。
」

マ
ル
テ
ィ

l
ヌ
ス
に
反
対
す
る
他
の
者
と
い
う
と
、
通
常
は
、
プ
ル
ガ
ー

ル
ス
あ
る
い
は
そ
の
弟
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ネ
ル
は
、
こ
れ
は
プ

ル
ガ

i
ル
ス
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る

3
・M
ω
)
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ゎ
・
品

N
H
H
U
に
関
連
し
て
は
、
プ
ラ

l
ケ
ン
テ
ィ

ー
ヌ
ス
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
わ
・

ι
.
8
(証
人
に
つ
い
て
号
一
昨

2
・

2
u
E印
)
で
、
「
姦
通
の
女
」
の
例
に
拠
り
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る

お

-
N
S
。
「
地
面
に
お
書
き
に
な
ら
れ
て
い
る
主
に
よ
っ
て
、
判
決
を

書
く
方
式

G
2自
由
)
が
導
入
さ
れ
た
。
同
じ
く
主
に
よ
っ
て
、
審
判
人

は
、
た
と
え
他
の
時
に
真
実
を
知
っ
た
と
し
て
も
、
主
張
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
裁
く
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
導
入
さ
れ
た
J

(

H

U

)

ω

・
8
・

(
必
)
ネ
ル
は
、
反
対
派
の
人
々
が
、
上
訴
期
間
の
経
過
を
法
の
問
題
だ
と
考
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料

え
た
と
述
べ
て
い
る

3
8
)
が
、
し
か
し
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
い
え
る

の
か
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
法
の
問
題
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
な
ら
、

次
に
見
る
ア
ゾ
ー
の
よ
う
な
解
決
は
、
あ
る
い
は
必
要
な
か
っ
た
の
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
む
し
ろ
、
反
対
派
の
人
々
が
わ
'
円

8
・N
'
N

を
十

分
に
処
理
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
必
)
こ
う
し
た
解
釈
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
ネ
ル
は
、
包

g
g
o
a宮
町
広

白
色
ロ
-
N
'
H
N
-
N

白
印
匂
巾
円
昨
己
主

g
H
「
さ
ら
に
、
マ
ル
テ
ィ

l
ヌ
ス
に
よ
れ

ば
、
審
判
人
は
、
事
実
に
つ
い
て
自
分
で
見
て
知
っ
て
い
る
と
お
り
に
判

決
を
下
せ
る
。
し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
パ
ツ
ス
ィ
ア

l
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、

審
判
人
は
審
判
人
と
し
て
の
審
判
人
に
知
ら
れ
た
事
実
に
つ
い
て
の
み
、

す
な
わ
ち
、
証
人
や
証
書
や
推
定
に
よ
っ
て
自
分
自
身
に
証
明
さ
れ
た
こ

と
に
従
つ
て
の
み
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
」
を
引
い
て
い
る

3

8

司ロ・
N
C
)

。

(
H
H
)

こ
こ
に
は
、
中
世
ロ
!
?
法
学
の
方
法
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
と
な
る
、

分
別
(
岳
民
5
2
Z
)
の
典
型
的
な
実
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、

分
別
の
具
体
例
と
し
て
は
、
さ
ら
に
、
片
岡
輝
夫
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け

る
分
割
所
有
権
の
歴
史
的
研
究
(
一
)
合
乙
(
=
了
完
)
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』

六
四
巻
一

0
・
一
一
・
一
二
号
二
九
五
二
五
二
頁
以
下
、
六
五
巻
二
・

三
号
(
一
九
五
二
)
六
七
頁
以
下
、
五
・
六
・
七
号
六
五
頁
以
下
参
照
。

本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
説
明
、
あ
る
い
は
、
注
(
幻
)
の
よ
う
な
説
明
が

で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
英
米
法
の
島
田
丘
四
回
開
巳
岳
山
口
問
と
同
じ
と
い

え
な
い
と
し
て
も
、
き
わ
め
て
類
似
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
島
田
江
口
四
三
住
吉
岡
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
田
中
英
夫
『
英

資

米
法
総
論
下
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八

O
)
四
九

O
頁
参
照
。
し
か

し
、
在
住
ロ
2
Z
と
佳
弘
吉
岡
巳
∞
庄
ロ
聞
の
類
似
性
の
原
因
を
ロ

i
マ
法
文

の
権
威
と
先
例
拘
束
性
と
の
類
似
性
に
の
み
求
め
る
こ
と
は
、
問
題
を
媛

小
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
最
高
裁
判
所
が
上
告
理
由
で
引
用
さ

れ
て
い
る
判
決
を
、
当
該
事
件
の
場
合
に
は
妥
当
し
な
い
と
し
て
却
け
る

の
は
、
同
じ
作
業
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
、
む
し
ろ
、
さ
し

あ
た
り
、
次
の
よ
う
に
一
般
的
に
考
え
て
お
く
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

寸
古
代
ロ
オ
マ
の
名
望
家
的
法
律
家
層
は
、
市
民
に
対
す
る
助
言
・
解

答
(
そ
の
際
の
討
論
)
を
重
ね
る
う
ち
に
、
判
定
に
お
け
る
共
通
な
原
理

ま
た
は
諸
重
要
事
実
(
『
判
定
理
由
』
吋
白
色
。
号

nEge)
の
認
識
を
関
心

対
象
と
し
、
法
全
体
を
し
て
か
か
る
『
判
定
理
由
』
た
る
諸
準
尉
か
ら
成

る
一
箇
の
認
識
連
関
の
形
を
と
ら
し
め
る
に
至
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
反

面
で
は
、
彼
ら
の
判
定
活
動
(
法
適
用
)
が
始
源
の
神
宮
団
の
解
答
活
動

以
来
の
伝
統
た
る
具
体
的
事
件
・
事
実
関
係
の
凝
縮
・
定
式
化
(
論
理
学

上
の
還
元
な
い
し
帰
納
)
と
い
う
実
践
を
常
に
出
発
点
と
し
て
い
た
限
り

で
は
、
準
則
群
は
、
所
謂
「
発
見
的
」
「
反
証
可
能
的
」
性
格
の
も
の
、
適

用
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
そ
の
都
度
「
区
別
」
〔
告
白

Entoil-筆
者
)

さ
れ
る
も
の
、
か
く
て
不
断
に
ヨ
リ
特
殊
的
な
準
則
を
結
晶
さ
せ
続
け
る

と
こ
ろ
の
一
箇
の
認
識
連
関
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
か
る
思
考

形
態
を
認
識
連
関
性
と
現
実
関
係
と
の
両
面
か
ら
制
御
さ
れ
る
準
則
形
成

と
い
う
よ
う
に
図
式
化
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
両
局
面
は
、
西
洋
中
世
以
降
、

古
代
ロ
オ
マ
法
を
教
材
と
す
る
法
的
思
考
の
演
練
過
程
の
中
で
い
わ
ば
分

業
的
に
方
法
論
的
自
覚
を
経
た
(
体
系
学
的
自
然
法
論
ま
た
は
歴
史
主
義
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的
自
然
法
論
)
の
ち
、
一
九
世
紀
は
じ
め
に
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
法
学
方
法
論

に
お
い
て
再
結
合
さ
れ
た
と
い
え
る
が
、
そ
の
所
説
の
要
諦
た
る
所
謂
『
一

般
概
念
』
で
は
な
い
類
型
論
的
概
念
は
、
古
典
ロ
オ
マ
法
研
究
に
精
通
し

て
い
た
彼
に
し
て
為
し
え
た
古
代
ロ
オ
マ
の
上
記
の
よ
う
な
法
的
思
考
の

再
獲
得
と
い
え
よ
う
か
。
法
的
思
考
は
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
以
後
も
、
ま
た
西
洋

法
を
継
受
せ
る
明
治
以
降
・
敗
戦
以
降
の
我
国
に
お
い
て
も
再
び
分
業
的

反
省
・
自
覚
を
経
る
が
、
私
な
り
に
概
観
す
れ
ば
、
判
定
準
則
の
、
現
実

関
係
性
か
つ
認
識
連
関
性
あ
る
不
断
の
創
造
、
と
い
う
上
記
の
流
れ
の
継

続
と
考
え
ら
れ
る
。
」
小
菅
芳
太
郎
『
法
学
部
研
究
年
報
1
』
(
北
海
道
大

学
法
学
部
・
一
九
八
二
)
六
五
頁
。
な
お
、
本
誌
三
六
巻
五
・
六
号
(
一

九
八
六
)
三
三
三
頁
以
下
を
も
参
照
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
ロ
!
?
法

学
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
回
り
・

4
2閃
〉
(
U
同
内
何
回
戸
〉
己
印
唱
者
同

E
Z
ω
n
uユ
ロ

2
・

切己

-
r
m，
円
自
民
ロ
ユ
由

-
Z・
5
8
所
収
の
諸
論
文
、
特
に
第
九
論
文

N
R

河
♀
宮
内
凶
巾
凹
〉
『
問
C
B巾
ロ
仲
間
宮
己

R
S
B
U
n
v
g
』

Z

ュ8
2
a巾ロ
N

お
よ
び

第
一

O
論
文
。
同
『
巾
言
者
巾
ユ
ロ
ロ
岡
市
ロ

E
a
R
S
E
R
U
S
E
E
8
2含
ロ
N

を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
中
世
ロ

l
マ
法
学
、
特
に
注
釈
学
派
の
場
合
、
少
く
と
も
注
釈

文
献
に
関
す
る
限
り
、
直
接
の
現
実
関
係
性
は
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、

多
少
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
ロ
!
?
法
文
は
、

具
体
的
事
案
に
お
け
る
解
決
、
そ
の
意
味
で
の
具
体
的
正
H
法
(
宮
田
)
な

の
で
あ
り
、
あ
る
具
体
的
正
H
法
か
ら
抽
出
さ
れ
た
一
般
的
正
H
準
則

(
円
巾
間
三
曲
)
が
他
の
法
文
(
具
体
的
正
)
と
引
照
さ
れ
、
検
証
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
分
別
さ
れ
特
殊
化
さ
れ
た
準
則
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
よ
り
多
く
の
法
文
で
検
証
さ
れ
た
準
則
は
、
試
練
を
経

た
も
の
と
し
て
そ
れ
だ
け
確
定
的
な
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、

片
岡
前
掲
論
文
は
、
注
釈
学
派
に
お
い
て
テ
ク
ス
卜
の
解
釈
を
遇
し
て
生

み
だ
さ
れ
た
「
分
割
所
有
権
」
概
念
が
、
そ
れ
以
後
の
時
代
に
現
実
と
の

関
わ
り
を
も
っ
て
来
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
M
M
)
ω
-
S
-

(
必
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
淵
倫
彦
「
カ
ノ
ン
法
大
全
」
『
西
洋
法
制
史
料
選
H

中
世
』
(
創
文
社
・
一
九
七
三
)
三

O
五
=
二
九
頁
参
照
。

(
幻
)
(
い
・
ω
D
・
吋
円
・
品
他
人
の
過
誤
(
巾
号
。
円
)
に
つ
い
て
は
、
自
分
自
身
に
有

責
だ
と
判
決
す
べ
き
こ
と
が
な
い
者
が
裁
く
べ
き
で
す
。
他
人
で
あ
れ
ば

罰
せ
ら
る
べ
き
だ
と
想
定
す
る
こ
と
を
行
っ
て
い
な
い
者
が
裁
く
べ
き
で

す
。
他
人
に
つ
い
て
裁
く
と
き
に
、
自
分
自
身
に
対
し
て
も
判
決
を
下
す

こ
と
が
な
い
よ
う
に
。
憎
し
み
(
。

azg)
や
憤
激

(
O
R
B包
。
)
や
軽
率

さ

(
z
i
g田
)
に
影
響
さ
れ
て
判
決
を
言
い
渡
す
こ
と
の
な
い
者
が
裁
く

べ
き
で
す
。
中
略
(
開
仲
間

5
a
z
z
g
)。
間
-
H

良
き
審
判
人
は
、
自
己

の
窓
意
や
個
人
的
意
思
の
目
論
見
(
号
B
巾凹昨日

n
S
胃
告
。
包

Z
5

4
0
Z
E丘
町
)
か
ら
は
何
も
行
わ
ず
、
も
ろ
も
ろ
の
法
律
〔
律
法
ぽ
間
四
国
〕

や
も
ろ
も
ろ
の
法
H
正
〔
先
例

E
S〕
に
従
っ
て
判
決
を
言
い
渡
し
、
法
H

正
に
つ
い
て
の
も
ろ
も
ろ
の
決
定

(
R
-
S
Eユ
凹
)
に
従
い
、
自
己
の
意
思

に
身
を
ま
か
せ
ず
、
内
か
ら
〔
密
か
に
仏
士
宮

g
o〕
得
ら
れ
た
こ
と
、
考

え
ら
れ
た
こ
と
を
何
も
示
さ
ず
、
聴
い
て
い
る
と
お
り
に

Z
W
E
E一円津)

裁
き
、
自
然
に
あ
る
が
ま
ま
に
決
し
ま
す
。
法
律
〔
律
法
〕
に
従
い
、
そ

れ
に
反
せ
ず
、
事
案
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
〔
解
決
〕
を
探
し
、
そ
れ
を
違
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料

え
ま
せ
ん
。
こ
の
世
の
審
判
人
で
あ
る
あ
な
た
方
は
、
裁
く
と
き
に
、
ど

ん
な
心
構
え

S
R
R
E印
)
と
ど
ん
な
冷
静
さ
(
印
。
官
庁

gm)
と
ど
ん
な
真

剣
さ
(
印

E
S
ュg目
)
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
学
ぶ
べ
き
で
す
。
中
略
。

間

-
N

裁
き
を
行
う
者
は
、
自
己
の
意
思
に
従
つ
て
は
な
ら
ず
、
法
律
〔
律

法
〕
に
か
な
う
こ
と
を
守
る
べ
き
で
す
。
中
略
。
明
・

ω

裁
き
を
行
う
と

き
に
心
掛
け
る
べ
き
こ
と
は
、
真
実
を
守
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
意
思
に
従

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(必

)
ω
・
5
R
な
お
、
以
下
の
諸
注
釈
は
す
べ
て
参
照
で
き
な
か
っ
た
の

で
、
ネ
ル
の
引
用
に
よ
っ
た
。

(ω)
一
一
五
七
年
か
ら
一
一
五
九
年
の
聞
に
書
か
れ
た
。
な
お
、
以
下
も
含

め
て
、
注
釈
書
の
説
明
は
、
わ
O
H
Z
P
出
血
邑

σzny(前
掲
注
(
お
)
参
照
)

所
収
の
、
同
ハ
巧

-
z。同
N
F
巴
巾
}
内
白
口
。
ロ
仲
間
三
回

n
Z
H
L
Z
S
Z
F
ω
口
町
内
・
に

拠
っ
た
。

(
別
)
別
名

ω日
目
白
血
司
由
巳
低
四
ロ
印
町
、
一
一
六

O
年
頃
に
書
か
れ
た
の
か
一
一

七

O
年
頃
に
書
か
れ
た
の
か
、
争
い
が
あ
る
。

(
日
)
一
二
ハ

O
年
頃
あ
る
い
は
そ
の
後
短
期
の
う
ち
に
オ
ル
レ
ア
ン
で
出
さ

れ
た
。

(
臼
)
一
一
七
一
年
後
に
完
成
し
た
。

(
臼
)
一
一
七
七
年
と
一
一
七
九
年
と
の
聞
で
完
成
し
た
。

(M)

一
一
八
八
年
あ
る
い
は
そ
の
す
ぐ
後
に
完
成
し
た
。
な
お
、
以
上
で
引

か
れ
た
諸
注
釈
家
に
つ
い
て
は
、
月

Z
〉
N

(
包
-
Y
E
n
z
oロ
ロ
包
足
舟

u
g
R
n
g
oロ
E
C巾
・
司
同
町
巴
白
呉
国
・
(
略
称

uoh)
を
参
照
さ
れ
た

い
。
も
っ
と
も
、
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
は
、
こ
の
図
書
を
所
蔵
し
て

資

お
ら
ず
、
こ
の
資
料
執
筆
中
は
参
照
で
き
な
か
っ
た
。

(
日
)
な
お
、
ネ
ル
に
よ
れ
ば

(ω
・
ミ
ご
、
世
俗
法
学
者
の
中
で
「
知
っ
て
い

る
こ
と
に
従
っ
て
(
自

2
ロ
己
ロ
ヨ
円
。
ロ

R
8
E
E
B
)
」
と
「
主
張
さ
れ
た
こ

と
に
従
っ
て
(
お

2
ロ
仏
ロ
ヨ
包
ぽ
岡
忠
釦
)
」
と
い
う
図
式
が
最
初
に
出
て
来

る
の
は
、
プ
ラ

l
ケ
ン
テ
ィ

l
ヌ
ス
の
弟
子
ピ
リ
ウ
ス
の

ρ
ロ
白
巾
印
己
。
ロ

g

∞白

σσ
民
吉
田
冊
一
ム

-
H
g
と
の
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
一

一
八

0
年
代
以
降
で
あ
る
。

(日
)

(

U

・
5
a・
日
n
-
N
あ
な
た
〔
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司
教
サ
ロ
モ

l
ヌ
ス
〕
の
申

し
立
て
に
よ
れ
ば
、
司
祭
(
買

g
z
g円
)
な
い
し
助
祭
(
己

g
gロ
ロ
印
)
が

罪
を
公
に
自
白
し
よ
う
と
せ
ず
、
宣
誓
(
由

R
3
5
2
2
5
)
を
も
っ
て
防

禦
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
、
こ
の
者
が
悪
事

(印

g
Z由
)
を
遂
行
し
た
こ
と
が
司
教
に
知
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の

者
は
、
何
ら
か
の
煩
罪
(
匂

g
x
g
a白
)
を
行
っ
て
も
、
司
祭
な
い
し
助
祭

の
職
に
就
い
て
い
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
(
口
。
ロ
旬
。
丹
市
民
)
。
し
か
し
、
当

該
の
司
祭
な
い
し
助
祭
が
自
白
し
な
い
と
し
て
、
し
か
る
べ
き
訴
追
人
が

し
か
る
べ
き
証
人
を
立
て
て
立
証
で
も
し
な
い
か
ぎ
り
、
い
っ
た
い
ど
う

や
っ
て
当
該
の
者
が
悪
事
を
遂
行
し
た
と
い
う
こ
と
が
司
教
に
知
ら
れ
る

の
で
し
ょ
う
か

G
a
B町
白
ロ
門
吉

g-
∞
ご
匂
即
時

gロ
岡
市
忽
己
間
口

O
E
P
R
F

D
C
O
B。
号
ロ

O
E
B
H
u
o
n
-円

g
R
3
2
2
3
m
n巾
-
ロ
曲
目
σ
ぢ∞

O
U
R
-

宮
可
三
g
p
ロ
互
白

n
n
z
g
Z
5
Fユ巾

E
oロ巾
O
U
R
g
a何
回
可
色
。
ロ
巾

C印

品目
u
g
σ
2
5
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
司
祭
な
い
し
助
祭
の
事
案
を
審
理
す
る
司
教

に
、
証
人
た
ち
の
証
言
を
通
し
て
司
祭
な
い
し
助
祭
の
有
責
が
立
証
さ
れ

る
の
で
な
け
れ
ば
、
自
分
で
自
発
的
に
自
白
す
る
場
合
を
除
い
て
、
悪
行
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は
司
教
に
適
法
に
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
自
白
を
行

わ
な
い
聞
は
、
司
祭
な
い
し
助
祭
が
そ
の
職
を
奪
わ
る
べ
き
で
な
い
と
、

私
た
ち
は
考
え
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
発
的
な
自
白
の
み
が
、
さ
ら
に
決

め
ら
れ
た
正
規
の
数
あ
る
い
は
質
の
証
人

(
Eロ。
E
n
g
D
z
g
R
E
m
-
4巳

ρ
E
g
a
g
a
-
z
g
)
が
、
(
司
教
た
ち
が
決
定
し
、
訴
追
人
が
訴
え
出
た

こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
に
よ
り
)
聖
職
か
ら
そ
の
位
階
を
奪
う
の
で
す
。

(幻

)
ω
・
包
円

(
日
)
わ
・
由
A
-
N
n
-
N

司
教
は
、
他
人
の
悪
事
を
自
分
が
知
っ
て
い
る
と
わ
か

っ
た
だ
け
で
は
、
そ
の
悪
事
を
証
明
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
何
も
公
言
し
て

は
な
ら
ず
、
こ
の
他
人
と
と
も
に
あ
っ
て
、
秘
密
の
矯
正
手
段

Z
R
B
g巾

gコ巾
2zsm)
を
用
い
て
彼
が
自
分
で
自
分
に
熔
印
を
押
す
よ
う
に
努

め
る
べ
き
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
矯
正
を
受
け
て
い
る
者
が
、
も
っ
と
頑

な
で
、
公
の
集
ま
り
(
匂
ロ

σ
E
g
g
s
s
z
a。
)
に
現
わ
れ
る
と
い
っ
た
場

合
、
し
か
も
、
司
教
が
自
分
で
は
こ
の
者
が
有
責
で
あ
る
と
裁
い
て
い
て

も
、
そ
の
よ
う
に
証
拠
を
も
っ
て
裁
い
て
退
去
さ
せ
る
に
は
証
拠
が
な
い

と
い
う
場
合
に
は
、
こ
の
者
は
処
罰
さ
れ
ず
(
何
も
知
ら
な
い
者
と
は
一

時
的
に
つ
き
あ
わ
な
い
よ
う
に
し
ろ
と
、
よ
り
上
位
に
あ
る
者
の
忠
告
と

し
て
命
ず
る
こ
と
は
で
き
る
に
せ
よ
)
、
彼
は
、
何
も
証
明
で
き
な
い
か
ぎ

り
、
彼
を
有
責
と
裁
く
〔
一
人
の
〕
者
を
除
い
て
、
す
べ
て
の
人
々
と
引

き
続
き
交
わ
り

(
8
5
5ロ
ロ
芯
)
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

(
印
)
ハ
リ
・
由
0
・N
n
・
ω

次
の
こ
と
が
正
し
い
と
決
せ
ら
れ
ま
し
た
。
す
な
わ

ち
、
司
教
が
、
あ
る
者
が
自
己
の
罪
を
司
教
だ
け
に
告
白
し
た
と
述
べ
、

し
か
も
こ
の
者
が
罪
を
否
認
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
者
の
一
人
の
い
う
こ

と
は
信
用
で
き
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
者

の
不
法
を
い
う
た
め
に
は
意
味
が
な
い
の
だ
、
と
司
教
は
考
え
る
べ
き
で

す
。
破
門
さ
れ
た
者
(
巾
凶

8
5
5
z
E
S
Z目
)
と
そ
の
司
教
は
交
わ
り
を
も

R
o
s
s
zロ
W
R巾
)
た
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
同
じ
だ
け
の
間
自

分
は
こ
の
〔
自
己
の
罪
を
〕
否
認
す
る
者
と
交
わ
り
を
も
ち
た
く
な
い
と

司
教
が
い
う
な
ら
、
こ
の
司
教
と
他
の
司
教
た
ち
は
交
わ
り
を
も
つ
べ
き

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
司
教
が
、
誰
で
あ
れ
あ
る
人
に
つ
き
、
他

の
文
書
(
号

2
5巾ロ
g
g
)
に
よ
っ
て
立
証
で
き
な
い
こ
と
を
い
う
こ
と

が
な
い
よ
う
に
、
よ
り
一
層
注
意
さ
せ
る
た
め
で
す
。

な
お
、
こ
れ
も
わ
-
N

と
同
様
、
第
一
ヴ
ア
イ
ソ
ン
公
会
議
決
議
。

(印

)
ω
・色町・

(
臼
)
原
文
を
挙
げ
た
部
分
は
、
ネ
ル
の
引
用
で
は

(ω
・
色
)
イ
タ
リ
ッ
ク
に

な
っ
て
い
る
。
イ
タ
リ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
、
他
の
場
合
に
は
、

グ
ラ

l
テ
ィ
ア

l
ヌ
ス
教
令
集
の
文
一
吉
田
で
あ
る
。
し
か
し
、
挙
示
の
よ
う

な
文
言
は
、
わ

-
A
日

a
-
M
n
N

に
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
が
、
資
料
に
あ
た
れ
な
い
の
で
決
め
手
は
な
い
が
、
一
応
本
文
の
よ
う

に
訳
し
て
お
く
。

(
臼
)
の

ω
N
G
・日
n
-
M
ω

キ
リ
ス
ト
教
は
、
同
じ
根
拠
か
ら
姦
通
を
有
責
だ
と

し
て
い
ま
す

(gロ仏
g
6ロ
句
巾
)
。
し
か
し
、
婦
人
が
自
己
の
夫
を
姦
通
で

訴
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
そ
し
て
隠
れ
た
罪

(
E
H
g田
宮
n
E

E
E
B
)
は
罰
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て
、
夫
は
よ
り
自
由
に
姦
通

し
た
妻
を
司
祭
の
下
に
引
き
立
て
て
い
く
の
に
慣
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ

て
、
婦
人
た
ち
は
、
そ
の
罪
を
告
発
さ
れ
て
、
交
わ
り
(
円
。

B
Bロ
昆
。
)
を
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拒
絶
さ
れ
ま
す
。
他
方
、
夫
た
ち
の
隠
れ
た
所
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
嫌

疑
を
ま
ぬ
が
れ
る
の
は
誰
に
と
っ
て
も
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
自
己
の
恥
ず
べ
き
行
為
を
見
つ
げ
ら
れ
た
者
は
、
追
放
〔
交
わ

り
を
断
た
れ
る
H
破
門
〕
さ
れ
る

(
g
σ
B
O〈
巾
ユ
)
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と

い
う
の
は
、
同
じ
原
因
が
あ
っ
て
も
、
証
明
が
な
さ
れ
な
い
た
め
に
処
罰

の
原
因
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
す

68σ
え

5
5

2
8
g
g
z
g
e
2
2
E
Z
O
B
E
E
-巾円三。

な
お
、
こ
れ
は
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
一
世
(
在
位
四

O
一

四

一

七

年
)
の
教
皇
令
で
あ
る
。

(
日
)
わ

N
0
・
H
n
巴
あ
な
た
の
兄
弟
が
あ
な
た
に
罪
を
犯
す

G
2
2
5
)

こ
と
に
な
っ
た
ら
、
あ
な
た
は
、
こ
の
兄
弟
を
、
あ
な
た
と
こ
の
兄
弟
だ

け
が
い
る
と
こ
ろ
で
し
か
り
な
さ
い
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
兄
弟

が
あ
な
た
に
対
し
て
罪
を
犯
し
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
は
、
「
彼
が
自
分
に

対
し
て
罪
を
犯
し
た
か
」
と
聞
く
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
は
知
っ

て
い
ま
す
。
あ
な
た
に
対
し
て
罪
を
犯
し
た
の
で
す
か
ら
。
と
い
う
の
も
、

あ
な
た
に
対
し
て
罪
を
犯
し
た
時
、
そ
れ
は
秘
密
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
、

犯
し
た
罪
を
あ
な
た
が
匡
す
と
き
も
、
秘
密
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
に
対
し
て
罪
を
犯
し
た
の
で
、
あ
な
た
だ
け

が
知
っ
た
と
い
う
場
合
に
、
こ
の
罪
を
犯
し
た
兄
弟
を
皆
が
い
る
と
こ
ろ

で
谷
め
た
い
と
あ
な
た
が
思
う
の
で
し
た
ら
、
あ
な
た
は
、
矯
正
者

(nRE

5
2
0吋
)
で
は
な
く
、
告
発
者
(
匂

g
eぢ
円
)
に
な
り
ま
す
。
よ
く
考
え
て

み
な
さ
い
。
義
人
ヨ
セ
フ
が
、
妻
を
疑
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ

の
よ
う
に
大
い
な
る
優
し
さ

(
Z
E句
長
田
国
)
を
も
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
恥
ず

資

べ
き
行
い
を
為
さ
ず
に
す
ま
し
た
そ
の
様
を
。
こ
の
時
彼
は
、
妻
が
身
重

で
あ
る
こ
と
に
感
づ
い
た
が
、
ど
う
し
て
彼
女
が
身
繕
っ
た
か
は
い
ま
だ

知
ら
ず
、
自
分
は
彼
女
に
接
し
た
こ
と
は
な
い
と
知
っ
て
い
た
、
そ
う
い

う
状
態
に
あ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
姦
通
に
つ
い
て
の
確
か
な
疑
い

は
依
然
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、
彼
は
ま
だ
知
ら
な
か

っ
た
の
で
す
か
ら
。
福
音
書
は
何
と
い
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
「
し
か
し
、

ヨ
セ
ブ
は
正
し
い
人
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
女
の
こ
と
を
表
ざ
た
に
す
る
の

を
望
ま
ず
、
ひ
そ
か
に
離
縁
し
よ
う
と
決
心
し
た
。
」
〔
マ
タ
イ
伝
一
・
一

九〕

m
-
H

し
た
が
っ
て
、
皆
の
い
る
前
で
犯
さ
れ
た
罪
は
、
皆
の
い
る

前
で
矯
正
さ
る
べ
き
で
す
。
罪
を
犯
す
の
が
秘
密
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

そ
の
矯
正
も
ま
た
そ
れ
だ
け
一
層
秘
密
に
な
さ
る
べ
き
で
す
。
あ
な
た
が

た
〔
あ
な
た
と
あ
な
た
に
対
し
罪
を
犯
し
た
兄
弟
〕
は
時
間
を
か
け
な
さ

い
、
そ
う
す
れ
ば
聖
書
が
和
解
を
も
た
ら
す
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
、
こ

の
よ
う
に
振
舞
う
べ
き
で
す
し
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
振
舞
わ
る
べ
き
で
す
。

私
た
ち
に
対
し
罪
が
犯
さ
れ
る
場
合
に
か
ぎ
ら
ず
、
誰
か
に
よ
っ
て
他
人

に
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
罪
が
犯
さ
れ
る
場
合
も
同
じ
で
す
。
間
-

N

私
は
、
殺
人
者
が
誰
か
を
司
教
が
知
っ
て
い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
聞

い
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
他
の
誰
も
殺
人
者
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が

こ
の
殺
人
者
を
公
に
告
発
し
た
い
と
思
い
、
あ
な
た
が
熔
印
を
押
す
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
決
し
て
告
発
も
し
ま
せ
ん
し
、
ま
た
見

逃
し
も
い
た
し
ま
せ
ん
。
私
は
、
秘
密
に
告
発
し
、
裁
き
を
神
の
目
に
委

ね
(
宮
口
巾
『
巾

S
5
0
2
-
g
ロa
z
a
K
2
5
)
、
血
に
塗
れ
た
良
心
を
揺

り
動
か
し
、
晴
胴
罪
を
説
得
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
慈
愛
宗
国
号
即
日
)
を
私
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Azonis Summa in C. 2. 10 

た
ち
は
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
時
に
は
、

私
た
ち
が
非
難
し
な
い
と
い
っ
て
、
私
た
ち
を
非
難
す
る
人
た
ち
が
い
ま

す
。
そ
の
人
た
ち
は
、
私
た
ち
が
知
ら
な
い
の
に
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て

い
た
り
、
私
た
ち
が
知
っ
て
い
て
黙
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

あ
る
い
は
時
に
は
、
あ
な
た
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
私
も
知
っ
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
、
私
は
、
あ
な
た
の
い
る
前
で
そ
れ
を
告
発
し

ま
せ
ん
。
私
は
、
癒
し

(
n
R
R巾
)
た
い
の
で
あ
っ
て
、
訴
追
し
た
い
の

で
は
な
い
か
ら
で
す
。
間
・

ω

自
分
の
家
で
姦
通
す
る
人
〔
男
〕
た
ち
が

い
ま
す
が
、
彼
ら
は
秘
密
に
罪
を
犯
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
彼
ら
が
私

た
ち
の
と
こ
ろ
に
告
発
さ
れ
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
時
に
は
そ
の
妻
た

ち
に
よ
り
、
大
て
い
の
場
合
は
熱
心
な
人
々
(
N
色
白
ロ
芯
由
)
に
よ
り
、
ま
た

時
に
は
夫
婦
関
係
の
維
持
を
求
め
る
人
々
に
よ
り
な
さ
れ
ま
す
。
私
た
ち

は
告
発
せ
ず
、
秘
密
に
罪
を
径
め
ま
す
。
悪
い
こ
と
は
生
じ
た
と
こ
ろ
で

消
え
る
べ
き
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
こ
の
傷
を
見
逃
し
ま
せ
ん
。
何

よ
り
も
、
罪
が
そ
の
本
性
と
な
り

(
Z
E
C
宮

2
白件。

n
cロ民伊丹己

Z
也
、
傷

つ
い
た
良
心
を
も
っ
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
人
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
傷
が

死
に
至
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
法
文
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

l
ヌ
ス
の
「
嬢
罪
に
つ
い
て
の

説
教

(
C
自
己
宮
内
同
町
一
宮
巳
ぢ
ロ
三
回
)
し
か
ら
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(似
)
A
U
-
N
ρ
-
H
n
・
5

あ
な
た
方
〔
ヒ
ス
パ
ニ
ア
の
司
教
た
ち
〕
は
、
い
つ
も

第
一
に
、
す
べ
て
を
注
意
深
く
調
べ
な
さ
い
。
正
義
と
慈
愛
と
を
も
っ
て

定
め
る
(
岳
民
宮
町
内
)
た
め
に
。
正
し
い
、
真
実
の
判
断

2
5
Z
5
2
〈巾

E
B

E
岳
n
E
S
)
が
あ
る
ま
で
は
、
誰
に
対
し
て
も
有
責
判
決
を
下
す
こ
と
の

な
い
よ
う
に
。
嫌
疑
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
誰
を
も
裁
く
こ
と
が
な
い

よ
う
に
。
ま
ず
証
明
し
、
そ
の
後
で
、
慈
愛
あ
る
判
決

(
r
R
X出
片
山
口
出

田町ロ
Z
三
宮
)
を
下
し
な
さ
い
。
あ
な
た
方
に
し
て
欲
し
く
な
い
と
思
う
こ

と
を
、
他
人
に
し
た
い
と
思
つ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
教
皇
ミ
ル
キ
ア

l
デ
ス
(
在
位
二
一
一
一
|
=
二
四
年
)
の
ヒ

ス
パ
ニ
ア
の
司
教
た
ち
に
宛
て
た
教
皇
令
。

(
臼
)
(
リ
・
M

G

H

n

・
8
全
能
の
神
は
、
私
た
ち
が
性
急
な
判
決
を
下
す
こ
と

が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
御
自
身
の
自
に
は
す
べ
て
が
裸
で
あ
ら
わ

で
あ
る
〔
へ
ブ
ル
書
四
・
二
二
〕
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
ド
ム
か
ら
聞
こ

え
て
く
る
悪
い
風
評

gzeg)を
、
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と

調
べ
る
〔
認
識
す
る

)
(
g官
。

R
R巾
)
ま
で
は
、
裁
こ
う
と
は
な
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
、
御
自
身
が
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

「
私
は
降
り
て
い
っ
て
私
の
所
へ
聞
こ
え
る
叫
び
の
よ
う
に
実
際
に
人
々

が
行
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
見
ょ
う
。
私
は
知
り
た
い
の
だ

(
印

n
-
E
M
)
O
」
〔
創
世
紀
一
八
・
二
二
全
能
の
神
に
と
っ
て
は
何
も
隠
さ

れ
た
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
は
そ
れ
が
生
ず
る
前
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
り

ま
ず
か
ら
、
神
が
こ
れ
ら
の
こ
と
や
他
の
こ
と
(
こ
れ
は
、
多
く
な
り
す

ぎ
る
の
で
こ
の
節
に
は
入
れ
な
か
っ
た
)
を
御
自
身
で
調
べ
よ
う
と
決
心

な
さ
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
御
存
知
で
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
私

た
ち
に
模
範
を
示
し
て
下
さ
る
た
め
で
す
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
事
件

の
審
理
お
よ
び
審
判
に
お
い
て
性
急
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
隣
人

の
悪
事
に
つ
い
て
、
私
た
ち
が
、
信
ず
る
(
門
司

aR巾
)
こ
と
が
証
明
す
る

こ
と
よ
り
も
重
要
だ
と
思
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
。
私
た
ち
は
、
こ
の
模
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範
か
ら
、
判
決
を
下
す
の
に
決
し
て
性
急
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、

さ
ら
に
は
、
む
や
み
に
考
え
な
し
に
審
理
し
て
い
な
い
こ
と
を
ど
ん
な
仕

方
で
あ
れ
裁
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
と
い
う
戒
め
を
受
け
ま
す
。
真
実

を
語
る
声
も
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
ま
す
。
「
あ
な
た
方
は
、
裁
か
れ
な
い

た
め
に
は
、
人
を
裁
こ
う
と
思
つ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
方
が
裁
く

そ
の
同
じ
裁
き
で
、
あ
な
た
方
も
ま
た
裁
か
れ
る
の
で
す
か
ら
。
」
〔
マ
タ

イ
伝
七
・
一

l
一
一
〕
等
々
。
さ
ら
に
、
悪
い
風
評
に
よ
っ
て
誰
も
動
か
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
、
広
く
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
、
確
実
な

証
明
が
な
け
れ
ば
、
誰
で
あ
れ
信
ず
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、

風
評
を
注
意
深
く
調
べ
る
前
に
、
性
急
に
誰
か
が
何
か
を
行
う
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
を
承
知
さ
れ
て
い
る
御
方
で

あ
る
神
が
、
ソ
ド
ム
の
人
々
の
悪
事
、
そ
の
叫
び
は
天
に
ま
で
届
い
て
い

ま
し
た
が
、
こ
の
悪
事
す
べ
て
を
御
存
知
で
あ
り
な
が
ら
、
信
じ
よ
う
と

も
裁
こ
う
と
も
な
さ
れ
ず
、
そ
の
前
に
御
自
身
で
、
こ
の
風
評
を
信
用
で

き
る
証
人
に
よ
っ
て
注
意
深
く
お
調
べ
に
な
り
、
実
際
に
立
証
さ
れ
た
の

で
す
か
ら
、
人
で
あ
り
罪
人
で
あ
る
私
た
ち
は
、
神
の
隠
さ
れ
た
裁
き
を

知
ら
ず
、
こ
の
裁
き
に
備
え
て
、
真
実
で
正
し
い
証
明
が
あ
る
ま
で
は
、

誰
を
も
裁
い
た
り
罰
し
た
り
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
使
徒
パ
ウ
ロ
も
、
次

の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
ま
す
。
「
よ
そ
の
召
し
使
い
を
裁
く
あ
な

た
は
い
っ
た
い
何
者
で
す
か
。
彼
が
立
つ
か
倒
れ
る
か
は
、
そ
の
主
人
に

か
か
わ
る
こ
と
で
す
。
」
〔
ロ
マ
書
一
四
・
四
〕

な
お
、
こ
れ
は
、
教
皇
エ
ワ
リ
ス
ト
ウ
ス
(
在
位
九
七
一

O
五
年
)

の
教
皇
令
。

資

(

白

山

)

ハ

U

・
ωρ
・印

n
・
5
疑
わ
し
い
者
(
回
口
名

R
E印
)
お
よ
び
敵
意
の
あ
る
者

。三
B
Wロ
印
)
が
審
判
人
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
理
性
そ

の
も
の
も
命
じ
て
い
ま
す
し
、
ま
た
、
非
常
に
多
く
の
例
に
よ
っ
て
も
証

明
さ
れ
ま
す
。
間
-
H

実
際
、
敵
意
の
あ
る
人
に
、
彼
が
害
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
人
の
罪
を
問
う
こ
と
を
委
ね
る
こ
と
ほ
ど
、
こ
の
敵
意
あ
る
人

に
歓
迎
さ
れ
る
好
意
的
な
贈
り
も
の
が
あ
り
う
る
で
し
ょ
う
か
。
陛
下
、

よ
く
注
意
し
て
下
さ
い
。
こ
の
こ
と
を
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
!
ポ
リ
ス

公
会
議
が
そ
の
決
議
の
第
六
節
で
禁
止
し
て
い
る
の
が
識
別
さ
れ
ま
す
。

叩

-
M

さ
ら
に
聖
カ
ル
ケ

l
ド

l
ン
公
会
議
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
ペ
レ
ヌ
ス

の
人
々
の
司
教
で
あ
る
ア
タ
ナ
ス
イ
ウ
ス
に
つ
い
て
私
た
ち
に
何
が
関
係

す
る
か
尋
ね
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
司
教
は
、

第
三
者
に
訴
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
出
頭
し
な
か
っ
た
た
め
そ
の
正
規
の
司

教
職
か
ら
解
任
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
彼
が
公
会
議
に
呼
ぴ
だ

さ
れ
た
時
に
、
彼
を
裁
い
た
の
は
敵
意
を
も
っ
人
々
で
あ
っ
た
と
訴
え
た

た
め
、
聖
カ
ル
ケ

l
ド

l
ン
公
会
議
に
よ
り
、
彼
に
対
し
も
ち
込
ま
れ
た

事
案
を
審
理
す
る
た
め
に
留
め
置
か
れ
、
そ
し
て
あ
ら
た
め
て
有
責
が
立

証
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
自
己
の
教
会
〔
の
司
教
職
を
〕
引
き
受
け
る
よ

う
に
裁
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
司
教
職
か
ら
追
わ
れ
て
い
た
ア
タ
ナ
ス

ィ
ウ
ス
が
自
分
に
対
す
る
敵
意
に
つ
い
て
訴
え
た
た
め
に
、
も
う
一
度
裁

き
を
や
り
な
お
す
よ
う
に
と
導
か
れ
、
そ
し
て
明
白
な
罪
が
彼
の
妨
げ
と

な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
教
会
に
一
一
戻
さ
れ
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
の

だ
と
い
た
し
ま
す
と
、
司
教
職
を
解
か
れ
て
お
ら
ず
、
な
お
司
教
職
に
あ

る
イ

l
グ
ナ

l
テ
イ
ウ
ス
も
、
そ
れ
以
上
に
、
決
し
て
そ
の
教
会
を
剥
奪
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さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
敵
意
が
あ
り
疑
わ
し
い
審
判
人
た
ち
の
決
定

か
ら
雪
が
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
間

ω

さ
ら
に
、
最
も

雄
弁
な
私
た
ち
の
教
皇
、
異
端
者
た
ち
を
最
も
力
強
く
征
服
し
た
教
皇
ゲ

ラ
ス
ィ
ウ
ス
〔
一
世
〕
(
在
位
四
九
二
|
四
九
六
年
)
も
想
起
い
た
し
ま
し

ょ
う
。
ゲ
ラ
ス
イ
ウ
ス
が
当
時
い
つ
も
の
ご
と
く
に
混
乱
し
て
い
た
コ
ー

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

l
ポ
リ
ス
の
司
教
た
ち
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
は
、
今

も
私
た
ち
に
教
え
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
グ
ラ
ス
ィ
ウ
ス
は
述
べ
て
い

ま
す
。
「
私
は
問
う
が
、
彼
ら
が
口
実
に
も
ち
だ
す
あ
の
裁
き
は
、
い
っ
た

い
ど
こ
で
行
わ
れ
た
と
い
う
の
か
。
彼
ら
自
身
の
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
か
。

そ
れ
な
ら
、
同
じ
敵
意
あ
る
者
が
証
人
に
な
り
か
つ
審
判
人
に
な
る
と
い

う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
裁
き
に
は
、
人
聞

の
争
い
も
(
口
市

n
v
c
g田
口
出
口
市
問
。
片
山
白
)
委
ね
て
は
な
ら
な
い
O
L

し
た
が

っ
て
、
同
じ
敵
意
あ
る
者
が
審
判
人
で
あ
る
裁
き
に
は
、
人
間
の
裁
き
も

委
ね
て
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
ま
し
て
い
わ
ん
や
、
神
の
、
す
な
わ
ち
教

会
の
裁
き
を
委
ね
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
知
者
で
あ
る
陛
下
に
は
、
そ
の
こ

と
を
御
理
解
い
た
だ
け
る
も
の
と
拝
察
い
た
し
ま
す
。

F
A
F

し
た
が
っ

て
、
実
際
に
も
、
敬
度
な
ユ

l
ス
テ
ィ

l
ニ
ア

i
ヌ
ス
帝
も
、
そ
の
法
律

に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ

ち、
7
自
分
に
と
っ
て
疑
わ
し
い
者
が
審
判
人
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
者
に

は
、
訴
訟
開
始
前
に
彼
を
忌
避
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
他
の
者
に
頼
め

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
。
」
〔
(
ド

ω
・
「
広
〕
底
意
の
あ
る
疑
わ
し
い
審
判
人

を
避
け
、
敵
意
の
あ
る
審
判
人
の
悪
企
み
を
拒
絶
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

自
然
的
だ
と
い
え
る
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。
中
日
し
た
が
っ
て
、
聖
ヨ

ハ
ネ
ス
、
金
の
口

(
0
由同

R
2
5
)
は
、
自
ら
に
反
対
す
る
た
め
に
集
ま

っ
た
会
議
の
会
衆
の
参
入
を
拒
否
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
教
皇
ニ
コ
ラ
ウ
ス
一
世
が
、
東
ロ
!
?
皇
帝
ミ
カ
エ
ル
一
二
世

に
宛
て
た
「
わ
れ
ら
は
申
し
立
て
た

9
8吉
田
口
巾

3
5
5
)
」
で
始
ま
る
書

状。

(
釘
)
(
リ
品
0
・品
n
-
H

い
か
な
る
訴
追
人
も
、
決
し
て
同
時
に
審
判
人
な
い
し

証
人
に
な
ろ
う
と
考
え
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
法
廷

に
は
、
四
人
の
主
体
が
い
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
選
ば

れ
た
審
判
人
、
適
切
な
原
告
、
こ
れ
に
応
ず
る
被
告
、
お
よ
び
、
適
法
な

証
人
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
審
判
人
は
衡
平

S
E
E
S由
)
を
は
か
り
、
証
人

は
真
実

(
4
巾
ユ
宮
印
)
を
も
た
ら
し
、
訴
追
人
は
責
を
重
く
す
べ
く
請
求
し

(宮丹市ロ昨日
O

包
曲
目
匂

z
gロ色白
5
2ロ
gB)、
被
告
は
責
を
軽
く
す
べ
く

請
求
を
希
釈
す
る
の
で
す
(
町
民

g
g同
目
。
包

5
5
z
B
E
g
B
E
g
g
)。

こ
れ
は
、
教
皇
フ
ァ
ピ
ア

l
ヌ
ス
(
在
位
二
三
六
二
五

O
年
)
の
東

方
司
教
に
宛
て
た
書
状
。

(
m
m
)

円

U-TH・品
n
-
N

何
人
も
、
人
に
よ
っ
て
区
別
し
て
(
匂
角
田
O
ロ白

Z
R円)訴

訟
に
引
き
入
れ
ら
れ
で
は
な
ら
ず
、
訴
追
人
も
被
訴
追
人
も
、
手
続
き
〔
規

則
〕
(
。

E
。
)
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
等
し
い
割
合
で
審
尋
さ
る
べ

き
で
す
。
実
際
、
訴
追
人
と
審
判
人
と
が
同
一
人
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

独
立
し
た
〔
自
体
的
な
)
(
宮
司
お
)
訴
追
人
、
独
立
し
た
審
判
人
、
独
立

し
た
証
人
、
独
立
し
た
被
訴
追
人
が
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
、
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
状
態
に
あ
る
公
ロ

g
o
o丘
吉
巾
)
べ
き
で
す
。

こ
れ
は
、
ダ
!
?
ス

l
ス
一
世
(
在
位
三
六
六
|
三
八
四
年
)
の
教
皇
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料

A
官
。

(
ω
)
(
υ
・
ロ
β

・
ω
n
-
三
疑
わ
し
い
事
柄
に
つ
い
て

(
Z
R
a
z
E白
)
確
定
し

た
判
決
が
下
さ
れ
る
の
は
、
非
常
に
有
害
で
あ
り
か
つ
不
適
当
で
す
。

(
m川

)
ω
・色町・

(
礼
)
グ
ラ

l
テ
ィ
ア

l
ヌ
ス
教
令
集
第
二
部
第
三
三
事
案
第
三
問
(
ゎ
・
ぉ

ρ
・

ω)
「
贈
罪
論
(
吋

g
n
g
z
m
a巾
宮
口

xgn-白)」
i
l
t
た
だ
し
、
こ
の
部

分
は
グ
ラ

1
テ
ィ
ア

l
ヌ
ス
の
筆
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い

る
|
|
第
一
分
節

B
H
)
は
、
購
罪
に
と
っ
て
告
白
が
必
要
で
あ
る
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
教
義
上
の
争
い
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
争
い
に

つ
い
て
は
、
』
の
〉
旬
。
開
ロ
向
開
円
円
、
巾
仏
mσ
由同印巴円

E
n
oロ向。明白山
C
ロ
仏
国

E

go-白色ロ
2
E口
同
仏
ロ
《
門
凶
巾
安
出
席
m
E
E
V
(
ロ
mnH1巾
門
会
出
。
ロ
丘
巾
P
(
U・
ωω-

s・
g
.
N岡
山
の
穴
白
ロ
・
〉

σけ
回
色
・

H
C
N
(
呂町山
3.
日
N

片岡

(η)
第
四
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
第
一
一
一
決
議
を
参
考
の
た
め
以
下
に
訳
出
し
て

お
く
。

ふ
ん
ぺ
つ

以
印

ω
∞-
H
N

す
べ
て
の
信
者
は
男
女
と
も
に
、
分
別
の
で
き
る
年
齢
に

達
し
た
あ
と
は
、
少
く
と
も
一
年
に
一
度
、
一
人
で
自
己
の
す
べ
て
の
罪

を
自
己
の
司
祭
に
正
直
に
告
白
し
、
自
己
に
課
さ
れ
た
贈
罪
を
果
す
べ
く
、

自
己
の
も
て
る
カ
の
か
ぎ
り
努
め
、
そ
し
て
復
活
祭
ま
で
に
聖
餐
の
秘
蹟

を
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
受
け
る
べ
き
で
す
。
た
だ
し
、
自
己
の
司
祭
の
助

言
に
よ
り
、
し
か
る
べ
き
理
白
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
聴
聞
を
控
え
る
べ
き

期
間
が
定
め
ら
れ
、
聴
聞
が
こ
の
期
間
終
了
ま
で
延
期
さ
れ
た
場
合
は
こ

の
か
ぎ
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、

生
け
る
者
は
教
会
の
入
口
か
ら
締
め
出
さ
れ
、
死
せ
る
者
は
キ
リ
ス
ト
教

資

徒
と
し
て
の
埋
葬
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
誰

か
が
無
知
か
ら
く
る
盲
目
を
弁
解
の
た
め
の
隠
れ
蓑
と
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
、
こ
の
決
議
を
受
け
入
れ
る
(
聞
と
己
貸
巾
)
こ
と
を
、
教
会
に
お
い

て
し
ば
し
ば
公
示
し
な
さ
い
。
さ
ら
に
、
あ
る
者
が
正
当
な
理
由
か
ら
自

己
の
罪
を
〔
自
己
の
司
祭
と
は
〕
別
の
司
祭
に
告
白
し
た
い
と
思
う
場
合

に
は
、
自
己
の
司
祭
に
前
も
っ
て
許
可
を
願
い
出
、
こ
の
許
可
を
得
る
よ

う
に
し
な
さ
い
。
別
の
司
祭
は
、
自
ら
こ
の
者
の
罪
を
赦
し
た
り
、
拘
束

し
た
り
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
司
祭
は
分
別
を
も
ち
、
注
意

深
く
あ
っ
て
、
経
験
を
積
ん
だ
医
師
の
習
い
に
従
っ
て
け
が
人
の
傷
に
ワ

イ
ン
や
油
を
塗
る
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。
そ
し
て
、
罪
人
と
罪
と
の
周
囲

の
状
況
(
門
町

2
5印
g
E
E
S
を
注
意
深
く
探
究
し
、
こ
の
周
囲
の
状
況
か

ら
、
い
か
な
る
助
言
を
こ
の
罪
人
に
与
え
る
べ
き
か
、
い
か
な
る
治
療
を

施
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
病
気
治
療
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
慮
深
く
理
解
す
べ
き
で
す
。
さ
ら
に
、
言
葉
や

し
る
し
、
あ
る
い
は
他
の
何
ら
か
の
方
法
で
、
罪
人
を
い
か
ほ
ど
で
も
知

ら
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
最
大
限
注
意
す
べ
き
で
す
。
し
か
し
、
よ
り

思
慮
深
い
助
言
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
誰
に
関
す
る
こ
と
か
は
明
か

さ
ず
に
、
こ
の
助
言
を
求
め
る
べ
き
で
す
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
頭
罪
の
法

廷
(
同
己
円
四

E
Z
B
U
S
E
C
W
E
E
-巾
)
で
自
己
に
打
ち
明
け
ら
れ
た
罪
を
あ
ら

わ
に
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
司
祭
の
職
務
を
解
か
れ
る
だ
け
で
な
く
、
さ

ら
に
絶
え
間
な
き
購
罪
を
行
う
た
め
に
、
窮
屈
な
修
道
院
に
送
り
込
ま
れ

る
べ
き
だ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
決
定
し
ま
す
。

(
ね
)
主
体
(
宮
『
印
C
口
同
)
の
意
味
に
つ
い
て
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
に
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つ
い
て
、
山
田
日
間
『
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
講
話
』
(
新
地
書
房
二
九
八
六
)

第
三
一
話
「
ペ
ル
ソ
ナ
と
ペ
ル
ソ
ナ
性
」
八
七
|
一
一
一
一
一
頁
を
参
照
さ
れ
た

2
V
 

(
引
け

)
ω
-
a
.

(
万
)
ド
ナ
テ
イ
ス
ト
論
争
に
つ
い
て
は
、
堀
米
自
竺
一
の
一
連
の
研
究
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
、
『
正
統
と
異
端
|
|
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
底
流
』
(
中
公

新
書
・
一
九
六
四
)
を
挙
げ
て
お
く
。
ド
ナ
テ
イ
ス
ト
論
争
は
、
異
端
者

あ
る
い
は
棄
教
者
で
あ
る
司
教
な
い
し
司
祭
が
行
っ
た
秘
蹟
、
特
に
洗
礼

と
叙
品
が
有
効
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
正
統
派

が
職
務
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
た
と
え
異
端
者
が
行
っ
た

も
の
で
も
秘
蹟
は
有
効
と
し
た
の
に
対
し
て
、
ド
ナ
テ
イ
ス
ト
は
、
行
為

者
に
よ
っ
て
秘
蹟
の
効
力
が
左
右
さ
れ
る
と
し
た
。
教
会
組
織
の
維
持
・

運
営
と
い
う
現
実
の
要
請
も
、
た
し
か
に
正
統
派
の
主
た
る
理
由
で
は
あ

る
が
、
し
か
し
そ
の
根
本
に
は
、
次
の
よ
う
な
罪
に
つ
い
て
の
洞
察
も
あ

っ
た
。
行
為
者
に
よ
っ
て
秘
蹟
の
効
力
が
左
右
さ
れ
る
と
す
る
と
、
無
効

に
な
る
の
は
異
端
者
や
棄
教
者
が
授
け
た
場
合
だ
け
か
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
に
留
ま
っ
て
い
て
も
姦
通
等
の
罪
を
犯
し
た
者
も
同
じ
扱
い
を
受
け
る

必
要
が
な
い
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
福
立
白
書
の
説
く
よ
う
に
(
マ
タ
イ
伝

五
・
二
八
)
心
の
中
で
罪
を
犯
す
者
は
ど
う
か
。
こ
の
よ
う
な
罪
人
の
授

け
る
秘
蹟
も
ま
た
無
効
だ
と
す
る
と
、
一
体
ど
う
や
っ
て
有
効
、
無
効
を

認
識
で
き
る
の
か
、
こ
れ
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

l
ヌ
ス
が
ド
ナ
テ
イ
ス
ト

に
加
え
た
批
判
で
あ
る
。

同
じ
罪
の
観
念
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
制
度
的
H
可
視
的
教
会
と
不
可

視
的
教
会
と
の
区
別
の
上
に
蹟
罪
の
秘
蹟
は
成
り
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
人

は
罪
を
犯
し
た
と
い
う
そ
の
こ
と
だ
け
で
キ
リ
ス
ト
の
体

(
B
G
g

(
U
V

江
田
巴
)
日
不
可
視
的
教
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
の
、
い
わ

ば
存
在
論
的
な
破
門
は
、
担
ロ
担
任
巾
自
白
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

破
門
宣
告
を
も
っ
て
可
視
的
教
会
か
ら
破
門
さ
れ
る
の
は
、
叩
出

nog-

B
Eロ
-na-。
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
中
間
の
状
態
で
、
つ
ま
り
、
白
ロ
白
吾
・

由
自
白
の
状
態
に
あ
る
が
巾

H
n
o
g
g
c
E
S己
。
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で

教
会
の
行
う
秘
蹟
と
し
て
の
頑
罪
が
行
わ
れ
る
。
自
由

s
s
gに
な
る
罪

は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

1
ヌ
ス
が
述
べ
た
よ
う
な
罪
、
つ
ま
り
心
の
中
で
思

っ
た
だ
け
で
犯
す
よ
う
な
罪
も
含
め
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
、
賄
罪
に
つ

い
て
は
、
同
河
口

ω
ω
0・司
m包
ぽ
ロ
円
巾
包
何
回
円
。
2
5ロ
ロ
日
円
三
円
。
ロ
肺
宮
内
凶
mw

E
∞
Z
E
G己
巾
印
己
円
]
巾
凹
門
田
匂
U
0
3印
巾
E
B
E
吾
郎
。
-
。
岡
町

2

S
号
O
洋

門
担
口
。
ロ
色
白
ロ
∞
-
巾
色
。
目
白
宮
市
℃
m三
宮
三
日
巾
}
仏
ロ

HV合
同
ロ
凶
HHHO
田町市
n
r
w

H
N
R
Z
R
Z回
母
印
門
戸
巾
ロ
円
巾
『
巾
}
在

2
8・
8
5・
お
(
巴
怠
)wN印
吋
l
M
叶
少
品
ωH

1

品
宮
に
拠
っ
た
。

な
お
、
前
注
に
寸
贈
罪
の
法
廷
(
宮
内
回

E
C
B
匂
O
B
E
wロ
昨
日
丘
町
)
」
と
い

う
表
現
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
一
般
に
は
、
「
内
面
の
法
廷

(
F
E
S
S仲良・

ロ
ロ
ヨ
)
」
あ
る
い
は
「
良
心
の
法
廷
(
向
。

E
g
gロ
RF巾
ロ
丘
町
お
)
」
と
呼
ば

れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
叩
H
g
B
B
E
E
2
2
0
に
な
る
罪
と
は
、
教
会
H
信

徒
全
体
の
利
益

(Ez--g凹巾
n
n
z
g
U巾
)
を
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
罪
を
外
的
な
罰
を
も
っ
て
裁
く
の
が
、
「
外
面
の
法
廷
(
『
。

E
B

2
5
2
z
B
)
L
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
近
世
以
降
、
こ
の
「
外
面
の
法
廷
」

が
、
人
民
全
体
の
利
益
H
公
共
の
利
益

(
Z
E
x
g
吉
Z
-
g
)
を
害
す
る
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料

罪
の
裁
き
に
も
用
い
ら
れ
た
。
「
内
面
の
法
廷
」
「
外
面
の
法
廷
」
お
よ
び

そ
こ
に
お
け
る
法
学
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
当
・
吋
河
口
・

∞
開
戸
明

O
E
S
Z
Z
E
C
B
Zロ
仏
間
巾

Z
F『
丹
市
回
目
N
R宮
ロ
ロ

ω句史目

邑
芹
巾
E
R円咽

ωロ
ヨ
ヨ
白
巾
(
U
O

ロ
貯
留

0
2
5
5己
吋

g
E白
骨
巾
釦
]
回
当
品
目

σ『
色
丹
巾
吋
岳
山
門
知
巾
N
一巾
U
E
C
P
N
問
。
関
白
ロ
・
〉
σ
?
∞己・∞吋(】由主))唱∞

ω1HN由

参
照
。
な
お
、
そ
こ
で
は
、
相
当
詳
細
に
文
献
が
挙
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
以
後
の
も
の
と
し
て
、
ト
ゥ
ル

l
ゼ
ン
の
弟
子
の

Z
回
閉
山
田
凶
問
。

mz

の
巴
巾
∞
ロ
自
白
血
わ

Oロ
r
g
o
E
B
円四巾印

]
C
Eロロ巾由
45口開門
p
p司円
g
w
-

P
3
由
・
冨
・
巴
∞
H

が
代
表
的
で
あ
る
。

近
世
自
然
法
論
と
の
関
係
で
は
、
た
と
え
ば
ホ
ッ
プ
ス
に
つ
い
て
、
成

瀬
治
『
近
代
市
民
社
会
の
成
立
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
四
)
八
六

頁
が
言
及
し
て
い
る
。
な
お
、
近
世
に
つ
い
て
は
、
「
ジ
ャ
ン
・
ド
マ
の

-
0
2

母
5
E
m
t
c
ロ
と
-
。
目
白
色
巾
句
。

-wE
と
題
す
る
小
稿
で
多
少
論
ず
る
予
定

で
あ
る
(
本
誌
三
八
巻
三
号
)
。

(
苅
)
ネ
ル
は
、
宮
門
的
。
口
問
の
問
題
と
制
度
的
思
考
に
つ
い
て
一
般
的
に
論
ず

る
も
の
と
し
て
、
開
・
国
穴
〉
Z
叶
O
河
。
当
日

Q-
、『

Z

E
口
問
が
寸
者
。

切
O
門出

2
・〉

ω宮
内
ゲ
ニ
ロ
冨
昆
ぽ
〈
国
]
句
。

-
E
S
-
同，

yg-o間一予
M
M

『百円巾件。ロ

H
U
勾
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
西
川
洋
一
二
二
世
紀
ド
イ

ツ
帝
国
国
制
に
関
す
る
一
試
論
1
1
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
・
パ
ル
パ
ロ
ツ

サ
の
政
策
を
中
心
と
し
て
|
|
(
一
)
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
九
四
巻
五
・
六

号
(
一
九
八
二
)
一
八
頁
、
二
八
頁
注
(
四
一
二
)
参
照
。

な
お
、
ト
マ
ス
H
ア
ク
イ
ナ
ス
は
、
「
神
学
大
全
」
第
二
・
二
部
第
六
七

問
第
二
項
「
審
判
人
は
自
分
が
知
り
え
た
真
実
に
背
き
、
提
出
さ
れ
た
反

資

対
の
証
拠
に
も
と
づ
い
て
判
決
を
下
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
」
主
文
で
、

「
私
人
(
℃
耳
目

O
E
賀町
S
S
)」
「
公
人

S
R
g
S
E
E
n白
)
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
て
い
る
。
稲
垣
良
典
訳
『
神
学
大
全
第
一
八
冊
』
(
創
文
社
・

一
九
八
五
)
二
三
六
頁
参
照
。

(
π
)
ω
・

8
同・

(

m

m

)

(

い

ND-H門出
2
z
g
白
-n-NH
罪
が
審
判
人
お
よ
び
他
の
人
々
に
知
ら

れ
て
い
る

(
Z
o
g
B
巾鬼一

Zen-
呉
国
医
師
)
の
に
、
被
告
が
そ
の
行
為
を

否
定
す
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
者
が
審
判
人
の
自
の
前
で

(由
C
F
O
E
-
-
Eロ色
2
凹
)
多
く
の
人
々
の
見
て
い
る
と
こ
ろ
で

(
Z
gロ・

名

R
Z
自
己

Z
2
5
)
人
を
殺
し
た
の
に
、
こ
の
人
殺
し
を
否
認
し
た
場

合
。
こ
の
者
は
有
責
で
あ
る
こ
と
を
否
認
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
者

に
対
し
審
理
な
し
に

2
5
2
w岡山口己ロ白昨日
0
ロ
巾
)
判
決
を
下
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
時
と
し
て
行
為
の
明
証
さ

(E庄
司
ロ
色
白
O
旬
開
ユ
凹
)
そ
れ
自
体
が
有

責
で
あ
る
こ
と
を
証
言
す
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
公
然
た
る
行
為

(
O
吉
田
℃
ロ
立
国

2
5
)
に
よ
っ
て
自
己
の
罪
を
自
白
す
る

(gロ
m
gコ
)
場

合
。
こ
の
場
合
に
は
、
二
度
、
三
度
と
矯
正
を
行
っ
た
の
ち
、
矯
正
で
き

な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
処
罰
が
下
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ア
ン
プ
ロ
ス
イ
ウ
ス
と
ニ
コ
ラ
ウ
ス
〔
一
世
〕
の
か
の
「
明

白
な
こ
と
は
訴
追
を
必
要
と
せ
ず
(
富
吉
宗
埠
由
民

2
g
Z
2
5
ロ
OD

ze問
巾
一
三
)
」
と
い
う
言
(
白

C
2
0ユ
gω)
は
、
こ
の
最
後
の
場
合
に
つ
い

て
の
こ
と
と
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
審
理
な
し
に
使
徒
の
判

決
が
下
さ
れ
た
、
か
の
み
だ
ら
な
男
(
念
日
一

g
g円
)
は
、
皆
の
見
て
い
る

と
こ
ろ
で
公
然
と
自
分
の
ま
ま
母
を
妻
に
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。
ま
た
、

北法38(2・136)334 
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ニ
コ
ラ
ウ
ス
が
書
い
て
い
る
ロ

l
タ
リ
ウ
ス
〔
三
世
〕
も
同
様
に
、
自
己

の
妻
を
公
然
と
離
縁
し
て
、
別
の
女
と
重
婚
し
た
。

な
お
、
ア
ン
プ
ロ
ス
イ
ウ
ス
の
言
は
、
ゎ
-
N
0
・H
n
・
5
に
あ
り
、
こ
れ

は
彼
の
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
注
解
」
か
ら
引
か
れ
た
も
の
で
、
ま
ま

母
を
妻
に
し
た
み
だ
ら
な
男
の
例
は
、
第
一
コ
リ
ン
ト
書
五
・
一
以
下
に

出
て
来
る
。
ま
た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
一
世
の
言
は
、
わ
-
M
G
-
H
n
・
5
に
あ
る
。

(
乃
)
ア
ン
グ
ロ

H
ノ
ル
マ
ン
派
(
白
ロ
同
Z
E
D
R自
由
ロ
ロ
-
R
F巾

ωnF巳
巾
)
の

ωロ
ヨ
自
白
で
、
一
一
八
五
|
一
一
九

O
年
頃
に
著
わ
さ
れ
た
。

(
初
)
わ
-
T
H
-
N
P
H

〔
教
会
の
〕
父
祖
た
ち
が
定
め
た
教
令
(
己
2
5
Z
B

司自己

E
B
B口。
E
2
5
)
に
従
っ
て
、
処
罰
を
求
め
ら
れ
て
い
る
者
を
公

会
議
に
召
喚
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
適
当
に
決
め
ら
れ
た
正
規
の
期

間
を
置
い
て
(
℃
角
田

E
Z
C
B
gロ
mHEzg
白
E
C巾
円
白
ロ
O
口一

E
B
)
数
通

の
相
当
と
認
め
ら
れ
る
書
面
(
印
Q
ぽ

g
s
z
oロ白
σ己
目
白
)
に
よ
っ
て
行
わ

れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
適
当
な
時
に
正
規
の
手
続

(
g
g
E
g

o
E
5白
巴
。
)
に
従
っ
て
、
正
式
に

(gロ
o
E
n巾
)
召
喚
さ
れ
た
の
で
な
け

れ
ば
、
こ
の
者
が
た
と
え
い
か
な
る
必
要
か
ら
か
会
議
に
あ
ら
わ
れ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
を
自
発
的
に
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
〔
自
分
に
不
意
打
ち
を

食
わ
せ
よ
う
と
〕
待
伏
せ
て
い
る
者
に
対
し
、
い
つ
ま
で
も
応
ず
る
こ
と

は
な
い
か
ら
で
す
。

な
お
、
こ
れ
は
、
ダ
!
?
ス

l
ス
一
世
の
教
皇
令
。

(
剖
)
こ
の
分
別
が
、
い
わ
ゆ
る
「
公
知
の
事
実
」
と
「
特
に
裁
判
所
に
顕
著

な
事
実
」
と
の
分
別
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ネ

ル
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。

(
M
M
)
ω
・
品
目
同
・

(泊
)

(

U

・
8
G・日

n-=
裁
き
を
行
う
者
は
、
す
べ
て
の
こ
と
を
く
ま
な
く
調

べ
(
ユ
B
R
U
、
一
連
の
つ
な
が
り
に
な
っ
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
を
十

分
に
尋
問
す
る
こ
と

(
1
2白
吉
岡
巳
弘
己
。
)
に
よ
り
解
き
ほ
ぐ
す
(
色
町
'

E
R『
巾
)
必
要
が
あ
り
ま
す
。
自
ら
ね
ば
り
強
く
問
い
(
町
三
巾
司
。
同
月
・

巾
)
、
答
え
(
忠
告
O

E

巾
吋
巾
)
、
反
論
し
(
O
げ
W
R巾
)
、
こ
こ
で
両
当
事
者
の

弁
論
(
白

nzo)
が
十
分
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
し
、
ま
た
、
審
判
人

は
、
自
己
の
判
断
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
た
ち
に
敵
対
し
よ
う
と
し

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
当
事
者
が
す
べ
て
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
で

も
う
(
芯
ヨ
宮
5
2
2
0
5巳
吉
由
)
両
当
事
者
が
申
し
立
て
て
い
る
こ
と

に
何
も
問
題
が
な
く

s
k
y
-
-
Y削
げ
巾
円
己
ロ

D
E巾
az口
市
)
、
そ
し
て
、
事

柄
(
目
印
)
の
真
実
に
到
達
す
る
ほ
ど
に
弁
論

S
2
Z
)
が
ふ
る
い
に
掛
け

ら
れ
て
い
る
場
合
は
別
で
す
。
付
加
す
る
こ
と
が
適
当
な
何
か
が
無
視
さ

れ
た
ま
ま
で
終
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
頻
繁
に
質
問
さ
れ
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

(
制
)
プ
ラ

l
ケ
ン
テ
ィ

1
ヌ
ス
に
つ
い
て
は
、
注
(
ぬ
)
参
照
。

(
邸
)
一
二

O
四
年
か
ら
一
二

O
九
年
の
聞
に
著
わ
さ
れ
た
。
ア
ゾ

l
の

∞
g
gえ
白
や
∞
ロ
ヨ
ヨ
曲
。
oa片
品
目
よ
り
は
先
に
で
き
て
は
い
る
。

ω・
8

明白・日
0
.

(
M
m
)

注
(
川
口
)
参
照
。

(幻

)
ω
・

8・

(ω

∞
)
ω
・
印

H
R
-

(ω)
一
一
六
九
年
に
ケ
ル
ン
で
成
立
。
別
名

ωロ
ヨ
ヨ
担
わ
。
】

C
E
S包∞・
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料

(
卯
)
一
一
九
二
年
と
一
二

O
五
年
と
の
版
が
あ
る
ボ
ロ

l
ニ
ャ
の
注
釈
書
。

(引

)
ω
-
E
R

(
幻
)
一
一
九
六
年
後
に
出
た
。
初
期
デ
ク
レ
タ
リ
ス
ト
。

(
m
m
)
U・
8
円
・
に
各
人
は
、
自
分
の
言
葉
を
衡
量
し
(
宮
口

b
R
R巾
)
て
、

自
分
に
い
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
思
う
こ
と
を
他
人
に
い
っ
て
は
な
り
ま
せ

ん
σ

そ
れ
ゆ
え
、
聖
書
も
適
切
に
述
べ
て
い
ま
す
。
「
あ
な
た
は
、
自
分
に

し
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
を
、
他
人
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
」
〔
ト
ビ
ト
書

四
・
四
六
〕
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
が
何
か
も
っ
と
成
熟
し
た
こ
と
(
と

E
巳己

B
え
ロ
ユ
ロ
印
)
を
行
い
、
性
急
に
思
量
(
円
。
ロ
回
忌
ロ
ヨ
)
し
た
り
行
為
(
。
吉
田
)

し
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
、
秩
序
を
乱
さ
(
。
丘
一
口
巾
同

H
2
2
2
5目
指
足
)
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
に
は
時
間
が
必
要
だ
か
ら
で
す
。
明

H

し
か
し
、
誰
か
が
何
ら
か
道
を
踏
み
は
ず
す
(
】
担
玄
)
こ
と
に
な
っ
た

ら
、
私
た
ち
は
彼
を
導
き
(
匂

0
2
R巾
)
、
兄
弟
愛
を
も
っ
て
矯
正
す
べ
き
で

す
。
至
福
な
使
徒
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
。
「
も
し
誰
か
が
不

意
に
誘
惑
に
襲
わ
れ
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
聖
書
に
導
か
れ
て
生

き
て
い
る
人
で
あ
る
あ
な
た
方
は
、
柔
和
な
心
で
そ
の
人
を
正
し
い
道
に

立
ち
返
ら
せ
な
さ
い
。
互
い
に
重
荷
を
担
い
合
い
な
さ
い
。
そ
の
よ
う
に

す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
律
法
を
全
う
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
」
〔
ガ
ラ
テ

ヤ
書
六
・
一

i
一
一
〕
叩
-
M

さ
ら
に
聖
ダ
ヴ
ィ
デ
王
は
、
死
を
も
た
ら
す

罪
に
つ
い
て
頬
罪
を
行
い
ま
し
た
が
、
し
か
し
そ
の
地
位
(
2
0
ロ
C
円
)
に
留

ま
り
ま
し
た
〔
サ
ム
エ
ル
後
記
一
二
、
二
二
章
〕
o
p
ω

至
福
者
ぺ
ト
ロ

も
、
主
を
知
ら
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
悔
い
た
時
、
こ
の
上
な
く
苦
い
涙

を
流
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
使
徒
で
あ
り
続
げ
ま
し
た
〔
マ
タ
イ
伝
二
六
・

資

七
五
〕
。
主
も
ま
た
、
預
言
者
を
通
じ
て
約
束
し
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
「
罪
人
が
い
つ
の
日
に
か
回
心
し
、
嘆
き
悲
し
む
こ
と
が
あ
る
な

ら
、
こ
の
者
が
行
っ
た
す
べ
て
の
罪
省
を
私
は
そ
の
先
も
は
や
思
い
だ
す

こ
と
は
な
い
。
」
〔
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
一
八
・
一
一
一
一
〕
し
た
が
っ
て
、
司
祭
が

道
を
踏
み
は
ず
し
た
後
(
宮
∞
こ
告
白

EB)
全
く
相
応
し
た
煩
罪
を
行
っ
た

と
し
て
も
、
主
に
仕
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
そ
の
後
善
き
生
を
送

り
、
そ
の
司
祭
職
を
し
か
る
べ
く
守
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
地
位
(
町
。
ロ
。
『
)

を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
考
え
る
者
た
ち
は
、
間
違
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
考
え
る
人
々
は
、
間
違
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
教
会
に
委
ね

ら
れ
た
鍵
を
隠
し
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
鍵
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
「
あ
な
た
方
が
地
に
お
い
て
赦
す

(
凹
♀
〈
巾
『
巾
)
こ
と
は
何
で
あ
れ
、
天
に
お
い
て
も
赦
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
」
さ
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
言
葉
が
神
の
も
の
で
な
い
か
、
あ
る
い
は
真

で
な
い
か
で
す
。
申
-
A
F

し
か
し
、
私
た
ち
は
、
疑
い
も
な
く
神
の
司
祭

た
ち
も
他
の
信
者
た
ち
も
し
か
る
べ
く
〔
腰
罪
を
〕
果
し
た
な
ら
、
そ
の

地
位
に
返
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
主
も
ま
た
、
預
言
者
を
通
じ

て
証
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
寝
て
い
る
者
は
、
起
き
上
が
ろ
う
と
し
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
L

〔
エ
レ
ミ
ヤ
記
八
・
四
〕
ま
た
、
贈
罪
を
行
い
な
が
ら
ダ
ヴ

ィ
デ
は
、
預
言
者
に
述
べ
ま
し
た
。
「
あ
な
た
の
救
い
の
よ
ろ
こ
び
を
私
に

お
返
し
下
さ
い
。
そ
し
て
主
の
御
霊
(
間
立
ユ
宮
回
目
玉
ロ
n
G丘
町
)
を
も
っ
て

私
を
さ
さ
え
て
下
さ
い
。
」
(
詩
篇
五
一
・
一
一
一
)
さ
ら
に
、
ダ
ヴ
ィ
デ
王

は
、
贈
罪
の
後
に
、
他
の
者
た
ち
に
教
え
、
ま
た
神
に
犠
牲
を
捧
げ
た
の

で
す
か
ら
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ダ
ヴ
ィ
デ
王
は
、
道
を
踏
み
は
ず
し
て
も
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神
に
対
し
し
か
る
べ
き
贈
罪
を
行
え
ば
、
両
方
〔
教
え
る
こ
と
と
犠
牲
を

捧
げ
る
こ
と
〕
を
で
き
る
の
だ
と
い
う
例
を
、
聖
な
る
教
会
の
博
士
た
ち

に

s
o
n
g
s∞
)
示
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ダ
ヴ
ィ
デ
王
が
教
え
た
と

い
う
の
は
、
次
の
よ
う
に
い
っ
た
か
ら
で
す
。
「
罪
径
を
犯
し
て
い
る
者

に
、
私
は
あ
な
た
の
道
を
教
え
ま
し
ょ
う
。
彼
ら
も
あ
な
た
の
も
と
へ
と

向
き
を
変
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
」
〔
詩
篇
五
一
・
一
二
一
〕
ダ
ヴ
ィ
デ
王
が

自
分
で
犠
牲
を
奉
げ
た
と
い
う
の
は
、
「
神
に
奉
げ
ら
れ
る
犠
牲
は
、
悩
み

苦
し
ん
だ
魂
(
目
立
ユ

Z
凹
円
。
ロ
可
忌
己
主
広
田
)
L

と
い
っ
た
こ
と
か
ら
わ
か
り

ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ダ
ヴ
ィ
デ
の
悪
事
が
蹟
罪
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
た
の

を
見
て
預
言
者
は
、
神
を
讃
え
犠
牲
を
俸
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
の
悪

事
を
癒
す
の
に
疑
い
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
山
・
印
そ
れ
ゆ
え
、

人
は
罪
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
、
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
〔
道
を
踏
み
は
ず
し
て
〕

倒
れ
た
状
態
(
】
白
匂
包
印
)
か
ら
起
き
上
が
り
、
そ
し
て
、
す
で
に
述
べ
た
も

ろ
も
ろ
の
言
〔
権
威
〕

(
2
2
0ユ
g印
)
に
従
っ
て
、
従
前
の
職
務
に
留
ま

り
ま
す
。
彼
は
、
二
度
と
罪
に
身
を
投
じ
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
す

し
、
ま
た
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
福
音
の
判
決
(
巾

E
ロ岡市

E
S

R
E巾
ロ
江
田
)
を
心
に
留
め
て
お
く
べ
き
で
す
。
す
な
わ
ち
、
寸
行
き
な
さ

U

。
二
度
と
罪
を
犯
そ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
〔
ヨ
ハ
ネ
伝
八
・
二
一
〕

そ
れ
ゆ
え
、
使
徒
も
述
べ
て
い
ま
す
。
「
あ
な
た
方
の
死
ぬ
ベ
き
体
を
罪
に

支
配
さ
せ
、
そ
の
欲
望
に
屈
服
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
」
〔
ロ
マ
書
六
・
一

一一〕

F
由
兄
弟
た
ち
ょ
、
あ
な
た
方
は
、
慈
悲

(
E
2
2
W
O『
告
と
を
許

さ
な
い
判
決
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
守
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
聞
く
こ
と

さ
え
拒
み
な
さ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
慈
悲
は
、
あ
ら
ゆ
る
矯
祭
や
犠
牲
に
ま

さ
る
神
へ
の
捧
げ
も
の
な
の
で
す
か
ら
。

教
皇
カ
リ
ク
ス
ト
ゥ
ス
一
世
(
在
位
一
一
一
七
|
一
一
二
一
一
年
)
の
ガ
リ
ア

人
た
ち
の
司
教
に
宛
て
た
教
皇
令
。

(
似
)
一
一
九

O
年
頃
シ
ヤ
ル
ト
ル
で
書
か
れ
た

E
2
5
2
Zロ
2
・

(
%
)
ω
・
8
R
-

(

M

m

)

(

リ・

5
0・
印
n
-
H
自
分
に
つ
い
て
申
し
た
て
ら
れ
た
罪
に
つ
い
て
、
あ

な
た
の
助
祭
が
自
分
に
は
関
係
が
な
い
と
こ
の
上
な
く
正
直
に
明
言
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
嫌
疑
が
あ
り
、
適
当
な
訴
追
人
た
ち
も
、

ま
た
聖
な
る
規
則

(
g
Q
-
gロ
。
口
町
田
)
が
定
め
て
い
る
質
の
証
人
た
ち
も

認
め
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
あ
な
た
も
含
め
て
呼
び
集
め
ら
れ
た
一
定
数
の

司
教
の
も
と
に
訴
追
人
た
ち
が
や
っ
て
来
、
助
祭
ア
ル
デ
リ
ク
ス
自
身
も

召
喚
さ
れ
、
そ
し
て
彼
が
否
認
す
る
場
合
に
は
、
事
案
が
正
規
の
手
続
に

従
っ
て
(
門
出
口
O
ロ
ぽ
巾
)
ふ
る
い
分
け
ら
れ
、
そ
し
て
、
自
白
す
る
な
ら
、

な
い
し
適
法
な
証
人
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
る
な
ら
、
正
規
の
判
決

(gロ
oロ日

g
nロ
宮
口
広
釦
)
が
下
さ
る
べ
き
で
す
。
自
白
も
せ
ず
、
適
法
な

訴
追
人
も
証
人
も
見
つ
り
ら
れ
ず
、
し
か
し
悪
評
が
増
え
て
い
る
場
合
に

は
、
公
開
の
審
理
守
口
E
-
2
5
2白
B
g
)
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
あ
な

た
の
前
で
、
そ
し
て
あ
な
た
の
教
会
で
最
も
慎
し
み
深
い
少
な
か
ら
ざ
る

司
祭
と
助
祭
と
の
前
で
、
嫌
疑
人
は
秘
密
の
宣
誓
に
よ
り
雪
菟
す
べ
き
で

す
。
そ
の
後
に
、
あ
な
た
は
、
こ
の
者
に
良
き
証
言
が
あ
る
こ
と
を
告
げ

知
ら
せ
、
あ
な
た
の
教
会
の
子
等
を
抑
え
て
、
こ
の
神
の
僕
に
つ
い
て
こ

れ
以
上
先
取
り
し
て
悪
評
を
た
て
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
慎
し
む
よ
う
に

注
意
し
な
さ
い
。
ハ
ム
(
の
白

B
)
は
父
た
ち
に
よ
っ
て
樺
か
る
べ
き
こ
と
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料

を
笑
っ
た
た
め
に
の
の
し
ら
れ
た
こ
と
を
、
彼
ら
が
銘
に
命
ず
る
よ
う
に

〔
創
世
記
第
九
章
〕
。

(肝

)
ω
・
8
R

(
悌
)
一
二

O
六
年
か
ら
二
二

O
年
に
成
立
し
た
。

ω
c
B
B曲
目

白

5
σ
R問
g-

田岡田。

(
ω
)
U・M
M
・印・

ω

証
人
た
ち
の
信
頼
性
(
虫
色
巾
印
)
は
注
意
深
く
調
査
さ
る
べ

き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
証
人
た
ち
の
人
と
な
り

6
2
8ロ
回
)
を
調
べ

る
と
き
に
は
、
ま
ず
各
人
の
身
分

(gロ
色
色
。
)
が
調
べ
ら
れ
る
。
貴
族
か

そ
れ
と
も
平
民
か
。
生
活
が
高
潔
で
(
宮
口

g
E印
)
落
度
が
な
い
か
、
そ

れ
と
も
貴
顕
で
は
あ
る
が
非
難
に
値
す
る
者
か
。
金
持
ち
か
、
貧
乏
で
金

の
た
め
に
何
か
を
容
易
に
認
め
る
者
か
。
証
一
一
百
に
よ
っ
て
不
利
に
な
る
者

に
敵
意
を
も
っ
者
か
、
そ
れ
と
も
証
言
に
よ
っ
て
有
利
に
な
る
者
の
友
か
。

な
ぜ
な
ら
、
証
言
は
、
証
人
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
も
(
高
潔
で
あ
る
か

ら
)
、
証
言
を
行
う
に
い
た
っ
た
原
因
に
つ
い
て
も
(
利
得
や
感
謝
の
た
め

で
な
く
、
ま
た
敵
意
の
た
め
で
も
な
い
か
ら
)
疑
念
が
な
い
と
き
に
採
用

さ
る
べ
き
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

m
-
H

そ
れ
ゆ
え
、
神
皇
ハ
ド
リ
ア

l
ヌ

ス
は
、
属
州
シ
チ
リ
ア
の
代
官
ウ
ィ
ビ
ウ
ス
・
ワ

l
ル
ス
に
回
答
し
た
。

裁
い
て
い
る
者
が
証
人
た
ち
に
ど
の
程
度
の
信
を
措
く
べ
き
か
を
よ
り
よ

く
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
回
答
の
文
言
は
、
以
下
の
と
お
り
。
「
汝

は
、
証
人
た
ち
に
ど
の
程
度
の
信
が
措
か
る
べ
き
か
を
よ
り
よ
く
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
証
人
が
ど
の
程
度
尊
重
さ
れ
る
に
値
す

る
か
、
ま
た
ど
の
程
度
非
難
さ
る
べ
き
か
。
誰
が
素
直
に
述
べ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
か
。
証
人
た
ち
が
口
裏
を
合
わ
せ
て
同
一
の
こ
と
を
答
え
て

資

い
る
か
、
あ
る
い
は
、
汝
の
質
問
に
似
た
よ
う
な
答
を
し
て
い
る
の
か
、

を。」

(削

)
ω
・
∞
吋
・
句

2
2由回巾】]由同福岡・
t
g
w
F
2
z
s
-ロハ
Uoass-(U-H・
巴
・
吋

戸
「
君
主
(
也
ユ
ロ
n呂
田
)
は
法
律
な
い
し
法
の
秩
序
(
ぽ
阿
佐
。

aOz--z江
田
)

に
服
さ
な
い
の
だ
か
ら
、
君
主
に
は
自
分
自
身
と
し
て

(
E
e
g
)
知
っ

て
い
る
こ
と
に
従
っ
て
裁
判
を
進
め
る

G
g
n
a
q
g
こ
と
が
許
さ
れ

る
。
:
:
:
し
か
し
、
下
位
の
審
判
人
は
、
証
明
さ
れ
る
こ
と
の
信
頼
か
ら

し
か
裁
判
を
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
理
由
も
、
法
律
が
下
位
の
審

判
人
を
そ
れ
ほ
ど
信
頼
し

(gミ
5
2巾
)
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
審
判
人
と
い
う
者
は
、
普
通
な
ら
ば
(
包
ヨ
宮
吋
)
、
自
分
自
身
で
事

実
は
こ
う
だ
と
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ

う
に
し
て
有
責
判
決
を
下
し
た
い
と
思
う
者
に
対
し
て
有
責
判
決
を
下
す

こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
皇
帝

(山口回目出

E
Z『
)
が
腐
敗
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ

て
、
皇
帝
は
、
自
分
自
身
に
知
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
信
頼
に
基
づ
き
、

証
明
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
と
も
裁
判
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
兄
弟
た
ち
は
、
討
論
に
お
い
て
、
審
判
人
は
自
己
の
知
っ
て
い
る
こ

と
に
従
っ
て
裁
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
問
う
て
い
た
。
私
は
、
い
っ
て
い

た
。
審
判
人
が
法
律
を
制
定
す
る

(gロ己
q
g
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は

:
・
:
自
己
に
知
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
信
頼
に
基
づ
い
て
、
た
と
え
証
明

さ
れ
て
い
な
く
と
も
判
決
を
下
せ
る
、
と
:
:
:
。
」

な
お
、
こ
の

F
R
E
E
-ロハ
U
o
e
g
B
の
著
者
名
は
、
ぺ
ト
ゥ
ル
ス
・

ベ
ラ
ベ
ル
テ
ィ
カ
で
あ
る
が
、
一
般
に
、
ラ
ヴ
ァ
ニ
ス
の
も
の
と
考
え
ら
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れ
て
い
る
。
な
お
、
ラ
ヴ
ア
ニ
ス
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
泰
甫
「
第
一
三

世
紀
の
オ
ル
レ
ア
ン
大
学
に
つ
い
て

ω」
『
法
政
論
集
』
四

O
号
ご
九
六

七
)
七
三
頁
以
下
参
照
。

[
付
記
〕

本
稿
を
、
本
年
八
月
に
古
稀
を
迎
え
ら
れ
た
小
山
昇
先
生
に
捧
げ
る
。

Azonis Summa in C. 2. 10 
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