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説

り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る

Q

一
九
二
一
年
に
発
表
さ
れ
た
エ
ル
ト
マ
シ
著
ロ
円
ゅ
の
何
回
口
志
向
g
m
Eロ己
E
m
0・
回
ロ
ロ
2
0一吋

こ
の
理
論
は

河

R
Z田
σ巾
唱
誌
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

判
例
が
こ
の
言
葉
を
採
用
し
た
乙
と
と
あ
い
ま
っ
て

広
く
利
用
さ
れ
る
に
至

論

っ
た
ω

と
く
に
第
二
次
大
戦
後

一ブ

1
レ
シ
ツ
の
劃
期
的
業
績
で
あ
る
の
2
岳
民
同
由
時
z
z
g
m
o
ロ
ロ
仏
〈
叩
三
日
明
男
冨
ロ
ロ
ロ
m
-
H
-
K戸口出・

]
[
m
w
U
N
・
が
出
る
に
及
ん
で

学
界
一
の
共
通
財
産
と
な
っ
た
。
行
為
基
礎
と
は

一
三
口
で
い
え
ば

契
約
の
基
礎
に
あ
る
一
定
の
事
態
で
あ

り
、
そ
の
不
存
在
ま
た
は
消
失
が
契
約
の
効
力
に
影
響
を
与
え
る
も
の
を
い
う
。

こ
の
理
論
が
、
英
米
法
の
契
約
の
プ
ラ
ス
ト
レ
イ
ジ
ヨ

シ
理
論
、

お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
法
の
不
予
見
理
論
と
な
ら
ん
で
、
事
情
変
一
史
の
原
則
と
し
て
の
機
能
を
果
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
が
、

そ
れ
ら
の
中
で
も
、
行
為
基
礎
論
は
、

理
論
的
な
深
さ
に
お
い
て
、

さ
す
が
に
ド
イ
ツ
法
の
所
産
だ
け
の
乙
と
は
あ
る
。

か
し
行
為
基
礎
論
の
内
且
谷
に
つ
い
て
は
、

ド
イ
ツ
で
も
争
い
が
多
く
、
何
を
行
為
基
礎
と
解
す
る
か
、

そ
の
不
存
在
や
消
失
が
ど
の
程
度

に
達
す
る
場
合
に
契
約
に
影
響
を
与
え
る
か
、
さ
ら
に
は
そ
の
場
合
に
い
か
な
る
効
力
が
生
ず
る
か
、

と
い
う
点
に
な
る
と
、
学
者
の
悶

に
見
解
の
一
致
を
見
な
い

Q

学
者
の
数
だ
け
の
行
為
基
礎
論
が
存
在
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
は
.

こ
の
間
題
が
比
較
的
新
ら
し
い
だ

け
で
な
く
、
他
の
重
要
な
私
法
制
度
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
ω

し
た
が
っ
て
、
行
為
基
礎
論
を
い
か
に
理
解
す
る
か
と
い

う
こ
と
は
、

こ
の
た
め
、
戦
後
の
社
会
的
混
乱
が
お
さ
ま
っ
て
久
し
い
今

U
の
凶
ド

イ
ツ
に
お
い
て
、
行
為
基
礎
論
は
「
法
律
行
為
理
論
の
中
心
問
題
と
な
っ
た
」
と
い
う
戸
が
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
。

私
法
学
の
方
法
お
よ
び
体
系
と
密
接
に
関
係
す
る

Q

わ
が
国
で
も
、
事
情
変
更
の
原
則
が
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
久
し
く
、

し
か
も
、
戦
後
は
、
現
実
的
な
問
題
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
ぜ
ん
と
し
て
、
私
法
学
の
片
隅
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
新
ら
し
い
時
代
は
、
伝
統
に
基
礎
を
お
き
つ
つ
も
、
新
ら
し
い
迎

論
を
要
請
す
る
。
事
情
変
更
の
原
則
に
関
し
、
現
在
新
ら
し
い
理
論
と
し
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、

ド
イ
ツ
の
行
為
基
礎
論
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て

比
較
法
的
研
究
の
最
後
に
あ
た
っ
て

き
わ
め
て
忠
義
深
い
こ
と
で
あ
る
と
い

こ
の
理
論
の
研
究
を
す
す
め
る
こ
と
は
、
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わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
は

一
応
ラ

1
レ
シ
ツ
の
行
為
基
礎
論
を
頂
点
と
考
え
、

ま
ず
そ
れ

κ至
る
ま
で
の
学
説
史
の
素
描
を
、
判
例
の
発
達
と
の
か
ら

なみ
研合
究い
がで
な
さ試
れみ
て る
いこ
ると
のに

で3す
、る

た
だ
し

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
に
至
る
ま
で
の
発
展
に
つ
い
て
は
、

わ
が
国
で
す
で
に
充
分

こ
こ
で
は
現
在
の
行
為
基
礎
論
を
理
解
す
る

K
必
要
な
最
少
限
度
の
紋
述
で
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

に一フ

1
レ
シ
ツ
の
行
為
基
礎
論
の
内
容
の
和
介
を
か
な
り
詳
細
に
行
な
い
た
い
。
さ
ら
に
、
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
立
法
・
判
例
の
動

向
を
さ
ぐ
り
、

さ
い
ど
に
、
他
の
学
者
に
よ
る
一
フ
I
レ
シ
ツ
の
想
論
の
発
展
、

お
よ
び
批
判
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
-
プ
l
レ
シ

ツ
理
論
に
対
す
る
有
力
な
批
判
は
、
主
と
し
て
比
較
法
的
見
地
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
は
、

乙
の
想
論
の
比
較
法
的
地
伎
を
明

ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
研
究
が
な
さ
れ
た
後
に

こ
れ
ま
で
行
な
っ
て
き
た
比
較
法
的
研
究
に
つ
い
て
の
綜
合
的
分
析
が
試
み

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
わ
が
国
に
お
け
る
判
例
・
学
説
の
分
析
と
の
関
述
で
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、

か
く
し
て
本
稿
全
体
が
結
ば

ドイツ法における行為基礎論の発展け

れ
る
乙
と
に
な
る
。

(2) (1) 

E
E
S
F
ω
・

N
O吋・

小
町
谷
、
岩
田
、
勝
本
三
氏
の
前
掲
書
が
そ
れ
。

前

-史

ト)

ハ
1
v

n-山
口
印
ロ
]
何
回
円
。

σzm
回
一
円
リ
回
一
以
ロ
巴

σロ∞

事
情
変
更
の
原
則
の
起
源
は
、
中
世
の
カ
ノ
シ
法
に
端
を
発
し
、
後
期
註
釈
学
派
に
よ
っ
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
た

n
gロ
g
z
z
σ
5包
円

浮
き
巴
守
口
町
理
論
に
求
め
ら
れ
る
。

つ
ぎ
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説

乙
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
契
約
に
は
、

そ
の
効
力
を
存
続
す
る
と
い
う
条
項
が
存

そ
の
基
礎
た
る
事
情
が
変
ら
な
い
か
ぎ
り
、

在
す
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
事
情
が
変
更
す
れ
ば
、
契
約
に
対
す
る
拘
束
力
は
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
多
く
の
場
合
に
適
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、

こ
の
理
論
は
、

論

世
に
入
る
と
、
多
く
の
学
者
に
よ
り
承
認
さ
れ
、

そ
の
適
用
範
囲
、
要
件
、
効
果
な
ど
に

つ
い
て
は
、
学
者
の
聞
に
見
解
の
統
一
が
見
ら
れ
ず
、

度
と
の
限
界
づ
け
に
失
敗
し
た
の
は
致
命
的
で
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
、
日

u
R
Z
E
E
8
3
8
E
の
原
則

つ
い
に
は
っ
き
り
し
た
法
制
度
に
ま
で
結
実
し
な
か
っ
た
。
と
く
に
類
似
の
法
制

や
が
て
忘
れ
ら
れ
て
行
っ
た
。
こ
の
聞
に
、
十
八
世
紀
後
半

の
立
法
、
と
く
に
バ
イ
エ
ル
シ
の
の

a
R
冨
自
由

5
5
2
2印
回
釦
〈

R
W
E
n
-三
ロ

印

〈

O
ロ
口
忠
(
同
〈
H
印

四

H
N
)

や
、
プ
ロ
イ
セ
シ
の
〉
戸
一
月

4
0
ロ
H
叶
mv
酔

A
H
u
m
ω
U
1
1吋
laω

宮
)
の
中
に
、

ゃ
、
取
引
安
全
の
主
張
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
己
主

g
g
理
論
は
攻
撃
さ
れ
、

乙
の
理
論
に
も
と
づ
く
規
定
の
存
す
る
こ
と
は

注
目
に
値
す
る
。

現
在
の
行
為
基
礎
論
は

機
能
的
に
は

乙
の
己
m

呂
田
口
芯
理
論
の
復
活
で
あ
る
が
、

両
者
の
聞
に
は

直
接
の
理
論
的
関
連
が
乏
し
い
の
で
、
ロ
]
白
E
C
E
理
論
に

つ
い
て

乙
乙
で
は
こ
れ
以
上
に
深
入
し
な
い
乙
と
に
す
る
。

出
事
情
変
更
の
原
則
の
歴
史
に
関
し
て
は
、
勝
本
六

O
頁
以
下
が
詳
細
で
あ
り
、

ロ由
lEω
・
に
近
世
法
に
関
す
る
要
領
の
よ
い
叙
述
が
あ
る
。

問
問
。
問
。
「

ω-EHIN-

間
勝
本
一
六
七
頁

G

凶
勝
本
一
九
阿
頁
以
下
。

今
日
で
も
ζ

れ
を
上
廻
る
研
究
は
存
在
し
な
い
。

よ
占
、

e
J
ふ
A
4

州
内
巾
間
色

uω
・

(斗

ハ
1
〉

ワ
イ
シ
ト

ν
ャ
イ
ト
の
前
提
論

今
日
の
行
為
基
礎
論
、
と
く
に
エ
ル
ト
マ
シ
の
そ
れ
の
理
論
的
先
駆
者
は
、
ヲ
イ
シ
ト
V
ヤ
イ
ト
の
前
提
論
(
〈
。

E
5
8
Rロ
ロ
想
Z
Z
B
)

ア
ク
チ
オ
論
と
と
も
に
、
ヲ
イ
シ
ト

ν
ャ
イ
ト
が
比
較
的
自
由
で
革
新
的
な
考
え
方
を
し
た
、
初
期
の
学
風
を

で
あ
る
。

ζ

の
理
論
は
、

近

北法 11(4・6)408 



代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が

幾
多
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最

彼
自
身
が
保
守
的
に
な
っ
た

K
も
か
か
わ
ら
ず

そ
の
後

ま
た

後
ま
で
維
持
さ
れ
た
。

ヲ
イ
シ
ト

ν
ャ
イ
ト

K
よ
れ
ば
、
前
提
と
は
、
動
機
(
そ
の
錯
誤
は
問
題
と
さ
れ
な
い
)
と
条
件
へ
そ
の
不
成
就
は
法
律
行
為
を
無
効
と
す
る
)

の
中
聞
に
佼
す
る
立
思
の
自
己
制
限
で
あ
り

そ
の
消
失
は
不
当
利
得
(
ま
た
は
、
給
付
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
抗
弁
権
)
を
生
ぜ
し

め
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
前
提
は
、
動
機
や
条
件
と
同
じ
く
、

の
で
あ
り
、

一
定
の
状
態
の
現
実
性
、
ま
た
は
諸
関
係
の
一
定
の
形
成
に
関
す
る
も

過
去
、
現
在
の
事
態
の
み
な
ら
ず
、
将
来
の
形
成
を
も
ふ
く
む
。

こ
乙
で
、
前
提
と
他
の
二
者
と
の
区
別
を
も
う
少
し
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
。
条
件
も
前
提
も
等
し
く
意
思
の
制
限
で
あ
る

Q

条
件
は
問

題
と
な
る
事
態
の
発
生
が
不
確
か
で
あ
る
場
合
に
付
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
前
提
は
、

ま
さ
に
そ
の
事
態
が
確
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た

め
に
、
条
件
と
は
さ
れ
な
い
場
合
を
問
題
と
す
る
。

ζ

の
意
味
で
、
前
提
は
「
展
開
さ
れ
な
い
条
件
ロ
ロ

g言、
wz-R
回
包
E
m
z
D
m」
と

け

い
う
乙
と
が
で
き
る
。
あ
る
こ
と
を
条
件
づ
け
る
も
の
は
、
「
も
し
何
々
な
ら
ば
、
私
は
何
々
し
よ
う
。

H
n
y
t司王

-ggロ
:
・
:
」
と
い
う
の

ドイツ法における行為基礎諭の発展

あ
る
こ
と
を
前
提
す
る
も
の
は
、
「
私
は
何
々
し
よ
う
。

し
か
し
も
し
何
々
で
な
い
な
ら
ば

私
は
そ
う
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

に
対
し

同
門
町
三
-
f
t
司
骨
骨
白
σ
q
E
n
F件
当
。
-
一

2
・4

司巾ロロ

E
n
z
i
-
-
・
」
と
い
う
こ
と

K
な
る
。
す
な
わ
ち
、
条
件
の
場
合
は
、
制
限
さ
れ
る
の
は

現
実
の
意
思
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
提
の
場
合
は
、
現
実
の
意
思
は
制
限
さ
れ
ず
に
、
本
来
の
意
思
(
す
な
わ
ち
、
仮
定
的
意
恩
)
が
制
限
さ

れ
る
こ
叶
と
に
な
る
。

ハ
5
V

つ
ぎ
に
.
前
提
と
動
機
と
は
、
前
提
は
意
思
表
示
の
内
容
と
な
る
の
に
対
し
、
動
機
は
そ
う
で
な
い
点
で
異
な
る
。
前
提
と
な
る
意
思

m
n
h
〉

こ
の
よ
う
に
し
て
立
思
表
示
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
相
手
方
に
と
っ
て
認
識
可
能
と
な
る
が
、
し
か
し
相
千
万
に
受

の
自
己
制
限
は

領
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
契
約
の
内
容
と
な
る
と
と
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
ο

1ヒ法 11(4・7)409 



説

前
提
は
明
示
的
に
も
意
思
表
示
の
内
容
と
な
り
う
る
が
、
現
実
に
は
、
歎
示
的
の
場
合
が
多
い
。
そ
れ
で
は
、

い
か
な
る
場
合
に
歎
示

="‘ 再開

的
な
前
提
が
認
め
ら
れ
る
か
。
ヲ
イ
シ
ト

ν
ャ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
歎
一
不
的
意
思
表
示
は
二
つ
の
場
合
に
存
在
す
る
。
第
一
に
、
意
思
の
存

在
を
、
諸
事
情
、
な
か
ん
ず
く
当
該
人
物
の
作
為
・
不
作
為
か
ら
類
推
す
る
場
合
で
あ
り
、
第
二
に
、
他
の
意
思
表
示
の
中
に
含
ま
れ
て

い
る
が
、
解
釈
に
よ
っ
て
そ
と
か
ら
と
り
出
さ
れ
る
意
思
表
示
を
い
う
。

ま
ず
第
二
の
歎
示
的
前
提
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

乙
の
場
合
に
は
、

意
思
表
示
の
目
的
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
意
思
表
示

の
目
的
が
前
提
と
な
る
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
有
名
な
設
例
で
あ
る
が
、

あ
る
人
が
娘
の
嫁
入
道
具
の
た
め
で
あ
る
と
表
示
し
て
、

物
を
買
う
場
合
に
、
婚
約
が
解
消
さ
れ
て
も
、

返
還
請
求
権
の
発
生
し
な
い
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
前
提
と
な
る
の
は
、
第
一
の
目

的

3
2
0
2
5
N毛
R
主
で
あ
る
。

第
一
の
目
的
と
は
、

ま
ず
法
律
効
果
の
発
生
そ
の
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
法
律
行
為
の
解
除
の

意
思
表
示
に
と
っ
て
は
、
法
律
行
為
の
廃
棄
が
そ
れ
で
あ
る
。
財
産
の
出
絹
の
場
合
は
、

そ
れ
と
異
な
る
。
出
摘
が
そ
れ
自
体
の
た
め
に

な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
す
べ
て
出
掃
行
為
に
は
そ
れ
を
な
す
た
め
の
理
由
が
あ
る
。

そ
れ
も
第
一
の
目
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
債
務

の
弁
済
の
た
め
に
給
付
を
す
る
者
は
、
債
務
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、

円

8
V

給
付
の
前
提
と
な
る
。

目
的
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
債
務
の
存
在
も

つ
ぎ
に
、
第
一
の
歎
一
示
的
前
提
は
、
前
提
意
思
が
意
思
表
示
の
直
接
の
内
容
を
乙
え
て
解
釈
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
負
担
付
贈
与
の
場
合
は
負
担
の
履
行
、
婚
約
者
聞
の
贈
与
の
場
合
は
婚
約
の
存
続
、
死
因
贈
与
の
場
合
は
受
贈
者
が
贈
与
者
よ

り
長
生
す
る
乙
と
、
争
わ
れ
て
い
る
請
求
権
に
つ
い
て
の
和
解
の
場
合
は
、
争
い
を
排
除
す
る
よ
う
な
事
実
の
不
存
在
、
が
そ
れ
ぞ
れ
意

思
表
示
の
前
提
と
な
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

以
上
が
ヲ
イ
シ
ト
ジ
ヤ
イ
ト
の
前
提
論
の
大
要
で
あ
る
。
彼
は
、
前
提
の
認
定
が
盗
意
的
に
な
り
や
す
い
と
い
う
批
判
に
対
し
、
「
解
釈

北法 11(4・8)410 



ハ
刊
V

規
定
に
よ
っ
て
、
客
観
的
主
観
的
に
欲
せ
ら
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
う
る
前
提
の
み
が
問
題
な
の
だ
」
と
し
、
次
の
よ
う
な
立
法
提
案
を

し
た
。「

立
思
表
示
に
お
い
て

一
定
の
仮
定
(
ま
た
は
、
仮
定
ま
た
は
期
待
)
か
ら
出
発
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
を
な
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

(

H

}

 

そ
の
意
思
表
示
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
」

う
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
は
、

そ
の
仮
定
(
期
待
)
が
確
証
さ
れ
な
い
と
き
は
、

し
か
ら
ば
、

ク
イ
シ
ト
ジ
ヤ
イ
ト
の
前
提
論
は
、

い
か
な
る
意
味
で
、
事
情
変
更
の
原
則
と
し
て
の
機
能
を
営
な
み
、
行
為
基
礎
論
の

先
駆
と
な
り
う
る
の
か
。
前
提
の
対
象
と
な
る
の
は
前
述
の
ご
と
く
一
定
の
事
態
で
あ
り
、

そ
の
将
来
の
形
成
も
含
ま
れ
る
。

そ
れ
が
歎

一
不
的
に
志
思
表
示
の
内
容
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
に
お
け
る
事
態
の
変
更
が
法
律
行
為
全
体
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
う
る

ク
イ
シ
ト

ν
ヤ
イ
ト
の
前
提
論
が
発
表
さ
れ
た
一
八
五

O
年
は

ハロ
J
V

が
前
提
論
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
容
易
K
推
測
さ
れ
る
ω

あ
の
一
八
四
八
年
の
動
乱
の
直
後
で
あ
り

の
で
あ
る

Q

事
;:/?; 

し
か
る
に
ク
イ
シ
ト
ジ
ヤ
イ
ト
は
n
S
E
c
-白
眼
論
に
全
然
ふ
れ
て
い
な
い
。

{寸

ハ日
v

こ
れ
は
前
提
論
の
一
欠
点
と
称
さ
れ
て
も
い
た
し
か
た
な
い
。
し
か
し

円

H
}

(
2
5白
)
の
統
一
的
理
解
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

Ar

日
J
V

め
ら
れ
る
乙
と
は
疑
い
が
な
い
。

彼
の
前
提
論
は
も
と
も
と

不
当
利
得
の
要
件

と
く
に
原
閃

ドイツ法における行為基礎論の発展

黙
示
的
前
提
の
例
と
し
て
か
か
げ
た
諸
場
合
に

不
当
利
得
の
成
立
が
認

ヨニ前
提
論
を
事
情
変
更
の
原
則
と
し
て
見
る
場
合
に

そ
の
限
界
を
示
す
も
の
で

し
か
し
そ
の
と
と
は

あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

Q

ワ
イ
シ
ト
ジ
ヤ
イ
ト
の
前
提
論
は

彼
の
生
前
に
お
い
て
多
く
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ

つ
い
に
学
界
の
承
認
を
う
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
条
件
と
動
機
の
聞
に
、
中
間
物
は
な
く
、
前
提
論
は
結
局
、
動
機
の
錯
出
を
認
め
た
こ
と

ιな
り
、
取
引
の
安
全
を
害
す
る
と
い

A
U
M
V
 

う
レ

1
ネ
ル
(
戸
市
ロ
巳
)
の
批
判
が
も
っ
と
も
有
名
で
あ
る

Q

ヲ
イ
シ
ト
ジ
ヤ
イ
ト
は
、

こ
の
い
出
川

前
述
の
ご
と
く

前
提
は
意
思
表
示
の

内
容
と
な
り
、
相
手
方
に
認
識
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
相
手
方
に
認
識
さ
れ
、
合
意
の
内
容
と
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
取
引
の
安
全

;':-一
、-
~1， 
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説

(

口

》

を
害
す
る
こ
と
は
い
抗
い
な
い
。

さ
ら
に
前
提
論
は
事
情
変
更
の
原
則
と
し
て
の
立
場
か
ら
致
命
的
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。

事
情
変
一
史
の
原
則
が
主
と
し
て
問
題
と
な
る

論

の
は
、
社
会
的
経
済
的
変
動
の
場
合
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

一
般
に
、
当
事
者
は
か
か
る
変
動
を
忠
誠
し
て
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

か
か
る
変
動
が
怠
思
表
示
の
内
容
と
な
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
り
、
黙
示
的
意
図
む
を
推
定
す
る
こ
と
も
同
球
で
あ
る
ω

い完よ
。ーう

{ζ 

し
て

前
提
論
は

事
情
変
更
の
原
則
と
し
て

最
も
重
要
な
場
合
に

期
待
で
き
な
い
凱
論
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ハ
日
J
V

事
情
変
更
の
原
則
と
し
て
不
備
で
あ
る

Q

ま
た
法
律
効
栄
一
に
お
い
て

不
当
利
得
請
求
権
と
抗
弁
権
し
か
認
め
ら
れ
な
い
の
も

こ
の
よ
う
な
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ク
イ
シ
ト

ν
ャ
イ
ト
は
最
後
ま
で
自
説
を
ま
げ
な
か
っ
た
。
洞
察
力
の
な
い
裁
判
官
に
乱
用
さ

む
し
ろ
裁
判
官
に
正
義
感
を
満
足
さ
せ
る
法
的
手
段
を
残
し
て
お
く
方
が
県
ま
し
く
、

円
凶
J
V

法
的
安
定
性
を
い
た
ず
ら
に
強
調
す
る
こ
と
は
形
式
主
義
的
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
ヲ
イ
シ
ト

ν
ャ
イ
ト
は
、
「
い
か
に

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
も
、

異
論
が
あ
っ
て
も
、
歌
示
日
比
表
示
さ
れ
た
前
提
は
つ
ね
に
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
と
を
確
信
し
、
「
そ
れ
は
、

Y
ア
か
ら
投
げ
出
さ
れ
て

戸

山

)

も
、
窓
か
ら
再
び
入
っ
て
く
る
。
」
と
予
言
し
た
の
で
あ
っ
た
ω

第
一
次
大
戦
の
勃
発
に
よ
り
彼
の
予
言
は
適
中
し
、
前
提
論
は
経
済
的
不

也

E
ム
問
、

J
E
K

二
日

さ
ら
に
は
行
為
基
礎
論
に
姿
を
か
え
て
、

窓
か
ら
入
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て

前
提
論
は

(

出

)

当
時
の
学
界
に
承
認
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、

ウ
ノ
イ
シ
ト

B
G
B
の
第
一
草
案
に
お
い
て
は

ν
ャ
イ
ト
の
影
山
間
日
の
た
め

若
干
の
注
目
す
べ
き
規
定
を
有
す
る
に
至
っ
た
。

す
な
わ
ち
総
則
の
条
件
お
よ
び
期
限
の
筒
所
で
は
、
「
前

提
論
は
、
法
伴
行
為
の
効
力
の
自
己
制
限
の
一
般
的
範
時
と
し
て
は
、
現
状
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
立
法
に
よ
る
規
定
を
設
け
て
も
さ
し
つ

か
え
な
い
よ
う
な
完
成
と
承
認
を
得
て
い
な
い
」
の
で

た
だ
必
要
な
場
合
に
特
別
に
規
定
す
る
こ
と
と
し
、

一
般
的
規
定
は
設
け
ず
、

そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
「
前
提
は
、
似
々
の
場
合
に
、
条
件
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
法
律
行
為
の
効
力
に
関
係
し
な
い
動
機
と

ζ

の
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し
て
の
怠
味
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
よ
と
さ
れ
た
が
、

と
く
に
不
当
利
得
の
一
場
合
と
し
て

七
問
二
条
で
「
将
来
の
事
件
も
し
く
は

九
日
リ

H
‘L
J
3
γ
-
Z司
也

古
吋
ふ
ち
J
J
J
叶
斗
ノ
刊

Fち

Aド

H
V

さ
れ
な
い
と
き
は
、
受
領
者
よ
り
給
付
し
た
も
の
の
返
還
を
請
求
で
き
る
。
」
と
規
定
し
、
前
提
論
の
重
要
な
部
分
の
立
法
化
を
行
な
っ
た
。

法
作
効
来
の
発
生
ま
た
は
不
発
生
に
つ
い
て

明
示
も
し
く
は
駄
示
に
表
示
さ
れ
た
前
提
の
下
で
給
付
を
な
し
た
も
の
は

乙
の
法
案
に
対
し
て
は
、

ク
イ
シ
ト

V
ヤ
イ
ト
白
身
も
満
足
せ
ず
、
前
提
論
自
身
は
将
来
の
学
説
に
ま
か
せ
る
と
し
て
も
、

よ

り

般

的

な
規
定
の
方
が
県
ま
し
い
と
し
、
前
述

(
4
F
)
の
よ
う
な
提
案
を
し
た

Q

し
か
し
な
が
ら
、

に
あ
い
、
第
二
草
案
で
は
削
除
さ
れ
る
忙
至
っ
た
。

七
四
二
条
白
体
、

レ
ー
ネ
ル
の
激
し
い
攻
撃

(寸

出
ウ
ィ
ン
ト
シ
ヤ
イ
ト
の
前
提
論
は
、
ま
ず

N
C
門戸。
r
E
L
2
門

UCL
。

zo℃
crg
〈

g
己

q
C口
町
三
z
m
r
E
H
門

-

号

岡

山

2
r
g出
2
与問問

F
H
E
h
v
∞
-
N吋C

lωNN・
に
お
川
'
て
大
綱
が
示
さ
れ
た
後
、

U
5
戸巾
7
5
門]
2
5
5
2
n
y閉口

m
R一回門∞〈
C口
与
問
円
〈
C
円巳巳印
5
R
E口問
wHE印
〔
}
で
展
開
さ
れ
に
。
同

V

出ロユ巾
}
2
0
P

H
'

叶
〉
E
2
.
5市
戸
湯
川
町
吋
1
5
0
に
そ
の
レ
ジ
ュ
メ
が
あ
る
ほ
か
、

U
5
〈
2
2
ω
E
R
E
-
m
噌
〉
ロ
吋
吋
立

(
S
E
r
-
。-lNON
・
は
前
提
論
に
対
す
る
批
判
に
答

え
、
自
説
を
擁
漉
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
主
と
し
て
最
後
の
論
文
に
よ
り
、
問
。
問
。
ァ

ω
・
区
ω
1
5
0
を
参
照
し
な
が
ら
ま
と
め
に
。
な
お
、
わ
が

同
に
お
い
て
る
、
多
く
の
学
者
に
よ
h
ノ
前
提
論
の
紹
介
が
な
ぢ
れ
て
い
る
が
、
事
情
変
更
の
原
則
と
の
関
連
で
論
じ
h

い
も
の
と
し
て
、
勝
本
・
一
七
九
1

一
九
円
民
参
照
。

凶
奥
旧
「
ウ
ィ
ン
ト
シ
ヤ
イ
ト
の
「
ア
ク
チ
オ
論
L

に
つ
い
て
」
論
叢
六
三
一
巻
三
号
参
照
。
こ
の
論
文
は
ア
ヴ
チ
オ
論
を
ウ
ィ
ン
ト
シ
ヤ
イ
ト
の
法
明
日
論

全
体
と
の
関
連
で
と
り
あ
げ
て
い
る
た
め
、
本
稿
に
と
っ
て
も
得
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
と
く
に
五
一
五
一
氏
。

同
〉
口
句
叶

E
L
g
c
-
H
C印

凶
〉
代
HV
叶少

g
u
F
H
8・
た
と
え
ば
、
巾
が
公
道
の
敷
設
に
よ
っ
て
建
築
目
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
Fコ
に
な
る
と
い
う
則
待
で
、
あ
る
土
地
を
貿
F
7
0

道

、、

路
の
敷
設
が
不
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
条
件
と
す
る
で
あ
ろ
'
7
0

こ
れ
に
対
し
、
道
路
の
敷
設
が
権
限
を
有
す
る
機
関
に
よ
っ
て
決
定
さ

、、

れ
た
が
、
監
将
官
庁
の
許
吋
が
欠
け
て
お
り
、
そ
れ
も
与
え
ら
れ
る
見
込
た
が
、
ま
に
の
場
合
、
許
可
が
与
え
ら
れ
る
ζ

と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
土
地

を
買
う
こ
と
に
な
る
。
〉
門
司
吋
∞

w
H
2・

同
州
〉
門
司

a
w
H申印・

北法 11(4・11)413 
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説

附

〈

C
E
C回
目
立

E
ロ
mwω
・∞
Nl∞
ω-

m
〉
ら
叶
∞

w
g叶
IHg-

刷
〉
ロ
司
叶
∞

w
g∞
IH吋。・

剛
〉
門
司
叶
E
L
2
l
H
g
-

刷
〉
門
司
吋
∞

L
t吋・

間
〉
門
司
芯

uNBINO--

問。。
2
5山
口

P
の
の

ω・
H
U
E
-

同

0
2
H
5
2
P
の
の

ω・
「
は
こ
れ
を
決
定
的
欠
陥
と
す
る
。
こ
れ
は
ロ
!
?
訟
の
法
源
の
み
を
問
題
と
し
た
当
時
の
膝
史
法
学
の
方
法
論
に
よ
る
も
の

で
あ
ん
う
。
問
。
町
内
「

ω
-
E∞
-
奥
田
・
前
掲
一
一
頁
参
照
。

川
四
〈
2
2
ω
Z
R
E口
問
¥
〈
E
z
-
-
F
な
お
、
こ
の
理
論
を
現
在
の

2
5日
論
の
立
場
か
ら
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
貝
内
閣
伶
「

ω田
区
や
む
・

日
前
提
論
は
、
こ
の
点
で
も
毘
論
的
に
批
判
の
余
地
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
松
坂
・
不
当
利
得
論
ご
八
一
一
一
一
八
八
瓦
参
問
。

附

0
5
戸
市

r
z
g口
氏
。
『
〈
C
3
5
Z
Rロ
ロ
聞
も
〉
も

2
w
N
H
ω
l
N
8
U
2
0
5
ヨ
P
U
L
-
m
r
r尽
き
ロ

L
R
ぐ
c
E
5
Eロ
ロ
ロ
開

w〉
口
司

3
・
S
l
H
O吋・

間
た
だ
し
、
最
近
の
錯
誤
論
に
お
い
て
は
、
動
機
の
錯
誤
に
お
い
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
救
済
を
認
め
る
た
め
に
、
意
思
表
示
の
内
容
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

E
E
B
P
巴
問
。
ロ
印
円
}
】
阻
止
盟
三

E
B
E
H
M巴
同
国
丘
一
回
円

CMwω
・吋
ω
こ
の
点
で
ウ
イ
ン
ト
シ
ヤ
イ
ト
の
前
提
諭
は

先
見
の
明
を
ほ
こ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
フ
ル

i
メ
の
聞
.
論
に
つ
い
て
は
、
北
川
「
酬
明
批
担
保
責
任
に
つ
い
て
(
一
一
完
)
」
論
波
六
八
巻
三
号
一

O
一

頁
以
下
参
照
。

制
問
。
四
m
r
ω
-
E
∞-

間

∞

ZHwω
・
戸
l吋
日
こ
の
ほ
か
、
前
提
論
と
事
情
変
更
の
原
則
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
勝
本
・
一
九

0
1
一
九
阿
頁
。

側
〉
口
司
誌

L
S
E
-
N
2・

削
〉
門
司
斗
∞

uH匂吋・

問
イ
タ
リ
ヤ
法
に
対
す
る
影
響
に
つ
き
、
拙
稿
第
一
一
、
八

O
頁
自
凶
参
照
。

凶

Z
S
S
F
∞
-
M
A由・

州
問

Y
向

C
H
F
4仲
回

目

十

ω・∞品
Nl∞品
ω・

論

北法 11(4・12)414 



四
〉
門
司
叶
ム
リ

w
N
E・

側
委
員
会
で
は
全
員
一
致
し
て
、
七
四
一
一
条
を
維
持
す
る
な
ら
ば
「
取
引
の
安
全
が
そ
こ
な
わ
れ
る
の
で
、

B
G
B
の
基
礎
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ

と
を
確
信
し
た
J
i
-
-
-
「
一
般
的
に
は
立
法
者
は
信
義
誠
実
お
よ
び
取
引
慣
行
へ
の
指
定
を
も
っ
て
満
足
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
に
、
法
の
適

用
は
そ
れ
で
ま
に
あ
う
こ
と
を
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
同
νEsrc-一開口
w
ω
-
s
c
同
・
一
宮
己
目
《

r
p
u
-巾
mm一切

2
5
5
H
S

ζ
2
2
E
Zロ
2
日
切
の
タ

Fω
・
戸
記
'

巳)

経

済

的

不

能

論

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
社
会
的
経
済
的
動
乱
が
、
契
約
に
与
え
る
影
響
に
対
処
す
る
た
め
の
理
論
的
支
柱

と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が

こ
の
理
論
の
出
現
す
る
ま
で
の
問
、

そ
の
代
用
を
出
水
し
た
の
は
経
済
的
不
能
諭
で
あ
っ
た

Q

そ
こ

で
前
史
の
最
後
に

こ
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

ワ
イ
シ
ト
リ
V

ヤ
イ
ト
の
前
提
論
を
採
用
し
な
か
っ
た

B
G
B
は
、
事
情
変
更
の
原
則
に
関
し
て
も
、
原
則
と
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と

(寸

契
約
当
事
者
の
一
方
の
財
産
状
態
が
思
化
し
た
場
合
に
、
相
手
方

K
救
済
手
段
を
与
え
た
二
つ
の
規
定
(
一
三
二
・
六
一

O
条
)
の

審
議
の
過
程
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
り
、
当
初
の
判
例
が
、
事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
を
否
定
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
他
方
、

っ
た
。

ドイツ法における行為基礎論の発展

B
G
B
は
、
債
務
者
を
免
責
す
る
た
め
の
一
般
的
方
法
と
し
て
、
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
不
能
を
認
め
る
だ
け
で
あ
っ
た

Q

す
な
わ
ち
、

二
七
五
条
①

債
務
関
係
成
立
後
に
生
じ
た
、
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
で
な
い
事
情
に
よ
っ
て
給
付
が
不
能
と
な
る
場
合
に
は
、
位

務
者
は
給
付
義
務
を
免
れ
る

Q

② 

債
務
関
係
成
立
後
に
生
じ
た
不
能
と
.
債
務
者
の
給
付
の
後
発
的
不
能
(
ロ
ロ
〈

q
g
o
m
oロ
)
と
は
同
視
さ
れ
る
。

二
七
九
条

債
務
の
目
的
物
が
種
類
に
よ
っ
て
の
み
定
め
ら
れ
る
と
き
は
、
債
務
者
は
、
種
類
に
よ
る
給
付
が
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
、

過
失
の
責
が
な
い
場
合
で
も
、
給
付
不
能
(
ロ
ロ
〈

2
5
0
m
g
)
K
対
し
責
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

北法 11(4・13)415 
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こ
こ
で

B
G
B
は
客
観
的
不
能
(
ロ
ロ
g
o
m
H
W
F
W
O一昨)と

両
者
の
差
異
如
何

主
観
的
不
能
(
匂
ロ

4
2
5
0
m
g
)
と
を
区
別
し
て
お
り

と
い
う
こ
と
が
論
争
の
的
と
な
っ
て
い
る
が
、

比
較
法
的
に
は
乙
の
差
異
は
無
視
し
う
る
の
で
、

こ
乙
で
は
両
者
を
ふ
く
め
て
不
能
と
い

論

そ
う
す
る
と

こ
こ
で
い
う
不
能
と
は
、
本
来
、
自
然
的
(
ま
た
は
物
理
的
、
絶
対
的
、
論
理
的
)
不
能
、

う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
す
る

Q

ま
た
は
と
も
か
く
も
債
務
者
が
、
給
付
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
い
い
、
経
済
的
不
能
、
す
な
わ
ち
、
債

(
3
V
 

務
者
は
給
付
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
す
る
必
要
の
な
い
場
合
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
せ
ら
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
何
人
も
、

か
か
る
不
能
"
自
然
的
不
能
と
い
う
理
解
は
は
な
は
だ
硬
直
で
あ
り
、

的
不
能
の
概
念
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
次
大
戦
を
契
機
と
し
て
、

判
例
は
経
済

し
か
し
な
が
ら
、

ド
イ
ツ
判
例
が
経
済
的
不
能
論
を
い
か
に
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
か
に
関
し
て
は
、
す
で
に
わ
が
国
で
き
わ

ハ
6
V

め
て
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
乙
こ
で
は
か
ん
た
ん
に
発
展
の
ア
ヲ
ト
ラ
イ
シ
を
示
す
だ
け
で
足
り
る
で
あ
ろ
う

Q

第
一
次
大
戦
に
さ
い
し
て
、

ケ
I
グ
ル
に
よ
れ
ば
、

ド
イ
ツ
判
例
の
構
成
し
た
経
済
的
不
能
論
に
は
、

そ
の
一
つ
は
、
給
付
内
容
の
変
更
に

二
つ
の
系
列
が
あ
る
。

よ
る
経
済
的
不
能
で
あ
り
、

い
ま
一
つ
は
、
給
付
が
正
当
視
さ
れ
な
い
乙
と
(
巴
ロ

E
B
E
σ
司
W
2
5

に
よ
る
経
済
的
不
能
で
あ
る
。

両
者
は
独
立
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
に
な
っ
て
前
者
が
後
者
に
吸
収
さ
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
融
合
す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
給
付
内
容
の
変
更
に
よ
る
経
済
的
不
能
論
の

D
l
デ
イ
シ
グ
・
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
の
は
、

グ
マ
イ
ネ
ス
レ
ヒ
ト
の
下
の
判
決
で
あ

る
が
、

列。NA
R
M
Y
H
H
A
F
(
H
∞
む
∞
)
で
あ
る
。

原
告
、
被
告
悶
に
、
ラ
イ
麦
粉
の
供
給
契
約
が
結
ぼ
れ
た
。
こ
の
粉
は
、
被
告
の
製
粉
工
場
に
お
い
て
の
み
製
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
供
給
期
間
の

半
ば
に
、
工
湯
が
火
災
で
焼
け
た
。
そ
こ
で
被
告
は
残
り
は
履
行
で
き
な
い
と
告
げ
た
。
そ
の
後
、
工
場
は
再
建
さ
れ
た
が
、
営
業
の
再
開
に
は
一
年
半
か

か
る
と
さ
れ
た
。
原
告
は
な
お
適
当
期
間
、
被
告
の
義
務
は
継
続
す
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
た
。

最
高
裁
判
所
有
巴
nr
的
問
。
江
口
}
る
は
、
履
行
の
継

北法 11(4・14)416 
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統
的
不
能
と
い
う
語
は
広
く
解
す
べ
き
で
あ
り
、
「
引
波
の
必
然
的
な
遅
滞
に
よ
っ
て
給
付
内
容
が
別
の
も
の
と
な
る
場
合
に
も
、
法
の
怠
味
に
お
い
て
、

不
能
は
継
続
的
で
あ
る
O
i
-
-
-
期
間
の
推
移
に
つ
い
て
の
経
済
的
意
味
と
影
響
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
一
時
的
不
能
は
、
水
統
的
不
能
と
同
視
さ
れ
る
。
」

本
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
履
行
が
六
ヶ
月
以
上
仲
び
る
と
さ
は
、
契
約
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
い
。
そ
の
と
さ
は
、
変
更
さ
れ
た
市
場
の
状
態
と
、
変
更

さ
れ
た
危
険
を
伴
う
別
の
収
穫
期
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
「
も
し
一
方
に
履
行
の
実
現
を
、
他
方
に
そ
の
受
領
を
、
要
求
し
よ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
正
規
の
営
業
に
お
い
て
不
安
定
と
動
揺
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
給
付
の
対
象
は
お
の
ず
か
ら
変
一
史
さ
れ
、
契
約
の
履
行
と
し
て
仕
え
る
能
力
を
失

っ
た
。
」
か
ら
で
あ
る
。

乙
の
判
例
は
、
第
一
次
大
戦
の
勃
発
後
、
履
行
困
難
に
陥
っ
た
債
務
者
を
救
済
す
る
た
め
の
先
例
と
な
り
、

A(7ゾ

一
般
的
に
双
務
契
約
に
適
用
さ
れ
た

Q

適
用
範
囲
を
次
第
に
拡
大

し
て
行
っ
た
。
ま
ず
、
売
買
契
約
の
み
な
ら
ず

つ
ぎ
に
前
述
の
先
例
で
は
、
給
付
内
容
の
変
更

H
 
は
一
時
的
自
然
的
不
能
に
よ
る
給
付
の
延
期
の
結
果
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
、
そ
れ
以
外
の
理
由
に
よ
る
給
付
の
延
期
の
場
合
に

(

8

V

 

も
、
さ
ら
に
最
終
的
に
は
、
給
付
の
延
期
を
必
要
と
せ
ず
、
要
す
る
に
給
付
内
容
の
変
更
の
あ
る
場
合
に
、
債
務
者
の
免
責
が
認
め
ら
れ

る
と
さ
れ
た
。

ドイツ法における行為基礎論の発展

ま
た
当
初
は
、
給
付
内
容
の
変
更
は
両
当
事
者
に
影
響
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
が
、
後
に
は
一
方
だ
け
で
足
り
る
と
さ

れ
た
。
実
際
上
最
も
重
要
な
問
題
は
、

い
か
な
る
前
提
の
存
在
す
る
場
合
に
判
例
は
給
付
内
容
の
変
更
を
認
め
る
か
と
い
う
点
で
あ
る

Q

こ
れ
に
つ
い
て
は
一
般
的
公
式
は
な
く
、
当
初
の
判
例
は
、
個
々
の
ケ
1
ス
に
従
っ
て
具
体
的
に
考
察
し
た
が
、
後
に
は
、
全
体
的
状
況

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
世
界
大
戦
へ
の
参
加
と
か
、

内
容
の
変
更
を
導
き
出
し
た

Q

以
上
の
よ
う
な
発
展
に
お
い
て
、
判
例
は
給
付
内
容
の
変
更
に
よ
る
経
済
的
不
能
を
認
め
る
た
め
に
、

ゃ
、
あ
る
い
は
、

一
九
一
八
年
の
革
命
の
よ
う
な
特
定
の
事
件
か
ら

一
交
の
と
合
ナ

-

A

冊工
μ
l
y
u
o亦
-t1

と
く
に
民
法
典
の
条
文
を
引
用
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た

Q

見。N
E・
g-cH∞
)
に
至
つ
て
は
じ
め
て
こ
の
場
合
に
、
民
法
一
五
七
条
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説

(
「
契
約
は
、
取
引
慣
行
を
顧
慮
し
、
信
義
誠
実
が
要
求
す
る
よ
う
に
、
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
L
)

お
よ
び
二
四
二
条

(
「
債
務
者
は
、
取
引
慣
行

論

を
顧
慮
し
、
信
義
誠
実
が
要
求
す
る
よ
う
に
、
給
付
を
実
現
す
る
義
務
が
あ
る
。
L
)

に
根
拠
を
求
め
た
。

っ
て
、
給
付
が
債
務
者
に
と
っ
て
正
当
視
さ
れ
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
た
、
今
一
つ
の
判
例
系
列
と
融
合
す
る
乙
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

乙
れ
に
よ
り

従
米
こ
れ
ら
の
条
文
に
よ

次
に
は

こ
の
判
例
系
列
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

給
付
が
正
当
視
さ
れ
な
い
乙
と
に
よ
る
経
済
的
不
能
論
も

そ
の

p
I
Jア
イ
シ
グ
・
ケ
ー
ス
を
、

古
く

民
法
典
施
行
後
ま
も
な
い

同州の
N
U叶一・一戸。(回。。
h
F
)

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

Q

本
件
も
製
粉
所
の
火
災
に
関
す
る
。
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
製
粉
所
で
秘
密
の
方
法
で
作
ら
れ
る
綿
花
種
子
の
粉
の
売
買
が
な
さ
れ
た
。
契
約
さ
れ
た
引
渡
期
間

の
途
中
で
製
粉
所
が
焼
け
た
。
そ
こ
で
売
主
は
不
能
を
理
由
と
し
て
免
責
を
求
め
た
の
に
対
し
、
買
主
は
不
履
行
に
よ
る
損
害
，
脳
償
の
請
求
を
し
た
。
裁
判

所
は
以
下
の
理
由
で
請
求
を
棄
却
し
た
。

本
件
で
は
民
法
二
七
九
条
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
規
定
は
種
類
全
体
の
な
く
な
っ
た
場
合
に
の
み
債
務
者
を
免
責
す
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
「
問
題
の

種
類
の
目
的
物
の
調
達
が
非
常
に
困
難
に
な
り
、
公
平
上
何
人
に
も
正
当
視
さ
れ
な
い
場
合
」
に
も
、
種
類
に
よ
る
給
付
は
不
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
制

限
は
二
七
九
条
に
は
存
在
し
な
い
が
、
本
件
の
よ
う
な
特
殊
な
種
類
売
買
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
二
四
二
条
か
ら
生
ず
る
。
も
ち
ろ
ん
か
か
る
解
釈
と
い

え
ど
も
、
二
七
九
条
の
意
図
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
。
給
付
目
的
の
調
達
が
偶
然
の
事
件
に
よ
っ
て
、
た
ん
に
よ
り
附
難
に
な
っ
た
だ
け
で
は
足
り
ず
、
「
異

常
な
困
難
さ
と
結
び
つ
き
、
そ
の
結
果
、
こ
の
困
難
さ
が
取
引
の
解
釈
に
よ
っ
て
不
能
と
同
視
さ
れ
る
ほ
ど
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
か
く
し
て
、

種
類
債
務
者
は
そ
の
種
類
物
が
市
場
で
得
ら
れ
る
か
ぎ
り
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
件
の
よ
う
に
商
品
が
も
は
や
調
達
不
能
な
と
ぎ
に
は
、

こ
れ
ら
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
、
債
務
者
は
代
替
品
を
引
渡
す
必
要
も
な
い
。

乙
の
判
決
の
根
本
観
念
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。
取
引
生
活
に
お
い
て
通
常
で
あ
る
も
の
の
範
囲
内
に
存
す
る
よ
う
な
努
力
の
み

が
債
務
者
に
正
当
視
さ
れ
る
と
。
乙
の
根
本
観
念
は
第
一
次
大
戦
中
に
確
立
さ
れ
た

Q

か
く
し
て
、

債
務
者
は
約
定
の
商
品
の
代
り
に
代

~t;法 11 (4・16)418 



〔日
v

替
品
を
引
波
す
必
要
は
な
く
、

(

H

V

 

ま
た
約
定
口
聞
の
製
造
の
た
め
に
通
常
で
な
い
代
替
品
を
使
用
す
る
必
要
も
な
い
と
さ
れ
た

Q

ま
た
種
類
偵

務
者
は
、

そ
の
種
類
を
市
場
で
求
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
き
に
は
、
免
責
さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ
の
商
品
を
偶
然
に
千
に
入
れ
る
可
能
性

が
あ
っ
て
も
変
り
な
い
と
さ
れ
た
Q

ζ

れ
に
対
し
、
側
格
の
騰
貴
は
原
則
と
し
て
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
市
場
い
に
商
品
の
存

(

日

〉

卸
商
人
と
製
造
業
者
は
価
格
の
騰
貨
を
引
交
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た

Q

し
か
し
な
が
ら
、
イ
シ
プ
レ

i
ν

ヨ

記
す
る
と
き
は
、

シ
の
進
む
に
つ
れ
て

価
格
の
騰
貨
は
無
視
で
き
な
く
な
り

判
例
は

価
格
の
法
外
な
騰
貴
に
よ
っ
て
、
(
長
期
の
)
契
約
の
版
行
が

契
約
当
事
者
の
一
万
を
「
ま
さ
に
紋
滅
的
」
に
す
る
場
合
に
は
、

A

十日
J
〉

が
認
め
ら
れ
る
と
説
い
た
ω

い
わ
ゆ
る
生
存
倣
減
の
抗
弁
(
何
百
話
。
σ
巳

q
pハ
E
8
2常
口
一
円
宮

Em)

判
例
は
さ
ら
に
一
歩
前
進
し
た
。

一
月
二
九
日
の
最
高
裁
判
例
は
、

九

双
務
契
約
に
お
い
て
は
、

一
方
の
当
事
者
に
倣
滅

け

が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
給
付
と
反
対
給
付
と
の
関
係
が
推
移
し
て
、
そ
の
結
果
、
信
義
則
上
、
物
の
給
付
が
債

《
日
一
v

務
者
に
正
当
視
さ
れ
な
い
場
合
に
、
債
務
者
の
免
責
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
こ
こ
で
も
給
付
が
正
当
視
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
経
済
的

ドイツ法における行為基礎論の発展

不
能
に
根
拠
が
求
め
ら
れ
た
が

こ
の
よ
う
な
理
論
を
経
済
的
不
能
論
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
実
務
界
は
そ
れ
に
代
る

新
ら
し
い
理
論
の
出
現
を
要
望
し
て
い
た
。
そ
の
要
求
を
み
た
し
た
の
が
エ
ル
ト
マ

γ
の
行
為
基
礎
論
で
あ
り
、
判
例
は
、

れ
に
と
び
つ
い
た
。
そ
ζ

で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
の
発
展
を
辿
る
こ
と
を
一
応
中
断
し
、

た
だ
ち
に
そ

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
の
内

容
を
検
討
す
る
乙
と
と
し
た
い
。

こ
こ
で
経
済
的
不
能
論
の
比
較
法
的
地
位
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い

Q

ド
イ
ツ
自
体
で
は
、

こ
の
理
論
は
過
渡
的
な
も
の

な
お

に
終
っ
た
け
れ
ど
も
、
比
較
法
的
に
類
似
の
制
度
を
見
出
す
の
は
容
易
で
あ
る
。
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
法
の
プ
ラ
ス
ト
レ

I

V
ヨ
シ
法
理
は
、

ま
さ
に
自
然
的
不
能
と
経
済
的
不
能
と
を
統
一
し
た
概
念
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、

イ
シ
プ
レ
の
与
え
る
影
響
を
除
き
、
彼
我
の
判
例
の
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説

ハ
回
一
v

結
論
の
一
致
し
て
い
る
乙
と
は
お
ど
ろ
く
べ
き
ほ
ど
で
あ
る

Q

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
今

H
で
も
、
本
質
的
に
は
こ
の
段
階
に
止
っ
て

い
る
の
に
対
し
、

ド
イ
ツ
で
は
さ
ら
に
理
論
的
な
発
展
を
見
た

Q

ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
済
的
変
動
が
イ
ギ
リ
ス
を
は
る
か
に
上
廻
っ
た
の

論

が
一
つ
の
理
由
で
あ
る
が
、

理
論
を
追
い
す
さ
る
ド
イ
ツ
法
学
の
特
色
の
現
わ
れ
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
か
ろ
う
。
ま
た
、

乙
の
よ
ゅ
つ
に

経
済
的
不
能
論
を
認
め
た
ド
イ
ツ
の
私
法
判
例
は
、
最
後
ま
で
そ
れ
を
恒
否
し
た
ブ
ラ
シ
ス
の
民
事
判
例
と
き
わ
だ
っ
た
対
立
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
差
兵
の
よ
っ
て
く
る
原
因
は
、
や
は
り
一
方
に
は
両
国
の
社
会
的
経
済
的
変
動
の
程
度
の
差
に
求
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
む
し
ろ
、
両
国
の
私
法
学
の
伝
統
に
よ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
ブ
ラ
シ
ス
で
も
行
政
判
例
は
不
予
見
理
論
と

い
う
形
で
、
物
価
の
値
上
り
の
契
約
に
子
え
る
影
響
を
認
め
問
。
ド
イ
ツ
で
も
、
と
く
に
物
価
の
騰
貨
に
伴
う
経
済
的
不
能
を
認
め
た
判

例
の
中
に
は

乙
れ
と
類
似
す
る
も
の
が
多
い
。
以
上
が
第
一
次
大
戦
中
お
よ
び
そ
の
直
後
三
九
一
二
年
頃
ま
で
)
に
、

ド
イ
ツ
判
例

を
支
配
し
た
経
済
的
不
能
諭
の
比
較
法
的
地
位
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

Q

こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、

な
お
浬
論
と
し
て
の
独
自
性
は
之
し

い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

川
勝
本
・
ご
一

O

一一一一

O
頁。

凶
と
く
に
、
河
の

N
2・
8吋
(SH印
)
勝
本
ご
九
七
一
良
。

同
相
内
o
m
巳
'
河
口
匂
同
γ
N唱
包
開

2
p
m凶・日
H
i
日
・
な
お
B
G
B
の
不
能
概
念
の
形
成
史
に
つ
い
て
、
北
川
「
契
約
責
任
法
に
お
け
る
ド
イ
ツ
民
法
の
位
低
」
論
議

ム
八
六
巻
四
号
、
と
く
に
六
ご

l
六
一
二
一
良
参
照
。

凶

B
G
B
の
不
能
概
念
の
比
較
法
的
な
批
判
と
し
て
は
、
前
注
文
献
の
ほ
か
、
と
く
に
、
河
与
。
「

ω・
に
∞
1
5
4
(
Z
P
ω
-
H
E
-
〉
ロ
ヨ

-sw
∞
・
佳
品
l

ω
印∞山門リ
C
ロω
窓口同
E
g
g
-
H
ロ
2RwロE
H
Z
ロ
2
p
z
ぉ
S
E
E
n
z。-一四

2
M
L
E民
ロ
ヨ
己
℃
阻
み
・

5
8
"
日】・印
N
i吋
グ

-v
・品
N
H
l
邑印・

同
小
町
谷
。
岩
田
。
勝
本
ご
七

O

四一

O
頁
。
と
く
に
、
一
ニ

O
六
i
一
二
六
円
良
。
た
た
し
、
い
ず
れ
も
明
確
に
経
済
的
不
能
論
に
し
ぼ
っ
て
は
い
は
い
。

勝
本
教
授
は
、
こ
の
時
代
を
事
情
変
更
の
原
則
に
つ
い
て
の
過
渡
、
予
感
、
怠
識
の
三
時
朋
に
分
け
て
分
類
し
て
い
る

Q

附
以
下
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
段
良
の
研
究
で
あ
る
問
。
m
o
-
-
河
口
℃
-
γ
N耳
E
唱
え
uω
・
戸

1
3
(ケ
l
ゲ
ル
執
筆
)
に
よ
る
。
そ
の
レ
ジ
ユ
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説

行
為
基
礎
論
の
成
立

論

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論

←) エ
ル
ト
マ
シ
に
よ
れ
ば
行
為
基
礎
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

「
行
為
基
礎
と
は
、
行
為
意
思
が
そ
の
基
礎
の
上
に
き
ず
か
れ
る
一
定
の
事
情
の
存
在
ま
た
は
発
生
に
関
す
る
表
象
(
〈

2
m
g
-
Zロ
m)
で

あ
る
が
、

そ
れ
は
行
為
の
締
結
の
さ
い
に
現
わ
れ
、
相
手
方
に
よ
っ
て
そ
の
重
要
性
を
認
識
さ
れ
、
呉
市
川
を
述
べ
ら
れ
な
い
一
方
当
事
者

ま
た
は
数
人
の
当
事
者
の
共
通
の
表
象
で
あ
る
。
」

の
表
象
で
あ
る
か
、

そ
の
例
と
し
て
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る

Q

甲
は
競
業
者
乙
に
対
し

一
定
の
補
償
の
下
に
一
定
の
商
品
を
あ
つ
か
わ

な
い
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
乙
は
そ
の
後
、
営
業
を
や
め
る
。
パ
レ
ー
ド
の
行
な
わ
れ
る
日
の
た
め
に
窓
ぎ
わ
の
部
屋
を
借
り
る
。

し
か
る
に
パ
レ
ー
ド
が
延
期
に
な
る
ω

さ
ら
に
現
在
、
実
際
上
は
る
か
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
長
期
間
の
供
給
契
約
が
結
ぼ
れ
た
の

円

3JV

こ
れ
ら
の
場
合
に
行
為
の
基
礎
が
喪
失
し
た
と
考
え
ら
れ
る

Q

か
く
し
て
エ
ル
ト
マ

ち
、
価
格
が
予
期
せ
ぎ
る
ほ
ど
過
度
に
高
騰
す
る
。

シ
の
行
為
基
礎
諭
は
、
戦
争
が
契
約
に
与
え
る
影
響
を
解
決
す
る
こ
と
を
実
際
的
目
的
と
し
な
が
ら
、

そ
れ
を
一
般
的
理
論
の
形
で
県
そ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。

そ
乙
で
、

ま
ず
他
の
類
似
す
る
法
制
度
と
の
関
辿
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

日目

提

ク
イ
シ
ト
ジ
ヤ
イ
ト
の
前
提
論
の
後
継
者
で
あ
る
。
そ

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
は
著
者
み
ず
か
ら
名
の
る
ご
と
く
、

こ
では)

行
為
基
礎
三ゐ、

は

ま
ず
前
提
論
に
対
す
る
批
判
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
ル
ト
マ
シ
に
よ
れ
ば
、
行
為
基
礎
は
つ
ぎ
の

二
点
で
前
提
と
兵
な
る

Q

こ
れ
に
対
し
、
行
為
基
礎
は
法

前
提
は
ぷ
思
表
示
の
み
に
関
し
、

そ
の
内
谷
と
な
る
も
の
で
あ
る
ω

第
一
に

体
行
為
の
締
結
の
要
件
と
し
て
、
行
為
全
体
に
関
係
を
も
つ
が
、
法
伴
行
為
の
椛
成
部
分
と
な
る
こ
と
は
な
い
，
第
二
に
、
前
提
は
一
回
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的
で
あ
り
、
相
手
方
の
認
識
可
能
性
を
以
っ
て
足
り
、

必
ず
し
も
認
識
そ
の
も
の
を
要
求
し
な
い
。

し
か
し
、
行
為
基
礎
は
両
当
事
者
に

共
通
の
表
象
で
あ
る
か
、

ま
た
は
少
な
く
と
も
相
手
方
に
と
っ
て
そ
の
重
要
性
を
認
識
さ
れ
、

か
つ
呉
議
を
述
べ
ら
れ
な
い
一
方
当
事
者

の
表
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
提
論
が
械
端
な
い
は
思
主
義

ι立
っ
て
い
る
の
に
対
し

(

4

U

 

で
あ
る
。

「
双
両
的
な

行
為
基
礎
は

表
示
主
義
に
ほ

ん
や
く
さ
れ
た
前
提
」

(2) 

円
}
白
ロ
凹
ロ

E
B
σ
5
山
一
の
田
宮

5
5
5
訓
立
川

行
為
基
礎
論
は

n
Z
E
E
-白
斑
論
と
同
一
の
機
能
を
来
す
面
宇
佐
有
す
る
。
し
か
し
、
木
米

の
怠
味
の

n
E
5
z
E
は
契
約
の
構
成
部
分
と
な
り

こ
の
点
で
行
為
基
礎
と
其
な
る
。

さ
ら
に
、
門
戸
田
c
m
z
E
理
論
は
契
約
成
立
後
、

情
が
変
更
す
る
場
合
の
み
を
取
扱
う
。
行
為
基
礎
は
、
も
ち
ろ
ん

乙
の
場
合
を
実
際
上
第
一
に
取
扱
う
が
、

さ
ら
に
、
過
去
ま
た
は
現

一
定
の
飼
育
場
か
ら
売
ら
れ
た
動
物
の
血
統
と
か
、
通
信

ハ
5
V

係
と
し
て
採
用
し
た
使
用
人
が
一
定
の
外
国
語
を
知
っ
て
い
る
こ
と
等
も
行
為
基
礎
と
な
る
。

在

K
属
す
る
一
定
の
事
情
の
存
在
に
つ
い
て
の
表
象
も
ふ
く
む
。
た
と
え
ば
、

lーっ

条
件
は
あ
る
事
態
が
不
確
か
で
あ
る
場
合
に
付
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
行
為
基
礎
は
、
前
提
と
同
じ
く
、

(3) 

条
件

あ
る
事
態
が
確

ドイヅ法における行為基礎論の発展

にか
なで
る官あ
。る

と
回
'じム、

わ
~1 
る
場
メ入
<c' 

を
問
題
と
す
る

ζ

の
場
合
に
も
条
件
を
認
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
条
件
概
念
を
否
定
す
る
こ
と

行
為
基
礎
は
一
面
で
は
動
機
以
下
で
あ
る
。
動
機
は
行
為
の
積
板
的
要
閃
で
あ
る
が
、
行
為
基
礎
は
、

L的

動
機

そ
れ
な
し
に
は
怠

思
決
定
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
消
栢
的
な
志
味
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
行
為
基
礎
は
動
機
以
上
で
あ
る

Q

一
面
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
行
為
基
礎
は
双
面
的
で
あ
り
、
契
約
締
結
の
要
件
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
基
礎
を

(
7〉

認
め
る
こ
と
は
、
動
機
は
原
則
と
し
て
顧
慮
し
な
い
と
い
う
B
G
B
に
反
す
る
乙
と
に
は
な
ら
な
い
。

動
機
は
心
理
的エ

ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
の
概
念
は
一
応
明
ら
か
に
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
で

つ
ぎ
に
そ
の
法
的
立
味
H

効
力
が
問
題
と
な
る
。 手予
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行
為
基
礎
は
志
思
表
示
の
内
容
と
な
る
と
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

論

し
か
ら
ば

そ
の
喪
失
の
効
力
を
な
思
表
示
よ
り
ひ
き
だ
す
乙
と
は
、
そ
れ
が

契
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
(
世
一
群
町
)
、
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は

エ
ル
ト
マ
シ
は
行
為
基
礎
の
効
力
発
生
原
因
を
ど
こ
に
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
そ
れ
を
宍
定
法
の
規
定

条
件
に
ま
で
日
め
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

で
き
な
い
。

け
い
求
め
る
。

B
G
B
の
規
定
の
中
に
は
、
行
為
基
礎
の
不
存
在
ま
た
は
消
失
の
場
合
に
、

一
定
の
効
力
の
発
生
を
認
め
る
も
の
が
多
い

Q

す
な
わ
ち
、

七
七
九
条
一
項
(
和
解
の
鈎
玖
エ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
最
も
予
裂
な
規
定
で
あ
る
)
、
一
一
一
一
一
一

六
一

O
条
(
前
掲
)

冗
九
条
一
項
(
取
山
川
一
保
)
、

五

六

九

五

七

O
条
(
賃
貸
仇
に
お
け
る
賃
仏
人
の
死
亡
ま
た
は
移
転
に
よ
る
告
知
)
、

二

O
七
八
・
二

O
七
九
条

(
一
定
の
現
由
の
あ
る
場
合
の
終
志
処
分
の
取
消
)
、
六
二
六
・
七
二
三
一
条
(
原
侃
に
お
け
る
京
大
な
矧
由
に
よ
る
告
知
)
、
さ
ら
に
一

な
ど
が
そ
れ
に
属
す
る

Q

こ
れ
ら
の
側
々
的
な
規
定
の
基
礎
に
あ
る
観
念

一
九
条
二
項

(
錯
誤
に
よ
る
取
消
の
規
定
、
こ
こ
か
ら
共
通
の
鉛
誤
を
ひ
き
だ
す
)
、

を
、
類
推

K
よ
っ
て
一
般
的
に
使
用
す
る
乙
と
に
は
問
題
が
あ
る
が

債
務
法
全
体
を
川
氏
い
て
い
る
信
義
誠
実
の
原
則
が

現
乍
〈
に
保
護

を
必
要
と
す
る
場
合
に
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
影
響
を
交
け
た
も
の
を
m
扶
助
す
る
に
充
分
で
あ
る
。
円
以
司
裁
判
所
は
行
為
基
礎
に
属
す
る

場
合
を
民
法
二
川
二
条
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
に
臨
時
を
示
さ
な
い
の
で
あ
る

Q

か
く
し
て
、
行
為
基
礎
の
効
果
は
法
仲
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
は
場
合
に
よ
り
県
な
る
。
行
為
基
礎
山
小
八
の
効

果
と
し
て
通
常
は
解
除
権
が
与
え
ら
れ
る
ω

紋
続
的
契
約
に
お
い
て
は
告
知
機
が
問
題
と
な
る
。

そ
の
他
、
無
効
(
七
七
九
条
)
、
取
消
(

。
七
八
・
ご

O
七
九
条
)
も
考
え
ら
れ
る
。

行
為
基
礎
が
た
ん
に
変
-
史
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
き
は

解
除
機
は
制
限
さ
れ

し
か
し

付
の
延
期
(
一
二
二
条
)

ま
た
は
給
付
の
減
'
矧
(
六
一
一
一
円
条
一
ニ
以
参
似
)
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
貨
幣
仙
仙
が
低
叶
治
し
た
と

き
に
は

金
銭
債
権
者
に
は

乙
の
観
念
は

債
務
者
が
適
当
な
増
2

納
の
要
求
を
恒
絶
し
た
旧
制
合
に
の
み
解
除
権
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

Q

そ
し
て

ハ
叩
}

行
為
基
礎
が
た
ん
に
量
的
に
推
移
し
た
ピ
す
ぎ
な
い
他
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

~t;法 11 (4・22)424 
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以
上
が

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
の
大
要
で
あ
る
。
乙
の
理
論
は
ク
イ
シ
ト

ν
ャ
イ
ト
の
前
提
論
の
発
展
で
あ
り
、

そ
の
欠
陥
を

除
去
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
前
提
論
は

歎
一
不
的
意
思
表
示
理
論

当
事
者
が
当
然
で
あ
る
た
め
に
意
識
し
な
か
っ
た
乙
と
を

に
よ
っ
て
意
思
表
示
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
事
情
変
更
の
原
則
と
し
て
み
る
場
合
花
、

ど
う
し
て
も
ブ
イ
ク
ジ
ヨ
シ

と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
弱
点
を
有
し
た
。

乙
れ

κ対
し
、
行
為
基
礎
は
、
意
思
表
示
の
内
容
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
た
め
、
意
思
表
示
を

擬
制
す
る
こ
と
か
ら
は
救
わ
れ
た
。
さ
ら
に
法
律
効
果
の
点
で
は
、
実
定
法
に
根
拠
を
お
き
、

と
く
に
民
法
二
四
二
条
を
活
用
し
て
、
事

情
変
更
の
原
則
と
し
て
、
妥
当
な
結
論
を
出
す
の
に
成
功
し
た
。
取
引
安
全
を
害
す
る
と
い
う
前
提
論
に
対
す
る
批
判
に
対
し
て
も
、
行

為
基
礎
の
場
合
は
、

た
ん
に
相
手
方
の
認
識
可
能
性
だ
け
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
、
相
手
方
が
そ
の
重
要
性
を
認
識
し
、
異
議
を
述
べ

な
い
こ
と
を
要
件
と
し
た
。

こ
れ
ら
の
点
で
、
行
為
基
礎
論
は
前
提
論
に
対
す
る
進
歩
を
誇
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
当
時
の
私
法
理
論

の
枠
内
で
は
、
考
え
ら
れ
る
最
良
の
聞
論
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

l寸

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
は
理
論
的
な
欠
陥
を
有
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
?
否
で
あ
る
。
ヲ
イ
シ
ト
ジ
ヤ
イ
ト
に
が
び
せ

ドイヅ訟におげる行為基槌論の発展

し
か
ら
ば

ら
れ
る
批
判
は
、
本
質
的
に
は

エ
ル
ト
マ
シ
の
現
論
に
刻
し
て
も
妥
当
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
行
為
基
礎
は
意
思

表
示
の
内
容
と
は
な
ら
な
い
も
の
の
、
当
事
者
の
表
象
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
乙
で
は
ま
さ
に
当
事
者
が
何
等
の
表
象
を
も
も
た
な
い
場
合

が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
ヶ
l
グ
ル
の
あ
げ
て
い
る
例
に
よ
れ
ば
、
私
は
明
日
私
の
家
で
講
演
を
す
る
と
約
束
を
す
る
場
合
に
は
、
私

自
身
、
妻
、

子
供
が
明
日
も
健
康
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
こ
と
、
家
が
明
日
も
存
在
し
て
お
り
、
近
づ
き
う
る
こ
と
、
に
関
し
て
私
が
実

妻
、
子
供
が
明
日
ま
で
に
死
ん
だ
り
、
重
病
に
か
か
っ
た
り
す
る
こ
と
、
夜
の
聞
に
爆
弾
が

際
の
表
象
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。
私
自
身
、

私
の
家
を
破
壊
す
る
こ
と
、
暴
動
の
た
め
私
の
家
の
地
方
が
警
察
に
よ
り
閉
鎖
さ
れ
る
と
と
、
洪
水
が
起
っ
て
、
近
づ
く
乙
と
を
妨
げ
る

ζ

と
、
に
つ
い
て
私
が
表
象
を
も
っ
ζ

と
は
な
い
。
平
和
な
と
き
に
契
約
を
結
ぶ
も
の
は
、
戦
争
を
考
え
な
い
し
、
ま
た
一
平
和
の
継
続
を
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考
え
る
こ
と
も
な
い
。
そ
こ
で
、
じ
の
よ
う
な
場
合
に
、
間
違
っ
た
こ
と
を
表
象
す
る
こ
と
を
要
求
す
べ
き
で
は
な
く
、

表
象
し
な
か
っ
た
こ
と
を
以
っ
て
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

正
し
い
こ
と
を

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
も
当
事
者
の
表
象
に
固
執

論

す
る
か
ぎ
り
、
結
局
、

ブ

イ

ク

ν
ヨ
シ
を
免
れ
る
乙
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
基
礎
は
当
事
者
の
意
思
や
表
象

の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
行
為
基
礎
の
喪
失
に
効
力
を
認
め
る
た
め
に
は
、
主
観
主
義
的
・
心
理

主
義
的
な
法
律
行
為
理
論
そ
の
も
の
の
改
造
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

で

乙
れ
を
果
そ
う
と
す
る
の
が
、
現
代
行
為
基
礎
論
で
あ
り
、

ハ
昭
一
}

エ
ル
ト
マ
シ
の
理
論
の
時
代
制
約
性
は
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

乙
の
意
味

つ
ぎ
に
エ
ル
ト
マ
シ
の
公
式
は
取
引
安
全
の
見
地
か
ら
欠
陥
を
有
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

エ
ル
ト
マ
シ
は

た
び
た
び
く
り
か
え
す
ご

と
く
、
行
為
基
礎
の
認
識
可
能
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
相
手
方
に
そ
の
重
要
性
を
認
識
さ
れ
、
異
議
を
述
べ
ら
れ
な
い
か
、

ま
た
は
当
事
者

双
方
が
同
一
の
表
象
を
有
す
る
乙
と
を
要
件
と
し
た
。
し
か
し
、

な
お
乙
れ
で
も
広
す
ぎ
る
。
前
述
の
有
名
な
設
例
を
い
ま
一
度
考
え
よ

ぅ
。
ハ
ス
が
娘
の
嫁
入
道
具
と
し
て
家
具
を
買
う
。
ハ
ス
は
ま
さ
に
そ
の
目
的
で
家
具
を
買
い
、

か
っ
、
許
婚
者
が
忠
実
で
あ
る
と
思
っ
て
い

る
。
売
主
の
側
で
も
、
買
主
の
行
為
意
思
が
、

た
だ
こ
の
基
礎
の
上
に
の
み
形
成
さ
れ
て
い
る
乙
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
お
り
、

っ
、
そ
れ
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
な
い
。

乙
の
場
合
で
も
、

許
婚
者
が
逃
げ
て
も
、
売
買
が
有
効
で
あ
る
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま

た
、
買
主
が
心
の
中
で
許
婚
者
は
忠
実
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
、
売
主
も
同
様
に
考
え
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
両
当
事
者
に
共
通
の

表
象
の
あ
る
場
合
に
も
、
同
様
で
あ
る
。
だ
が

エ
ル
ト
マ
シ
の
公
式
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
な
ら
ば

こ
れ
ら
の
場
合
に
も
行
為
基
礎

の
喪
失
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
.
乙
の
意
味
で
、

円
日
，
》

認
め
ざ
る
を
え
な
い
乙
と
に
な
る
。

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
は
結
局
は
法
律
行
為
に
対
す
る
動
機
の
影
響
を

こ
の
よ
う
な
理
論
的
欠
陥
を
免
れ
な
か
っ
た
エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
は
、

同
時
代
に
発
表
さ
れ
た
他
の
学
説
を

し
か
し
な
が
ら
、
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押
し
の
け
て
、
判
例
に
よ
っ
て
ま
も
な
く
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
の
実
務
に
と
っ
て
の
指
針
と
な
る
と
と
も
に
、
学
説
の
発
展
に
対
し
て
も
、

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
の
理
論
は
、

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
を
土
台
と
し

そ
の
修
正
と
い

う
形
で
発
展
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
な
学
説
の
発
展
は
後
に
ゆ
ず
り
、

つ
ぎ
に
は

さ
き

K
中
断
し
た
判
例
の
発
展
を

ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
と
の
か
ら
み
合
い
で
再
び
と
り
あ
げ
る
乙
と
に
し
よ
う
。

な
お

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
諭
が
わ
が
国

K
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
一
言
し
よ
う
。
結
論
的
に
い
っ
て
、
そ
れ
は
き
わ

乙
の
理
論
の
発
表
さ
れ
た
直
後
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
の
形
成
期
で
あ
り
、
当
然
に
乙

乙
乙
で

め
て
微
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
。

の
理
論
も
紹
介
さ
れ
た
。
し
か
し
、
岩
田
・
勝
本
両
教
授
に
よ
り
、
行
為
基
礎
論
は
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
、

以
後
、

わ
が
閏
特
有
の
事
情

変
更
の
原
則
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
こ
に
は
、
行
為
基
礎
論
に
対
す
る
誤
解
の
存
す
る
乙
と
も
否
定
で
き
な
い
が
、

な
お
、

は
け

イ
ツ
に
お
け
る
前
述
の
批
判
を
見
る
と
き
、
客
観
性
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
わ
が
事
情
変
更
の
原
則
に
も
正
し
さ
を
認
め
ざ
る
え
な
い
で

円四一
v

あ
ろ
う
。

ドイツ法における行為基礎論の発展

ω
o
o
z
g
E口
口
"
口
一
ゅ
の

g
n
r問
問
広
間
『
ロ
ロ

L
F開
ク
出
口

E
山
口
町
吋
河

mnzmromロ『
F
S
N
f
の

2
n
y山
内
窃
開
門
戸
】
口
弘
一
∞
回
目
抽
出
回
口
牛
耳

0
2
2
σ
E口
『
乱
開
門
河
内

wnrg目

5
2
3
5
E止
(
出
巧
回

HN巧
)
u
H
H
L
S吋
wω
・∞

8
l∞
g-
本
文
の
叙
述
は
主
と
し
て
後
者
に
よ
る
o

わ
が
国
で
は
勝
本
七

O
六
七
一
二
頁
、
岩
田
七

八
、
ゴ
一
五
七

l
三
七
四
頁
。

凶
の
叩
印
口
『
出
向

g
m
Eロ
門
口
問
問
。
宮
門
出
叩
「
四
日
自
の

g
n
r出向仲間
ω円
E
Eロ

N
E
g問
問
可
巾
円
四
ロ
仏
開
口
口
円
円
〈
C
日
忠
君
包
開

g
c由
開
ロ
同

H
5
F
B
H
回
色
。

E
g
g
r
o
x

OH}内
田
口
口
お
ロ
ロ
仏
国

-
n
r
H
σ
E口
三
田
口
円
山
市
宮
〈

OH印
お

}7H口
間
四
円
ロ
巾

ω
回

20-一
一
聞
広
口

DLmH
【回目。

m
m
B冊目ロ
E
g
m
〈
C
門
出
克
己
ロ
ロ

m
ι
o
H
B巾
}
】
『
め
『
開
口
回

2
0日
間
芯
ロ

〈
o
g
ω
E口
C
門

-
R
ぐ

O
B
回
ロ

H
H
E
向
。
者
一
回

ω
R
C
B
ω
仲間口

ι
p
mえ

ι
2
0ロ
の

E
ロ
《
出
国
間
め

L
R
の
め

mny笠
宮
当
日
開

ωFnymc同
E
E
-
の
の
w

∞-
U
吋
・
ほ
ほ

同
文
、
出
巧
切
河
巧

ω・∞
8
・
勝
本
七

O
九

l
七
一

O
頁
、
た
だ
し
「
叉
多
数
当
事
者
の
存
す
る
と
き
は
、
乙
の
観
念
は
各
当
事
者
に
共
通
す
る
も
の

な
る
乙
と
を
要
す
る
。
L

の
訳
語
は
誤
解
に
導
く
で
あ
ん
う
。
す
な
わ
ち
、
勝
本
教
授
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
一
万
当
事
者
の
表
象
、
た
け
で
足
り
る
の
は
単

独
行
為
の
場
合
で
あ
り
、
契
約
に
お
い
て
は
つ
ね
に
双
方
の
主
観
が
一
致
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
が
(
た
と
え
ば
七
一
六
頁
)
、
こ
れ
は
重
大
な

コニ
ノレド
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説

誤
解
で
あ
る
。
ま
た
、
岩
田
博
士
は
な
ぜ
か
こ
の
定
義
を
か
か
げ
て
い
な
い
。

問

。

P
∞
-Nm!日出・

凶

出

4
〈
回
問
ー
巧

ω・∞
Cωl品・

問
問
者
切
何
者
∞
・
∞

E-
わ
が
国
で
い
う
事
情
変
更
の
原
則
は
、
こ
の
点
で
ロ
一

E
E
F
理
論
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
、
事
情
の
将
来
の
変
更
の
み
を

問
題
と
す
る
。
こ
の
日
独
両
理
論
の
分
離
を
決
定
的
な
ら
し
め
た
の
は
、
や
は
り
勝
本
教
授
に
よ
る
エ
ル
ト
マ
ン
理
論
の
批
判
の
お
か
げ
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
に
も
勝
本
教
授
に
よ
る
誤
解
が
あ
る
が
(
「
氏
の
説
に
対
し
、
最
も
問
題
と
な
る
は
、
行
為
基
礎
は
純
粋
客
観
的
の
事
情
に
あ
ら
ず
し
て
、
殊
に
契
約

に
就
い
て
は
、
当
事
者
聞
に
共
通
な
る
主
観
的
事
情
な
り
と
し
・
:
:
」
七
一
八
頁
)
、
過
去
お
よ
び
現
在
の
事
実
に
関
す
る
認
識
の
問
題
は
、
錯
誤
や
寂

庇
担
保
の
規
定
で
充
分
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
、
正
し
い
商
を
も
っ
。
七
一
七
七
ご
六
頁
。
ド
イ
ツ
の
学
説
は
こ
の
点
を
行
為
基
礎
論
の
長
所
で
あ
る

と
解
し
て
い
る
が
戸
開
『
自
由
ロ
P
間
企

u口
uω
・
口
∞
)
、
行
為
基
礎
は
将
来
の
変
更
の
み
を
問
題
と
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
最
近

で
は
、
と
く
に

H
1
Z
B
O
が
こ
れ
に
近
い
立
場
を
と
る
。

刷

出

巧

切

河

巧

∞

-
g
f
c
c
u
ω

お
よ
ω・

問

。

P
ω
-
N叶
l
ω
r
z者
四
河
巧

ω・∞
E
i日・

矧
国
巧
切
河
-
巧
∞
・
∞
O

印
i由
・
詳
細
は
の

P
ω
-
B
l
H
N
ω
・
こ
の
部
分
が
量
的
に
い
っ
て
、
エ
ル
ト
マ
ン
の
著
書
の
中
心
を
な
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ

の
理
論
が
い
か
に
実
定
法
に
根
拠
を
有
す
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
た
か
が
分
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
行
為
基
礎
論
が
判
例
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
一
つ

の
理
由
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
限
界
を
一
不
す
も
の
と
い
え
よ
う
o

何回
ω
巾♂

ω・
8
u・

川
切
出
巧
∞
河
巧

ω・∞
O
由・

棚
田
副
司
切
知
巧

ω・∞己申
U

の
P
ω
-
H
E
ム吋
ω・

間
関
問
問
。
「

ω・
5
印i
由
・
な
お
、
岩
田
三
七
三
頁
。

間
戸
田
お
ロ
N
W

の
の

wω
・
UlHH・

間

関

m
m
o
r
ω
-
H
g
u
F
R
g
p
c
p
ω
・叶

l∞
・
乙
の
問
題
に
対
し
、
エ
ル
ト
マ
ン
も
一
応
解
答
を
与
え
て
い
る
。
す
沿
わ
ち
、
乙
の
場
合
を
、
一
方
当

事
者
の
全
く
特
別
な
利
益
に
の
み
関
係
す
る
(
ま
ち
が
っ
た
)
表
象
は
重
要
で
な
い
と
い
う
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
、
理
論
的
な
つ

っ
乙
み
は
足
り
ず
、
具
体
的
に
は
裁
判
官
の
感
情
に
よ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
。

P
ω
-
H
K
S・

凶
開
門
出

n
r
s
g
p
円
}
出
口
出
己
目
吋
巾

r
g
回
一
円
国
窓
口

HFrEu
穴
巴

omωrFgmfm山
守
色

r
r
z
g巾
「
〉
門
司
口
町

(H沼
∞

)uH印叶
l品
∞
「
勝
本
七
三
二
頁
以
下
o

U

D
四日

論

北法 11(4・26)428 



』

斗

印

(
E
N印
)
w
H
!日
Nw
〉
門
司

H
N
∞(
S
N
g
w
H印
吋

I
N
O山
口

-
K
F
口
司

H
U
H
(
5
M
U
)
u
H
i
H
C
h
p
N印
叶

l
N
Z
N
・
F
c
n
F
R
u
o
g
n
r問
問

g
m
E
H
ロハロ
E
m
o
E
M
L
C
g
n
F山
町
門
的

N
君
。
n
r
w

k
r
n一句

H
N
H
(
H
U
N
S
W
]
F
同・

間
勝
本
教
授
の
エ
ル
ト
マ
ン
に
対
す
る
批
判
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
第
一
に
、
ェ
ル
ト
マ
ン
の
行
為
基
礎
は
当
事
者
の
主
観
的
事
情
で
あ
る
(
七
一

八
頁
)
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
、
前
述
の
ご
と
き
誤
解
も
あ
る
o

第
ご
に
、
共
通
の
錯
誤
の
あ
る
場
合
に
行
為
基
礎
を
認
め
る
の
は
、
政
策
的
に
無
意
味
で

あ
る
(
七
一
二
一
頁
)
。
た
だ
し
、
こ
の
点
も
、
ェ
ル
b

マ
ン
の
理
論
中
で
、
共
通
錯
誤
の
占
め
る
地
位
は
必
ず
し
も
太
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら

の
批
判
は
必
ず
し
も
当
つ
て
は
い
な
い
が
、
勝
本
教
授
の
「
事
情
変
更
の
基
礎
た
る
事
情
と
は
、
両
当
事
者
に
共
通
な
る
客
観
的
事
情
で
あ
る
」
と
す
る

見
解
(
五
七

O
頁
以
下
)
は
、
現
代
行
為
基
礎
論
の
考
え
方
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
り
、
卓
見
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
岩
田
教
授
も

ほ
ぼ
同
様
な
立
場
か
ら
、
エ
ル
ト
マ
ン
を
批
判
し
て
い
る
o

T

一
六
一
二
頁
、
一
二
六
九
頁
以
下
。

同
門

判
例
と
行
為
基
礎
論

第
一
次
大
戦
後
、

は
げ
し
い
イ

γ
プ
レ

I

V
ヨ
シ
に
襲
わ
れ
た
。

一
九
二
一
年
の
判
例

前
述
の
ご
と
く

と
の
た
め
、

ド
イ
ツ
は

け

(列。
N
E
ω
w
H
斗
叶
)
は
、
な
お
経
済
的
不
能
論
に
よ
り
な
が
ら
、
双
務
契
約
に
お
い
て
給
付
と
反
対
給
付
と
の
均
衡
が
推
移
し
た
場
合
に
、
物

ドイツ法における行為基礎論の発展

を
給
付
す
べ
き
義
務
の
あ
る
債
務
者
を
免
責
し
た
。

つ
い
で

一
九
二
二
年
二
月
三
日
の
有
名
な
最
高
裁
判
決
(
問
。
N
H
S
W
U
N
由
)
は
、
同

ヱ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
を
引
用
し
な
が
ら
認
め

様
な
要
件
を
、

こ
乙
に
早
く
も
行
為
基
礎
論
が
、

判
例
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

要
す
る
に
合
名
会
社
の
財
産
の
売
買
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
。
判
決
理
由
申
に
、
「
エ
ル
ト
マ
ン
の
行
為
基
礎
論

(
一
九
二
一
)
の
言
葉
を
使
う
な
ら
ば
、
一
般
的
に
は
、
行
為
の
基
礎
が
、
行
為
締
結
の
さ
い
に
現
わ
れ
る
、
一
定
の
重
要
な
事
態
の
存
続
に
関
す
る
当
事
者

の
表
象
の
意
味
に
お
い
て
消
失
し
た
か
ど
う
か
が
、
つ
ね
に
問
題
な
の
で
あ
る
。
給
付
と
反
対
給
付
の
等
価
性
の
継
続
が
契
約
締
結
の
さ
い
に
前
提
さ
れ

こ
の
判
例
の
事
案
は
複
雑
で
あ
る
が

た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
為
替
相
場
の
推
移
の
給
果
と
し
て
も
可
能
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
要
件
に
つ
い
て
行
為
基
礎
論
を
導
入
し
た
後

(ω
・包
N
)
、
本

件
の
よ
う
な
総
統
的
債
務
に
つ
い
て
は
、
「
被
告
が
事
情
の
激
変
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
場
合
に
は
、
遡
及
効
を
有
す
る
解
除
権
で
は
な
く
、
将
来
に
対
す

北法 11(4・27)429 



説

る
告
知
権
の
み
が
是
認
さ
れ
る
。
」
さ
ら
に
、
「
行
為
基
礎
の
消
失
を
肯
定
す
る
場
合
に
も
な
お
、
契
約
を
適
当
な
変
一
史
を
加
え
て
維
持
す
る
試
み
が
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
i
-
-
-
債
務
者
が
契
約
を
解
除
し
、
ま
た
は
契
約
を
告
知
す
る
ま
え
に
、
債
務
者
は
債
権
者
に
反
対
給
付
の
増
額
を
要
求
し
な
け
れ
ば

論

な
ら
な
い
。
債
権
者
が
拒
絶
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
債
務
者
は
免
責
さ
れ
る
。
そ
れ
は
民
法
二
四
二
条
の
規
定
に
よ
る
L

と
し
て
、
こ
こ
で
も
エ
ル
ト
マ

ハ
3
V

ン
の
理
論
を
採
用
し
た

(ω
・
8
8
0

A
U
4
J
V
 

乙
の
判
決
は
リ

I
Jア
イ
シ
グ
・
ケ

I
ス
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

ド
イ
ツ
の
イ
シ
プ
レ
は
ま
す
ま
す
破
局
的
と
な
っ
た
。

乙
の
た
め
、
判

の
承
認
で
あ
る
。

ζ

れ
が
一
九
二
二
年
一
一
月
二
八
日
の
有
名
な
判
決
売
の
N
5吋
w

叶
忽
に
よ
る
価
格
増
額
手
正
当
ゆ
え
ロ
ロ
拘
)

こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
抵
当
債
権
者
に
債
権
額
の
増
額
を
請
求
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
た
。
当
初
は
増
額
が
個
々
の
裁

例
は
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
。

や
が
て
、
立
法
に
よ
っ
て
劃
一
的
に
増
額
が
認
め
ら
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
(
と
く
に
一
九
二
五
年

七
月
一
六
日
の
価
格
増
額
法
〉
え
司
R
E口
問
団
四

2
2
6
0
乙
の
価
格
増
額
の
判
例
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

判
に
お
い
て
適
当
に
定
め
ら
れ
た
が

こ
乙
で
は

も
は
や
行
為
基

礎
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
く

直
接

増
額
請
求
権
が
認
め
ら
れ
た

民
法
二
四
二
条
(
お
よ
び
一
五
七
条
)
に
も
と
づ
い
て

こ
と
で
あ
っ
た
。

と
れ
は
、

価
格
増
額
の
制
度
は
本
来
の
事
情
変
更
の
原
則
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
乙
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

が
、
判
例
は
、

ま
も
な
く
価
格
増
額
法
の
適
用
に
関
連
し
て
、
再
び
行
為
基
礎
論
を
採
用
し
、
新
た
な
請
求
権
、
す
な
わ
ち
分
担
請
求
権

(kg凹

mzwFm釦
ロ
団
司
門
口
の
}
同
)
を
認
め
た
が

こ
れ
は
実
は
エ
ル
ト
マ
シ
自
身
も
考
え
及
、
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
リ
l
デ
イ
ン
グ
・
ヶ
l
ス
は
一
九
二
六
年
二
月
一

O
日
の
最
高
裁
判
決
(
問
。
N
H
H
M
U
S
U
)

で
あ
る
。
事
案
は
不
動
産
の
売
買
に
関
す
る
。
そ
の
契

約
に
お
い
て
、
売
主
は
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
に
な
っ
て
価
格
増
額
法
が
施
行
さ
れ
、
売
主
の
負
担
が
増
大
し
た
の

で
、
売
主
は
抵
当
権
の
消
滅
を
履
行
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
買
主
が
訴
え
た
。
最
高
裁
は
売
主
の
抗
弁
を
認
め
た
。
判
決
理
由
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
判
例

は
、
双
務
契
約
に
お
い
て
は
、
給
付
と
反
対
給
付
と
の
問
に
等
価
性
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
上
に
合
窓
が
な
さ
れ
、
双
方
の
給
付
が
定
め
ら
れ
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た
行
為
の
基
礎
を
形
成
す
る
と
い
う
怠
味
で
の
、
こ
の
給
付
と
反
対
給
付
と
の
等
価
性
は
、
し
か
し
以
下
の
場
合
に
は
、
阪
乱
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
す

な
わ
ち
、
売
買
契
約
に
お
い
て
、
不
動
産
の
上
に
存
ず
る
抵
当
権
の
除
去
を
引
受
け
た
不
動
産
の
売
主
が
、
そ
の
後
、
価
格
増
額
立
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

た
増
額
率
に
よ
っ
て
、
不
動
産
よ
り
抵
当
権
を
除
去
す
る
た
め
に
、
契
約
締
結
の
さ
い
に
予
見
さ
れ
た
よ
り
も
多
く
の
額
を
支
出
す
る
義
務
が
あ
る
場
合
が

当
初
の
契
約
条
件
に
当
事
認
を
し
ば
る
こ
と
は
信
義
誠
災
に
反
す
る
。
「
行
為
基
礎
の
挺
乱

(
F
m
n
r
c
H
B
E
ロ
竺
が
上

述
の
よ
う
に
発
生
し
た
場
合
に
は
、
不
動
産
の
譲
渡
人
に
は
、
抵
当
秘
除
去
の
実
行
の
た
め
に
後
波
人
に
よ
っ
て
支
出
さ
れ
る
余
分
の
鎖
に
対
し
、
分
担
金

を
給
付
す
る
こ
と
を
取
得
者
に
請
求
し
、
取
得
者
が
こ
の
給
付
を
組
絶
す
る
場
合
に
は
売
買
契
約
を
解
除
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
譲
渡
人
が
売
買
契
約
を
維
持
す
る
怠
恩
を
有
す
る
と
き
は
、
取
得
者
が
悩
額
増
額
を
分
担
す
る
こ
と
を
ね
絶
す
る
か
ぎ
り
、
給
付
を
す
る
ま
で
抵

当
ぬ
の
除
去
を
組
む
権
利
を
認
め
ら
れ
る
よ

(ω

包
ω
i
aと
。
こ
の
判
例
は
、
同
様
な
場
合
の
先
例
と
な
っ
た
。

そ
れ
で
あ
る
。
」
、

か
か
る
功
パ
口
に
、

は
リ

こ
の
分
担
請
求
権
は
、
価
格
増
額
請
求
権
の
よ
う
に
本
来
の
金
銭
債
権
が
貨
幣
価
値
低
下
の
た
め
に
、
増
'
徹
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
契

(
υ
n
J
V
 

約
当
事
者
の
一
万
が
一
訴
る
特
別
の
負
担
の
た
め
に
、
他
方
に
対
し
負
担
の
分
担
を
求
め
る
新
た
な
独
立
の
請
求
権
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

ドイツ法における行為基礎論の発展

負
担
は
価
格
増
額
法
の
制
定
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
様
な
結
果
は
、
他
の
立
法
に
よ
っ
て
契
約
当
事
者
の
一
方
に
負
担

が
か
か
っ
た
場
合
に
も
」
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
判
例
は
、

(

9

V

 

の
値
上
や
、
債
権
証
書
枕

(
ω
n
F
E
E
2
2
n
F
2
F
5
m
g
Z
5司
)
の
新
設
に
よ
り
、
不
動
産
の
売
主
の
負
担
が
増
大
し
た
場
合
に
も
、
分
担

〔

H

V

R

M

)

請
求
権
を
認
め
た
。
判
例
の
変
更
の
場
合
も
、
立
法
の
変
更
と
同
様
に
取
扱
わ
れ
た
。
外
悶
の
立
法
の
変
更
も
同
様
で
あ
る
。
最
終
的
に

は
.
白
然
的
災
害
に
よ
る
事
実
上
の
変
.
更
の
場
合
に
も
分
担
請
求
権
が
認
め
ら
れ
た
ω

一
プ
イ
ヒ
賃
料
法
(
河
巾

R
E
S
-
o
gロ
m
2
2
N
)
に
よ
る
賃
料

こ
れ
ら
の
判
例
を
通
じ
て
う
か
が
わ
れ
る
分
担
請
求
権
の
要
件
と
効
果
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
υ

従
来
の
判
例
は
、

こ
の
請
求

権
を
双
務
契
約
の
場
合
に
つ
い
て
の
み
認
め
、
片
務
契
約
(
と
く
に
消
波
貸
借
)
の
場
合
げ
い
は
ず
小
川
定
し
た
。
行
為
基
礎
の
擾
乱
は
、
給
付
と
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説

反
対
給
付
(
の
m
m
g
z一
∞
吉
口
問
)
の
関
係
の
推
移
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
り
、
消
費
貸
借
の
ご
と
く
、
給
付
と
返
還
給
付

B
R
E巴∞
EDm)

の
関
係
の
推
移
に
よ
っ
て
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

Q

ま
た
、
分
担
請
求
権
は
ま
だ
完
全
に
は
履
行
が
終
了
し
て
い
な
い
双
務

契
約
か
ら
の
み
発
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
双
方
の
履
行
後
に
、
債
務
者
の
子
中
で
給
付
の
価
値
が
低
下
し
た
場
合
に
は
適
用
が
な
い
と
さ

(日一
v

R

M

J

V

れ
て
い
る
。
分
担
請
求
権
の
内
容
は
、
生
じ
た
損
害
の
公
平
上
適
当
な
分
担
で
あ
り
、
事
情
に
よ
り
一
部
ま
た
は
全
部
の
分
担
が
適
当
と

A
U

日
J
》

さ
れ
る
。
分
担
は
、
金
銭
の
支
払
ま
た
は
発
生
し
た
損
害
の
除
去
(
た
と
え
ば
特
徴
債
務
の
免
除
)
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
必
。
分
担
を
す
る

n
H
U
 

こ
と
を
債
務
者
が
拒
絶
す
る
場
合
に
は
、
債
権
者
は
契
約
を
解
除
で
き
る
。
他
方
、
債
務
者
の
側
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
分
担
を
さ
け

る
た
め
に
、
契
約
を
解
除
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

論

判
例
は
、
価
絡
増
額
法
の
適
用
に
関
述
し
て
、
分
担
請
求
権
の
制
度
を
作
り
出
し
た
が
、

同
じ
く
、

乙
の
法
伴
に
関
述
し
て

共
通
の

錯
誤
の
場
合
に
忠
志
の
抗
弁
(
閉
山
口
足
骨
色
。
門
田
口
者
自
己
己
司
〉
話
--2)
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
が
価
格
増
額
法
の
こ
と
を
知

ら
な
い
で
和
解
を
す
る
場
合
に
は
、
行
為
基
礎
の
擾
乱
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
義
誠
実
に
反
し
て
契
約
を

で回
き執
るし
とよ
さう

れハと
たとす
。る

方
、レ

ゴ

事
者
{ζ 

対
し

相
手
方
は
忠
立
の
抗
弁
、
す
な
わ
ち
不
正
の
権
利
行
使
に
対
す
る
県
議
を
主
張
す
る
こ
と
が

(口
JV

共
通
の
錯
出
の
あ
る
場
合
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
ω

(
回

J
}

訳
の
特
殊
性
は
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
も
の
が
あ
る
。

相
場
に
つ
い
て

し
か
し

な
お

こ
の
時
代
に
は
北
ハ
逝
の
錯

そ
れ
が
十
分
に
ぷ
識
さ
れ
る
に
は

ラ
I
レ
ジ
ツ
に
よ
る
主

観
的
行
為
基
礎
論
の
展
開
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

さ
い
ど
に
、
扶
養
契
約
に
も
行
為
基
礎
論
が
適
用
を
見
た
。
こ
の
極
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
早
く
よ
り
、
原
則
と
し
て

n
E
5己白

(
剖
J
}

詰
σ己目的
-n
∞
ZE--)己
聞
が
歎
一
不
的
に
内
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、

た
だ
事
情
が
変
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
行
為
基
礎
を

(
出
一
》

援
乱
し
、
両
当
事
者
の
究
械
目
的
を
挫
折
さ
せ
る
よ
う
な
本
質
的
変
児
が
あ
る
場
合
に
、
事
情
変
一
史
に
よ
る
県
議
を
認
め
う
る
と
し
た

Q

秋
山
孔
こ
ま

f
l
l
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以
上
が
、
第
二
次
大
戦
前
に
お
い
て
、
判
例
が
展
開
し
た
行
為
基
礎
論
の
大
要
で
あ
出
。

エ
ル
ト
マ
シ
の
学
説
が
登
場
し
て
以
米

と
ん
ど
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
判
例
は
、
事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
さ
れ
る
場
合
に
、
行
為
基
礎
と
い
う
概
念
を
使
用
し
て
い
る

Q

中
に
は
、

判
決
理
由
中
に
エ
ル
ト
マ
シ
の
公
式
を
そ
の
ま
ま
か
か
げ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
も
し
、
前
述
の
ず
エ
ル
ト
マ
シ
の
公
式
に
対
す
る
批
判
が

正
し
い
な
ら
ば
、
判
例
は
し
ば
し
ば
不
当
な
結
論
を
生
ぜ
し
め
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
判
例
の
結
論
は
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
(
川
批
机
V
H

川一軒町
)

Q

こ
の
現
象
を
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か

Q

判
例
は
、
結
局
、
エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎

論
を
文
字
通
り
適
用
し
た
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
飾
り
と
し
て
使
用
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
判
例
自
体
は
経
済

的
不
能
論
に
よ
っ
て
閃
か
れ
た
道
を
進
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
り

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
は
そ
れ
に
理
論
的
機
縁
を
与
え
た
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
行
為
基
礎
論
は
実
際
上
無
志
味
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
若
干
の
要
件
を
明
確
に
し
た
し
、

く
に
法
律
効
果
の
点
で
新
生
面
を
聞
く
の
に
貢
献
し
た

Q

こ
の
よ
う
に
、
行
為
基
礎
論
が
実
際
に
正
し
い
結
果
を
も
た
ら
し
た
理
由
と
し

け

て
は
、
第
一
に
エ
ル
ト
マ
シ
白
身
、
現
実
的
な
感
覚
の
持
主
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
エ
ル
ト
マ
シ
の
公
式
は
理
論
的
に
必
ず
し
も
徹
底

(

却

)

し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
実
際
の
適
用
に
お
い
て
裁
判
官
に
裁
量
の
余
地
を
残
し
た
こ
と
、
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ドイツ法における行為基礎論の発展

し
か
し
理
論
的
欠
陥
は
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
無
視
で
き
な
い
。
そ
の
欠
陥
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
第
二
次
大
戦
後
に
発
表
さ
れ

た
ラ

I
レ
シ
ツ
の
行
為
基
礎
論
で
あ
る
ω

そ
こ
で

つ
ぎ
に
は
こ
の
珂
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う

Q

山
わ
が
国
に
お
け
る
従
来
の
研
究
は
一
九
一
一
四
、
五
年
を
以
て
終
っ
て
お
り
、
し
か
も
行
為
基
礎
論
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。
本
稿
は
、

こ
こ
で
も
主
と
し
て
穴
兵
巳
・
河
口
署
-
N
耳

E
m
-
f
ω
・
富
l
H
u
u
u

同ハぬ問。
-wω
・同日
1
5
N
・
に
よ
っ
て
H

る
。
倒
守
の
判
例
に
関
し
て
詳
細
に
紹
介
す
る
紙
数

の
な
い
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。

凶
第
一
次
大
戦
の
開
戦
前
よ
り
、
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
発
行
に
よ
り
、
マ
ル
ク
が
安
定
す
る
一
九
二
三
年
一
一
月
ま
で
の
ド
ル
相
場
指
数

(A)
と
卸
売
物
価

指
数

(B)
の
変
化
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
(
ブ
レ
ソ
シ
ァ

l
ニ
e

ト
ゥ

u
l
二
円
台
、
大
内
兵
衛
訳
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
経
済
学
、
昭
和
一
一
一
年
、
五 lまと
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説

九

六

O
頁
に
よ
る
)
。

首命

一
九
一
三
年
平
均

一
九
一
五
年
末

一
九
一
七
年
末

一
九
一
九
年
末

一
九
一
二
年
末

一
九
一
二
二
年
十
月
末

A
 

一・一一一一

了
三
五

一
一
・
一
四

四
五
・
七

一
七
二
ニ
(
十
億
)

B
 

一
・
四
七

一一・

O
二

八・

O
コ一

三
回
・
九

一
八
・
七
(
十
億
)

一
九
一
四
年
末

一
九
一
六
年
末

一
九
一
八
年
末

一
九
二

O
年
末

一
九
ご
ご
年
末

A
 

一・

O
七

一
・
ゴ
一
六

一
・
九
七

一
七
・
四

一
、
八

O
七
・
八

B
 

了
二
五

了
五

O

一
一
・
四
六

一
四
・
四

一
、
四
七
回
・
八
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間
勝
本
六
五
頁
、
小
町
谷
九
五
頁
、
な
お
勝
本
教
授
は
、
本
件
を
以
て
事
情
変
更
の
原
則
は
構
成
期
に
入
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

凶
同
州
の
N
H
C
少
吋

(
H
S
ω
)
・
勝
本
一
二
六
九
頁
、
問
。
N
H
C
P
口

(
H
U
N
S
-

勝
本
一
二
七

O
頁
、
問
。
N

E

N

ロ
品

(HUNU)
勝
本
一
ニ
九
七
頁
、
要
旨
の
み
。

同
勝
本
三
九
三
一
頁
、
教
授
は
本
件
を
以
て
、
事
情
変
更
の
原
則
の
発
達
史
の
最
後
の
転
向
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
。

附
価
格
増
額
法
に
つ
い
て
は
勝
本
六
四
一
ー
ー
六
五
七
頁
、
山
田
「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
抵
当
権
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
価
格
増
額
法
に
関
す
る
一

考
察
L

法
協
六
五
巻
四
号
五
・
六
号
。

m

m

c

N

ロ
N
u
ω
N
Y
ロ
タ
ロ
ω
山
口
ゲ
印
町
一

H
N
Y
E
C
山
口
凶
切
に
甲
山

H
N
N
W
S
F
E
印w
品∞
L
N
G
・
5
u
H
U
P
ω
広
参
照
。

附
同
町
四
四
一
白
河
口
虫
γ
N
J司
E
m
O
3
w
ω
・
5
H
・

同
閉
山
の
N
H
N
r
H
品
H
(
広
町
同
)
(
S
N
∞
)
・
不
動
産
の
売
主
が
、
そ
の
不
動
産
を
買
主
よ
り
賃
借
し
て
い
た
。
ラ
イ
ヒ
賃
料
法
に
よ
り
賃
料
が
値
上
げ
さ
れ
た

と
き
に
、
売
主
H
賃
借
入
は
売
買
価
格
の
増
額
を
主
張
で
き
る
と
さ
れ
た
。

制

問

。
N
H
M
u
S
(
S
N
由
)
・
売
買
の
目
的
と
な
っ
た
土
地
に
、
売
主
が
抵
当
権
を
設
定
し
、
債
権
証
書
(
民
法
七
九
三
条
以
下
参
照
)
を
発
行
し
て
融
資

を
受
け
て
い
た
。
売
買
が
な
さ
れ
た
後
に
、
債
権
証
書
税
が
新
設
さ
れ
、
売
主
の
負
担
が
増
加
し
た
ケ

l
ス。

凶

河

の
N
H
U
少
∞
品

(
H
S
N
)
・
不
動
産
売
買
成
立
後
、
一
九
ご
七
年
五
月
九
日
の
判
例
(
問
。
N
H
H
少
口
三
が
物
権
的
塙
額
請
求
権
を
認
め
た
た
め
に
、
増

額
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
売
主
よ
り
分
担
請
求
を
し
た
ケ

l
ス。

同
ド
イ
ツ
で
は
、
マ
ル
ク
が
不
安
定
の
た
め
、
継
続
的
供
給
契
約
に
お
い
て
、
代
金
が
ポ
ン
ド
や
ド
ル
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

Q

し
か

る
に
一
九
一
一
一

0
年
代
の
は
じ
め
、
英
米
の
貨
幣
法
規
の
変
更
に
よ
り
、
ポ
ン
ド
や
ド
ル
が
暴
落
し
た
た
め
に
、
売
主
が
分
担
を
請
求
し
た
。
ポ
ン
ド
に
関



け

し
て
は
、

m
C
N
]
E
Y
ω
口
一
戸
市
町
凶
ω)
一
区
印
u
E
(
H
C
ω
品
)
・
ド
ル
に
関
し
て
は
、

m
o
N
H
K
P
!
?
ω
∞
5
2
c
ω
印
)
U
E∞
u
ω
ω
(
H
m
v
u
g
u
H
晶一
Y
ω
ω
品
(ωω

九
日

)(HC
件。)・

が
こ
の
問
題
を
取
扱
う
。
最
後
の
ケ

i
ス
(
脱
退
し
た
組
合
員
の
補
償
請
求
権
(
民
法
七
三
八
条
)
の
額
を
ド
ル
に
よ
り
定
め
た
場
合
)
を
除
き
、
事
案

は
い
ず
れ
も
糸
の
供
給
契
約
に
関
す
る
。

同
契
約
締
結
後
、
契
約
の
対
象
で
あ
る
森
林
地
借
が
大
旋
風
に
襲
わ
れ
た
場
合
に
も
、
分
担
請
求
権
が
認
め
ら
れ
た
。
河
の
∞
E
R
-
〉

R
7・
宏
、
二
尻
町
問
。
ァ

HN己
主
γ
N者
E
m
o円

F
ω
・
]5N)

凶

問

。

N

E
印w
臼(印出)・

間
岡
山
C
N
E
N
W
M
ω
(
ω
印
)
(
H
S
ω
)・
本
件
は
メ
キ
シ
コ
貨
幣
に
よ
る
手
形
割
引
契
約
を
問
題
と
し
て
お
り
、
注
仙
の
範
障
に
属
す
る
ケ

l
ス
で
あ
る
、
こ
れ

に
対
し
、
不
動
産
の
売
買
に
お
い
て
、
売
主
が
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
た
後
に
売
買
が
締
結
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
価
格
鎚
額
法
が
遡
及
し
て
適
用
さ
れ
た

た
め
に
、
売
主
の
義
務
が
復
活
し
た
と
き
は
、
な
お
完
全
に
は
輝
行
が
終
了
レ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。
河
の
N

ロ
タ
ロ
ω
2
2
ご

(
5
N
2・

制

問

。

N
H
H
P
E
ω
(
区
。
)
右
足
∞
)
・

m
H
N
C
N
H
N
少
呂
(
広
)
(
5
N甲
)
一
円
台
u
N
H凶

(NN

。)(
H
8
8・

問

問

。

N
E
P
U
5
2
S
ω
)
参
照
。

間
同
州
の
N
H
N
Y
E
C
(
H
a
F
)・
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
解
除
は
事
情
変
更
の
埋
自
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
民
法
三
一
一
六
条
(
双
務
契
約
に
お
け
る
一
万

当
事
者
の
履
行
遅
滞
に
よ
る
解
除
)
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
本
件
で
は
解
除
権
は
否
定
さ
れ
た
。

側
岡
山
の
N
H
H
P
E
U
(
E
H
ご
・
た
だ
し
、
傍
論
で
あ
る
。

削

河

の

N
H
N
N
-
N
C
O
R
0
2・)
(
S
N∞
)
・
「
価
格
増
額
法
の
不
在
在
が
行
為
基
礎
と
な
る
か
ぎ
り
、
当
事
者
は
和
解
の
締
結
に
さ
い
し
、
共
通
の
錯
誤
に
よ
っ

て
導
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
事
者
は
支
の
法
律
状
態
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
和
解
を
締
結
し
芯
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
民

法
七
七
九
条
の
特
別
の
要
件
が
存
在
し
な
く
て
も
、
い
ず
れ
の
当
事
者
も
和
解
を
援
用
す
る
ζ

と
は
で
‘
さ
な
い
。
そ
れ
に
反
す
る
と
き
は
、
信
義
誠
実
に

違
反
し
、
他
の
当
事
者
に
は
一
般
的
悪
意
の
異
議
が
与
え
ら
れ
る
。
」
な
お
注
闘
参
照
。

問

問

。

N
H
g
w
品。。

(HCNS-

ソ
ビ
エ
ト
の
ル
ー
ブ
ル
の
為
替
相
場
に
関
す
る
錯
誤
o

mの
N
H
H少
印

(
H
S
d
-

相
場
表
の
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
に
結
果
す
る
錯

誤
に
よ
る
有
価
証
券
の
購
入
の
委
任
。
た
だ
し
、
判
例
は
い
ず
れ
も
、
本
来
、
動
機
の
錯
誤
な
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
表
示
の
錯
誤
と
し
て
救
済
し
た
の
で

あ
っ
た
。
後
述
。

凶
穴
ゆ
間
色
目
阿
川
CMMHYNd弓
E
m
E
f
ω
・
5
H
l
z
u・
乙
の
点
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
月
の
N
G
ω
w
ω
g
C
8
4
)
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
和
解
の
錯
誤
が
同
組
と
な

っ
た
。

A
の
家
の
前
の
道
路
に
凹
み
が
あ
っ
て
、
モ
ー
タ
ー
バ
イ
ク
に
乗
っ
て
い
た

B
が
け
が
を
し
た
。

B
は
ま
ず
市
に
対
し
請
求
し
、
一
定
額
で
和
解
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ドイツ法における行為基礎論の発展



説

し
た
が
、

A
に
対
す
る
請
求
は
留
保
す
る
と
表
示
し
た
。

B
は
後
に

A
に
対
す
る
訴
を
取
下
げ
、
市
に
対
し
全
損
害
の
賠
償
請
求
を
し
た
。
最
高
裁
は
二

度
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
請
求
を
認
め
た
原
審
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
。
判
決
理
由
に
い
わ
く
。
従
来
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
七
七
九
条
の
要
件
が
み
に
会
れ

な
い
と
き
で
も
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
あ
る
場
合
に
は
民
法
二
四
ご
条
に
よ
り
不
正
の
権
利
行
使
に
対
す
る
異
議
を
認
め
た
。
こ
の
異
議
権
を
和
解
の
場

合
に
版
則
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
は
国
民
の
健
全
な
法
律
感
情
に
反
す
る
。
ま
た
、
法
律
効
果
に
つ
い
て
も
、
ご
四
ご
条
に
よ
る
異
議
を
主
張
す
る
場
合

に
は
、
七
七
九
条
の
よ
う
に
和
解
が
無
効
と
な
る
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
一
方
が
他
方
を
契
約
に
し
ぼ
る
ζ

と
に
よ
っ
て
公
序
良
俗
に
反
す
る
利
得
を

取
得
す
る
可
能
性
お
よ
び
そ
の
程
度
を
審
理
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
場
合
に
よ
り
異
な
る
つ
本
件
で
は
損
害
額
が
問
隠
と
な
る
。
被
害
者
の
損
害
が
き

わ
め
て
重
大
で
あ
る
の
に
、
受
取
っ
た
額
が
著
し
く
不
均
衡
の
と
き
に
、
和
解
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
健
全
な
法
律
感
情
に
反
す
る
で
あ
ゐ
う
、

と
。
論
旨
中
に
、
ナ
チ
ス
的
色
彩
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
行
為
基
礎
の
喪
失
を
和
解
の
錯
誤
と
区
別
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

凶

H
N
C
N
E少

N
U
U
(
S
N
U
)
雌
脚
本
三
七
六
頁
、
岡
山
の
N
H
H
O
W
E
C
(
H
U
N印
)
に
た
し
、
初
期
は
反
対
の
見
解
で
あ
つ
に
ο
m
C
N
g
w
巴
H
(
S
O
S
-

川

河

の
N

E
印
"
に
甲

(
H
E
S
U
H
E
L戸

(
5
8
)
U
H
F
w
u
g
c
E
O
)
U
H
g
w
品
。
(
戸
市

XH)

事
案
は
い
ず
れ
も
離
婚
の
さ
い
に
配
偶
者
間
で
扶
養
の
合
訟
を
し

た
が
、
後
に
な
っ
て
、
主
と
じ
て
扶
養
義
務
者
の
万
か
ら
、
財
産
状
態
の
怒
化
を
理
由
と
し
て
、
扶
養
料
の
減
額
を
請
求
す
る
ケ

l
ス
で
あ
る
。
事
情
の

本
質
的
変
更
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
事
情
変
更
に
よ
る
異
議
権
の
放
棄
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
裁
判
所
は
こ
の
放
棄
を
無
効
と
し
て
い
る
。

側
こ
の
時
代
の
判
例
の
要
件
・
効
果
に
関
す
る
体
系
的
叙
述
と
し
て
、
な
お
、
穴
晶
平
河
口
℃
-YN耳
2
m
m
ユ
ω
・
ロ
ω
l
z
r
同
呂
町
「

ω
・
5

。i
H
B
参
照
。

倒

河

の

(HUω
申

)ω
向
己
民
・
〉
R
r
-
u
ι
・∞
-
m
な

(HSW(内
o
mえ

l

岡山口沼田
γ
N司
E
m
R
F
∞
-
H
C
3
u
閉山
C
N
H出∞
w
H凶出・

側
以
上
の
評
価
は
す
べ
て
問
。
間
平
河
口
官
官
'N毛
色
出
σ円
グ

ω
・
5
A
T
I
E
r
同σ
悶
ゅ

f
ω
・
5
4
F
H
2・
に
よ
る
。

論

一ブ

l
レ
ン
ツ
の
行
為
基
礎
論

ヤ)

-
F
y
 

a
A
J
 

j
 

h見

行
為
基
礎
論
は
第
一
次
大
戦
後
の
社
会
的
経
済
的
変
動
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
そ
の
後
も

変
動
が
や
む
乙
と
な
く
、

こ
の
た
め
、
行
為
基
礎
の
喪
失
を
と
り
あ
っ
か
う

ナ
チ
ス
時
代
に
突
入
し
、

さ
ら
に
第
二
次
大
戦
を
迎
え
た

Q

判
例
は
絶
え
る
こ
と
が
な
く

次
第
に
豊
富
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る

Q

ナ
チ
ス
私
法
学
は
行
為
基
礎
論
を
特
別
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に
と
り
あ
げ
は
し
な
か
っ
た

Q

し
か
し
、

nzぜ

準
備
し
た
。
第
二
次
大
戦
と
そ
の
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
ブ
、
東
西
分
離
は
、
第
一
次
大
戦
の
場
合
以
上
に
契
約
関
係
に
対
し
て
影
響
を
与
え

そ
の
契
約
四
止
論
は
、
個
人
主
義
的
・
心
理
学
的
方
法
と
絶
縁
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
時
代
を

た
。
今
回
は
立
法
も
大
幅
に
活
躍
し
た
。
と
く
に
、
戦
時
中
よ
り
、
支
払
不
能
と
な
っ
た
債
務
者
を
破
滅
よ
り
救
う
た
め
に
、

れ
丸
川
サ
ゲ
ゴ
ア
}

寸
泊
9

叶
1
1
d
l
t
l
b句

よ
る
支
払
の
猶
予
、
減
縮
を
認
め
る
立
法
が
制
定
さ
れ
た
(
最
終
的
に
は
、

一
九
五
ご
年
の
契
約
救
助
法
ぐ
0
2
5匂
豆
町
内
情
2
2
N
後
述
)
。
し
か
し

な
お
判
例
の
活
躍
は
め
ざ
ま
し
か
っ
た
ω

第
二
次
大
戦
後
の
判
例
の
態
度
は
、

従
来
の
傾
向
を
一
層
お
し
す
す
め
、

あ
ら
ゆ
る
場
合
を
考

当
事
者
を
契
約
に
そ
の
ま
ま
し
ば
る
こ
と
が
正
当
視
さ
れ
な
い
と
き
に
、
契
約
の
解
消
ま
た
は
改
訂
を
認
め
た
。
行
為
基
礎
論

(

3

J

V

 

は
も
は
や
第
二
次
的
忠
義
を
ふ
付
す
る
に
す
ぎ
な
い

Q

一
九
五
二
年
に
発
表
さ
れ
た
ラ
l
v
y
ツ
の
新
ら
し
い
行
為
基
礎
論

3
2
n
E言
明
門
己
主
ダ
明
白
己
主
〈

2
5
m
Zえ
己
Z
口問・

慮
し
て
、

ゲ

〉
E
D
・

5印
凶

w

ω
・〉ロ出・

5
印
叶
・
以
下
本
文
中
に
G
G
と
し
て
引
用
す
る
。
頁
数
は
原
則
と
し
て
第
二
版
の
も
の
で
あ
る
)
は
、

こ
の
よ
う
な
判
例
の
動
向
を
背
景
と
し
、

けドイツ法における行為基礎論の発展

そ
れ
を
批
判
す
る
と
と
も
に

エ
ル
ト
マ
シ
の
理
論
の
欠
陥
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
-
フ
l
レ
シ
ツ
に
よ
れ

ば
、
ド
イ
ツ
の
判
例
は
、
個
々
の
ケ
I
ス
を
一
定
の
要
件
よ
り
と
き
は
な
し
、

た
だ
信
義
誠
実
と
か
、

公
平
と
か
に
よ
っ
て
判
断
し
て
お

り
、
こ
れ
で
は
法
的
安
定
性
を
欠
く
乙
と
に
な
る

Q

行
為
基
礎
の
喪
失
は
、
決
し
て
戦
争
の
よ
う
な
動
乱
の
と
き
に
の
み
問
題
と
な
る
の

つ
ね
に
生
ず
る
の
で
あ
る

Q

そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
私
法
秩
序
の
基
本
問
題
の
一
つ

す
な
わ
ち
、

E
n
Z
2
2
8
3白邑
ω
の

で
は
な
く

原
則
の
正
し
い
限
界
づ
け
の
問
題
な
の
で
あ
る

Q

そ
こ
で
、
従
来
の
判
例
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
要
件
お
よ
び
効
果
を
類
型
化
し
、

よ
り
詳
し
く
規
定
す
る
な
ら
ば
、
弾
力
的
で
は
あ
る
が
、
無
原
則
と
は
な
ら
ず
、

一
定
の
見
透
し
の
で
き
る
よ
う
な
判
旨
を
志
向
す
る
判

例
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
が
ラ
l
レ
シ
ツ
の
行
為
基
礎
諭
の
目
的
で
あ
る
(
の

Pω
・
7ι)0

一ブ

1
レ
シ
ツ
は
以
上
の
立
場
に
立
っ
て
、
ま
ず
従
来
の
学
説
を
検
討
し
た
。

そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
不
充
分
で
あ
る
と
す
る
l
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説

行
為
基
礎
と
い
う
表
現
に
は
主
観
的
な
志
味
と
客
観
的
な
怠
味
が
あ
る
e

主
観
的
行
為
基
礎
と
は
、
当
事
者
の
一
方
ま
た
は
双
方
の
ぷ
忠

決
定
の
主
観
的
基
礎
、
す
な
わ
ち
行
為
締
結
の
さ
い
に
現
わ
れ
、
動
機
の
過
程
で
決
定
的
役
割
を
演
ず
る
表
象
で
あ
る
@
他
方
、
客
観
的

論

行
為
基
礎
と
は
契
約
の
客
観
的
基
礎
、
す
な
わ
ち
、
契
約
当
事
者
が
知
る
と
否
と
に
関
せ
ず
、

そ
の
存
在
ま
た
は
継
続
が
契
約
中
に
立
味

上
当
然
に
(
巴
ロ
ロ

mogg)
前
提
さ
れ
て
い
る
事
態
の
全
体
で
あ
り
、

契
約
目
的
、

契
約
当
事
者
の
志
図
が
実
現
さ
れ

そ
れ
な
し
で
は
、

え
ず
、

し
た
が
っ
て
契
約
の
存
続
が
意
味
、

目
的
ま
た
は
対
象
を
失
う
こ
と
に
な
る

Q

ク
イ
シ
ト

V
ヤ
イ
ト
や
エ
ル
ト
マ
シ
の
理
論
は
主

ク
リ
ュ
ッ
ク
マ
シ
や
ロ
ツ
ハ

1
は
客
観
的
行
為
基
礎
に
偏
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
観
的
行
為
基
礎

観
的
行
為
基
礎
を
強
調
し
、

と
客
観
的
行
為
基
礎
と
は

要
件
お
よ
び
効
果
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
百
戸

ω
・ロ
15Q
か
く
し
て

ラ
I
V

シ
ツ
は
行
為
基
礎
を
主
観
的
と
客
観
的
と
に
分
け
、

さ
ら
に
後
者
を
等
価
関
係
の
破
壊
の
場
合
と
契
約
目
的
の
到
達
不
能
の
場
合
と
に
分

け
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
要
件
と
効
果
を
確
立
し
た

Q

以
下
、

そ
れ
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

そ
し
て
、

山
ラ
|
レ
ン
ヅ
の
行
為
基
礎
論
は
、
す
で
に
ナ
チ
ス
時
代
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
行
為
基
礎
を
純
客
観
的
に
、
す
な
わ
ち
行
為
を
有
用
な
、
氏

族
的
全
体
秩
序
に
適
合
し
た
形
成
と
す
る
た
め
に
、
ム
仔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
の
存
在
、
ま
た
は
穿
続
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
〈
2
片足田

E
丘

己ロ『
R
E
-
H・
5ω
∞・

ω
-
H出
品
・
こ
こ
に
は
、
後
の
発
展
の
基
礎
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
本
格
的
な
研
究
は
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
。
の
m
R
E宮間
E
E
F
m
o

EML
〈
内
三

g
m見
広
三
一
口
口
出
(
の
の
)

H
甲
山
N
-

が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
一
九
五
二
年
の
ド
イ
ツ
私
法
学
会
で
は
、
ラ

l
レ
ン
ツ
の
報
告
を
め
ぐ

っ
て
討
論
が
な
さ
れ
た
。
〉
門
司

5Nw
怠
叶
・
翌
二
九
五
三
年
秋
の
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
で
は
、
行
為
基
礎
論
が
テ

l
マ
の
一
つ
と
な
り
、
ラ

l
レ
ン
ツ
も

報
告
し
、
討
論
に
参
加
し
た
0

(

〈
2
z
z
z
=問。ロ
L
2
品。・

0
2
2円

}Mg
】ロコ
ω
広
三
俗
間
2
W
5
8
w
H
Z・口・
)
0

さ
ら
に
ド
日
}
肖
ゲ
ロ
ロ
Y
L
2
ω
円

}
E
5
2
n
y
g
-

F
回

ι・
H

・
〉
口
出
・
呂
田
.
品
〉
E
E
・
5
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
成
果
が
簡
潔
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
ラ

l
レ
ン
ツ
の
見
解
に
対
し
、
多
く
の
批
判
が

な
さ
れ
た
が
、
。

P
N
〉
ロ
出
・
迄
印
一
ー
で
は
大
綱
は
維
持
さ
れ
な
が
ら
、
若
・
十
の
攻
説
と
増
補
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
主
と
し
て
、
最
後
の
者
♂
に

よ
る
。

凶
ナ
チ
ス
の
契
約
盟
論
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、
我
妻
「
ナ
チ
ス
の
契
約
浬
論
」
杉
山
教
授
還
魁
祝
賀
論
文
集
参
照
。
な
お
、
ナ
チ
ス
契
約
法
学
の
今
日

に
お
け
る
評
価
に
関
し
て
は
、
一
九
六

0
年
度
秋
期
民
科
法
律
部
会
に
お
い
て
な
し
た
私
の
報
告
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
法
学
者
|
ナ
チ
ス
私
法
学
の
功
罪
を
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A
J
 

(
 

中
心
に
」
の
中
で
触
れ
て
お
い
た
。
現
代
行
為
基
礎
論
の
代
表
者
で
あ
る
う

l
レ
ン
ッ
、
ン
ユ
ミ
ッ
ト
・
リ
ン
プ
ラ

i
、
ジ

l
ベ
ル
ト
な
ど
が
、
い
ず
れ

も
ナ
チ
ス
契
約
法
理
論
の
建
設
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
ん
な
る
偶
然
で
は
な
い
。
他
方
、
ナ
チ
ス
時
代
に
お
け
る
行
為
基
礎
論
の
最
も
す
ぐ
れ
に
研
究

は
烈
ぬ
間
一
色
・
河
口
七
回
Y
N
4
2
F
問
。
三
の
前
掲
書
に
お
け
る
ケ
!
ゲ
ル
の
も
の
で
あ
る
が
、

ζ

こ
に
は
い
わ
ゆ
る
ナ
チ
ス
的
な
色
彩
は
全
然
な
い
。

同
第
ご
次
大
戦
後
の
判
例
の
発
展
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
若
干
の
特
徴
的
な
論
旨
を
か
か
げ
る
。
「
契
約
に
し
っ
か
り
結
び
つ
け
る
こ
と
か

ら
壁
"
す
る
結
果
が
、
事
態
の
変
更
に
よ
っ
て
、
債
務
者
に
と
り
正
当
視
さ
れ
な
い
と
き
に
か
き
り
、
ま
に
そ
の
と
き
は
つ
ね
に
、
そ
の
範
凶
内
で
、
債
務

者
の
抗
弁
は
認
め
ら
れ
る
。
」

O
C
E
N
r
S
(同
室
∞
)
「
い
か
な
る
公
式
を
被
告
が
防
禦
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
主
張
し
よ
う
と
も
l

1
行
為
基
礎
の
喪

失
、
ロ
F
E
E
-
出
足
σ
5
2口
ω
Sロ
2
5
ω
・
前
提
論
、
許
さ
れ
な
い
権
利
行
使
等
、

l

|
つ
ね
に
決
定
的
な
の
は
、
個
々
の
ケ
|
ス
の
あ
ら
ゆ
る
事
情
の
考
量

で
あ
る
に

C
C出
N
H
v
u
E
(
H
E
S・

B
G
H
に
な
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
「
行
為
の
目
的
を
顧
慮
し
て
、
契
約
に
し
ば
り
つ
け
る
こ
と
が
信
義
誠
笑
に

従
っ
て
義
務
者
に
る
は
や
正
当
視
ロ
れ
え
な
い
」
と
き
に
の
み
、
行
為
基
礎
の
喪
失
は
顧
慮
さ
れ
る
乙
と
が
で
き
る
。
列
。
出
N
N
-

口町
2
5
5

さ
ら
に

有
名
な
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
事
件
(
フ
オ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
貯
蓄
者
〈
C
一
宏
司
担
問
。
ロ
名
日

2
が
、
残
金
と
引
換
に
フ
オ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
の
引
渡
を
要

求
し
に
ケ

I
ス
。
第
二
審
で
は
行
為
基
礎
の
喪
失
に
よ
る
契
約
の
解
除
を
認
め
に
。
)
に
お
い
て
、

B
G
H
は
「
裁
判
所
は
行
為
基
礎
の
喪
失
の
と
き
は
、

民
法
ご
問
ご
条
に
よ
っ
て
、
ひ
ろ
く
法
形
成
的
に
契
約
関
係
に
干
渉
す
る
機
能
を
有
す
る
己
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
契
約
を
新
事
態
に
適
合
さ
せ
る
可

能
性
を
認
め
に
。
そ
の
さ
い
審
理
す
べ
き
あ
ら
ゆ
る
事
情
と
レ
て
、
ま
ず
、
ど
の
く
ら
い
の
貯
蓄
者
(
全
部
で
三

O
万
人
を
ζ

え
る
)
が
企
業
(
認
可

27)

に
対
し
て
追
加
払
と
と
も
に
車
の
引
渡
を
要
求
す
る
か
、
ま
た
は
支
払
ず
み
の
料
金
の
払
戻
を
要
求
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
っ
さ
に
、
買
主
の
支
払
に
よ

る
企
業
の
直
接
的
間
接
的
資
金
調
達
は
特
別
の
意
味
を
も
ち
う
る
か
と
い
う
ζ

と
、
さ
ら
に
企
業
の
財
産
状
態
、
生
産
自
民
、
利
益
、
年
間
の
生
産
量
、
貯

蓄
者
に
対
し
毎
年
引
渡
さ
れ
る
べ
き
車
の
数
な
ど
が
説
示

3
れ
て
い
る
。
切
の
同
ぐ
・
ぉ
u

M

ハ・

5
巴
:
『
N

巴
切
に
印
・
こ
れ
は
裁
判
所
に
不
可
能
を
強
い
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

川
間
四
ご
八
頁
注
制
参
照
。

ドイツ法における行為基礎論の発展

同

主
観
的
行
為
基
礎
の
喪
失
u
共
通
錯
誤
論

主
観
的
行
為
基
礎
と
は
、
両
契
約
当
事
者
に
共
通
の
一
定
の
表
象
ま
た
は
期
待
で
あ
り
、
契
約
の
締
結
に
さ
い
し
、
当
事
者
が
そ
れ
よ

り
導
か
れ
る
も
の
を
い
う
。
各
当
事
者
が
乙
の
表
象
ま
た
は
期
待
を
考
且
一
旦
の
中
に
と
り
入
れ
た
乙
と
、

お
よ
び
、

そ
れ
が
正
し
く
な
い
こ

そ
も
そ
も
契
約
を
結
ば
な
か
っ
た
か
、

ま
た
は
そ
の
内
容
で
は
結
ば
な
か
っ
た
か
、

ま
た
は
契
約
を
相
手
方
に
要

と
を
知
っ
た
な
ら
ば
、

1ヒ法 11(4・37)439 



説

求
す
る
乙
と
が
誠
実
に
反
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、

が
必
要
で
あ
る
。
事
態
の
将
来
の
変
更
を
た
ん
に
期
待
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
不
充

相
手
方
が
そ
れ
を
知
り
、

分
で
あ
り
、

ま
た
一
方
当
事
者
の
動
機
だ
け
で
は

か
つ
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
場
合
で
も
不
充
分
で
あ
る

論

(ccuω
・
]
戸
∞
品
)
0

一ブ

1
レ
シ
ツ
・
の
主
観
的
行
為
基
礎
論
は
ま
ず
共
通
の
動
機
錯
誤
の
場
合
を
問
題
と
す
る
。

B
G
B
は
動
機
の
錯
誤
を
原
則
と
し
て
顧
慮

し
な
い
建
前
を
と
っ
て
い
る
(
例
外
、
取
引
に
お
い
て
本
質
的
と
見
ら
れ
る
人
ま
た
は
物
の
性
質
に
つ
い
て
の
錯
誤
、
民
法
一
一
九
条
ご
項
)
。
し
か
し
、

共
通
錯
誤
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
は
規
定
が
な
く
、
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
売
買
の
目
的
物
の
性
質
に
つ
い
て
の
共
通
の
錯
誤

の
あ
る
場
合
に
、
判
例
・
学
説
は
寂
寂
担
保
の
規
定
(
四
五
九
条
)
を
優
先
的
に
適
用
し
て
き
た
の
で
、

共
通
の
動
機
錯
誤
が
主
観
的
行
為

基
礎
の
不
存
在
と
し
て
実
際
上
問
題
と
な
る
の
は

目
的
物
の
性
質
以
外
で
、
契
約
締
結
に
と
り
重
要
な
事
情
、

と
く
に
両
当
事
者
に
よ

り
認
め
ら
れ
た
計
算
の
基
礎
に
関
す
る
錯
誤
の
あ
る
場
合
で
あ
る

(CP∞
-
N
C
i
N
U
)
0

た
と
え
ば
、
前
述
の
判
例
の
う
ち
、

一
ル
ー
ブ
ル
が

真
実
に
は
わ
ず
か
一
ペ
ニ
ヒ
に
し
か
当
ら
な
い
の
を

二
十
五
ペ
ニ
ヒ
と
し
て
計
算
し
た
場
合
お
の
N
】

C
印
"
色
町
)
や
、
有
価
証
券
の
相
場

が
ミ
ス
プ
リ
シ
ト
の
た
め
、
実
際
の
千
分
の
一
で
あ
る
と
信
じ
て
そ
の
購
入
を
委
託
し
た
場
合
売
の
N
H
H
P
E
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
判

例
は

い
ず
れ
も
表
示
の
錯
誤
で
あ
る
と
し
て
、
取
消
を
認
め
た
。
し
か
し
理
論
的
に
い
え
ば
、

こ
れ
ら
の
場
合
は
、
動
機
の
錯
誤
が
考

え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

乙
の
場
合
に
錯
誤
の
効
果
を
認
め
る
こ
と
(
錯
誤
者
に
対
す
る
取
消
権
の
付
与
、
し
か
も
こ
の
取
消
権
は
遅
滞
な

円

2
v

一
一
二
一
条
)
も
妥
当
な
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
。

く
行
使
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

二
二
条
。
相
手
万
に
対
す
る
信
頼
利
益
の
賠
償
義
務
、

乙
の
よ
》
つ
な

共
通
の
動
機
錯
誤
の
存
す
る
場
合
に
は

主
観
的
行
為
基
礎
の
喪
失
と
し
て
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
効
果
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
百
P

∞-
N
ω
l
N

∞)。

民
法
上
、
直
接
K
契
約
基
礎
の
共
通
錯
誤
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
は
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

和
解
は
「
契
約
内
容

七
七
九
条
が
あ
る
。
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上
、
確
実
で
あ
る
と
し
て
基
礎
に
お
か
れ
た
事
実
関
係
が
現
実
に
適
合
せ
ず
、

か
っ
そ
の
争
い
ま
た
は
不
確
か
さ
が
、
事
態
を
知
っ
た
な

ら
ば
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は

無
効
で
あ
る
。
」

乙
の
規
定
が

主
観
的
な
立
昧
で
の
行
為
基
礎
の
立
法
的
承
認
で
あ
る
こ

と
は
エ
ル
ト
マ
シ
以
来
の
通
説
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ラ
l
レ
シ
ツ
も
そ
れ
を
認
め
る
。
判
例
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

乙
の
規
定
の
飽

回
目
を
拡
大
し
、

当
事
者
が
価
格
増
額
請
求
権
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
和
解
を
し
た
場
合
に
、

七
七
九
条
の
要
件
を
み
た
さ
な
く
て
も
、
行

為
基
礎
の
擾
乱
を
政
由
と
し
て
、
忠
志
の
抗
弁
を
認
め
た
。
し
か
し
、
ラ

1
レ
シ
ツ
に
よ
れ
ば
、
価
格
増
額
請
求
権
の
不
存
在
と
い
う
こ

〈

3JV

と
は
主
観
的
な
立
味
の
行
為
基
礎
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
別
の
解
決
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

エ
ル
ト
マ
シ
の
公
式
と
の
走
呉

は
こ
の
点
に
明
ら
か
で
あ
る
(
の

F
ω
・
怠
ム
コ
。

共
通
の
錯
誤
は
、
前
述
の
諸
例
の
よ
う
に
現
在
の
乙
と
に
関
す
る
の
み
な
ら
ず
、
将
来
の
乙
と
に
つ
い
て
も
生
ず
る
。

為
志
忠
の
基
礎
と
な
る
の
は

将
来
の
事
態
の
あ
や
ま
っ
た
期
待
で
あ
る
。

そ
の
場
合
に
行

コ
ロ
ネ

1
ν

ヨ
シ
・
ク

1
ス
が
そ
の
適
例
で
あ
る
。

さ
ら

K

ドイツ法における行為基礎論の発展

同
様
の
こ
と
が

一
定
の
現
在
の
関
係
の
存
続
を
期
待
す
る
場
合
に
も
、

そ
れ
が
契
約
内
容
の
確
定
に
さ
い
し
て
嘉
一
礎
と
な
っ
た
と
き
に

乙
の
場
合
に
は
、
現
在
の
関
係
の
存
続
を
積
板
的

K
期
待
す
る
ζ

と
が
必
要
で
あ
り
、

た
ん
に
将
来
の
変
更

は
、
妥
当
す
る
。
た
だ
し

を
期
待
し
な
か
っ
た
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
後
者
の
場
合

K
は、

1

客
観
的
行
為
基
礎
と
は
な
り
え
て
も
l

h

主
観
的
行
為
基
礎
か
ら

は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り

乙
の
点
で
も
エ
ル
ト
マ
シ
の
公
式
と
は
区
別
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
-
ブ
l
レ
シ
ツ
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
関

係
の
存
続
の
期
待
が
行
為
基
礎
と
な
る
の
は
、

主
と
し
て
扶
養
契
約
の
場
合
で
あ
る
。

こ
の
と
き
は
、
当
事
者
は
一
般
的
に
、
扶
養
給
付

の
確
定
の
た
め
に
重
要
な
経
済
的
個
人
的
諸
関
係
が
ほ
ぼ
将
来
も
変
ら
な
い
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
扶
養
契
約
の
当
事
者
は
類
型
的

K

そ
の
よ
う
な
期
待
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
判
例
が
、
前
述
の
よ
う

K
、
扶
養
契
約
に
は
性
質
上
三

E
m
z
E
B吉田町山
n
m
g
E
5
5
が
内
在

し
て
い
る
と
い
う
の
は

乙
の
意
味
で
正
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
百

P
ω
・
当
1
2
)
0
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説

主
観
的
行
為
基
礎
の
不
存
在
の
効
果
と
し
て
、
当
初
ラ

1
レ
シ
ツ
は
、
民
法
七
七
九
条
を
類
推
し
て
、
契
約
は
原
則
と
し
て
(
扶
養
契
約

は
例
外
)
無
効
(
ロ
ロ
項
目
円
宮
白

g)
と
な
る
と
解
し
た
が

(
c
p
r
〉
邑
・

ω・
広
三
・
)
、
後
に
は
、

学
説
の
批
判
を
入
れ
、
主
観
的
行
為
基
礎
と

論

客
観
的
行
為
基
礎
と
は
一
つ
の
ケ

1
ス
に
重
な
り
合
っ
て
存
在
す
る
乙
と
を
認
め
、

訓
一
的
立
場
を
放
棄
し
た
(
の

F
N
〉
口
出
・
∞

-
H
S
同・

後
述
)
。

-ブ

I
レ
シ
ツ
の
い
う
主
観
的
行
為
基
礎
の
内
容
は
以
上
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
最
初
に
か
か
げ
た
定
義
と
な

る
Q 

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
は
、

そ
の
中
日
仏
当
事
者
が
何
等
の
表
象
や
期
待
を
有

聞
論
的
に
は
主
観
的
行
為
基
礎

K
よ
り
な
が
ら
、

し
な
い
場
合
を
も
含
め
よ
う
と
し
、
学
説
の
批
判
に
遭
遇
し
た
。
ラ

1
レ
シ
ツ
は
、

エ
ル
ト
マ
シ
の
主
観
的
公
式
の
う
ち
、
残
し
う
る
も

の
を
共
通
錯
誤
論
と
し
て
独
立
に
と
り
だ
す
と
と
に
よ
り

乙
の
批
判
に
特
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

と
」
児
勺
J4

一JJ
J
t
-

44f官
'
H
4
d
l
ヅ
仇
屯
&

礎
の
要
件
を
厳
重
に
す
る
こ
と
に
よ
り

エ
ル
ト
マ
シ
の
公
式
の
実
際
の
適
用
に
お
い
て
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
乱
用
を
お
さ
え
よ
う
と

し
た

Q

こ
れ
ら
の
点
に
お
け
る
一
フ

I
レ
シ
ツ
の
功
績
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
お
よ
そ
、

あ
る
開
論
の
有
す
る
弱
点
は
、

そ
れ
が
呉
質
的

な
も
の
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、

エ
ル
ト
マ
シ
の
則
論
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
-
フ

1
レ
シ
ツ

往
々
に
し
て
生
ず
る
。

の
主
観
的
行
為
基
礎
論
も
な
お
疑
い
を
は
さ
む
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、

こ
れ
を
わ
が
川
に
導
入
す
る
実
話
が
あ
る
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
後
で
論
ず
る
こ
と
と
し
て

つ
ぎ
に
客
観
的
行
為
基
礎
に
移
ろ
う

Q

山
泌
説
は
性
質
の
錯
誤
を
動
機
の
錯
誤
と
解
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
前
述
(
門
一
円
頁
法
山
)

こ
れ
に
対
す
る
う
l
レ
ン
ヅ
の
批
判
は
の
の
wω

日。・〉ロ
B

H

凶
ド
イ
ヅ
氏
法
の
錯
誤
の
効
果
の
規
定
は
、
わ
が
国
の
そ
れ
に
較
べ
、
両
市
パ
事
者
の
利
益
考
量
の
点
で
、

判
を
免
れ
な
川
。
最
近
で
は
、
と
く
に
回
BMWω

日l
∞・

同
月
の
N
]
N
M
W
N
C
φ
(
州
三
五
頁
注
凶
)
の
場
合
は
、
一
五
七
条
に
よ
る
契
約
解
釈
に
よ
れ
ば
よ
く
、

の
ご
と
く
、

フ
ル

l
メ
の
新
説
が
あ
る
υ

は
る
か
に
す
す
ん
で
引
る
。
し
か
し
、

な
お
批

ま
た
岡
山
の
N

同日夕刊

wg(同
一
-
一
五
頁
注
M
W
)

の
場
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ム
ロ
は
、
門
戸
M
r
E
一ロ

ncロ
可
m
y
o
=
L
C
が
認
め
ら
れ
る
。
円
、
出
向
付
ロ
N

・
0
0
w
ω
・
品
川
凶

l
A
T
H・

凶
拙
稿
第
一
、
八
頁
ω

t会

客
観
的
行
為
基
礎
の
喪
失

客
観
的
行
為
基
礎
に
つ
い
て
の
根
本
観
念
は
、
-
ブ
1
レ
シ
ツ
の
つ
ぎ
の
文
章

ι最
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
契
約
を
結
ぶ
も
の
は
、

一
定
の
所
与
の
状
況
か
ら
考
え
、
か
つ
行
動
す
る
。
そ
の
状
況
に
つ
い
て
彼
は
表
象
を
も
っ
必
要
は
な
く
、
ま
た
お
そ
ら
く
そ
れ
に
つ
い
て

A
r
1
}
 

そ
の
状
況
の
存
在
は
内
在
的
前
提
の
形
で
契
約
の
中
に
入
り
こ
む
。
:
・
・
さ
て
後

完
全
に
見
透
す
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

に
な
っ
て
か
か
る
事
情
の
桜
本
的
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
は
ー
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
契
約
当
事
者
は
考
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
利
指

の
考
量
や
危
険
の
分
配

ιさ
い
し
て
、
何
等
顧
慮
し
な
か
っ
た
が

J

契
約
は
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
変
更
な
く
実
行
さ
れ
る
と
き
に

は
、
そ
の
本
来
の
志
味
を
完
全
に
失
い
、

当
事
者
が
予
期
し
た
、

ま
た
は
合
理
的
に
予
期
し
う
る
も
の
と
は
全
く
異
な
る
効
果
を
有
す
る

J
J
 

ドイツ法における行為基礎論の発展

こ
と
が
あ
り
う
る
。

乙
れ
は
‘

n
-
2
2
E
B
σ
5
包

nmEE--出
回
ま
た
は
変
吏
し
た
事
情
の
顧
慮
に
関
す
る
古
い
問
題
、
す
な
わ
ち
、

か
な
る
前
提
の
下
で
、
存
在
す
る
契
約
関
係
が
事
情
の
予
期
さ
れ
な
い
変
更
に
よ
っ
て
強
く
影
響
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
原
則
的
に
要
求
さ

れ
て
い
る
契
約
厳
守
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
変
更
な
く
さ
ら
に
維
持
す
る
乙
と
は
も
は
や
是
認
さ
れ
な
い
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ

る
。
」
(
の
の
wω
・印
N
i
印ω)

エ
ル
ト
マ
シ
の
よ
う
な
主
観
的
公
式
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
。
ま
た
、

ド
イ
ツ
の
判
例
は
、

こ
の
問
題
に
関
し
て
は

債
務
者
の
破
滅
と
か
、

N
Z
B
ロ
号
R
W
O
F
昨
と
い
う
よ
う
な
契
約
外
的
な
視
点
よ
り
、

個
々
の
ケ
l
ス
に
つ
き
具
体
的
な
公
平
考
量
を
し
て

、

，

》

O

》

l
v
v
-
4
1

し
か
し
、
ラ

1
レ
シ
ツ
に
よ
れ
ば
、

正
に
問
題
は
契
約
の
怠
味
と
目
的
に
従
っ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
類

相
一
的
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
内
外
の
判
例
を
分
析
す
る
な
ら
ば
、
客
観
的
行
為
基
礎
の
喪
失
の
頼
型
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
は
、 し、

北法 11(4・41)443 



説

給
付
と
反
対
給
付
の
等
価
関
係
の
破
壊
の
場
合
と
契
約
目
的
の
到
達
不
能
の
場
合
で
あ
る
。

等
価
関
係
の
破
壊
(
巴
o
N
2え
骨

5-m色
巾
凹
〉

D
E〈
田

-
g
N
4
0
吾
川
己
百
円
回
目
印
)

(1) 

論

双
務
契
約
に
お
い
て
は
、
各
当
事
者
は
相
手
方
に
給
付
を
す
る
義
務
を
負
う
と
と
も
に
、
反
対
給
付
を
受
領
す
る
権
利
を
有
す
る
。

の
給
付
と
反
対
給
付
は
、
少
な
く
と
も
当
事
者
の
主
観
に
お
い
て
、
等
価
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

属
す
る
の
で
、
事
情
の
変
更
に
よ
り
等
価
関
係
が
推
移
し
、

乙
の
と
と
は
双
務
契
約
の
本
質
に

一
方
が
他
方
の
給
付
を
自
己
の
給
付
に
対
す
る
等
価
物
と
し
て
到
底
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、

双
務
契
約
は
そ
の
本
来
の
意
味
と
性
格
を
失
う
乙
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
契
約

全
体
の
基
礎
が
喪
失
し
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
百

P
ω
-
a
I星
。

ド
イ
ツ
の
最
高
裁
判
所
は

多
く
の
判
決
の
中
で
、

一
八
八
八
年
の
判
例
は

こ
の
よ
う
な
観
念
を
表
現
し
て
い
る
。

す
で
に

酒
の
売
買
契
約
成
立
後
、

過
大
な
火
酒
税
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に

プ
ロ
イ
セ
シ
の

A
L
R
を
適
用
し
な
が
ら
、

そ
の
理
を
認
め
た

(
岡
山

C
N
N
N
w

∞H
)

。
第
一
次
大
戦
後

イ
シ
プ
レ

I

V
ヨ
シ
の
進
行
す
る
に
つ
れ

こ
の
種
の
判
例
は
数
を
増
し
た
。

ラ
I
レ
シ
ツ
に
よ
れ

ば
、
日
ノ
I
Jア
イ
シ
グ
・
ケ

I
ス
は

営
業
用
賃
貸
借
に
お
い
て

石
炭
の
値
上
り
を

賃
貸
人
が
蒸
気
供
給
義
務
を
負
っ
て
い
た
場
合
に
、

理
由
に
し
て
、
賃
貸
人
に
追
加
払
の
請
求
を
認
め
た
列
。
N
H
o
o
-
E
C
(
E
N
O
)
で
あ
る
。
し
か
し
、
等
価
関
係
の
破
壊
が
決
定
的
な
観
点

と
な
っ
た
判
例
は
、
前
掲
H
N
C
N
E
ω
:
口叶
(
H
S
H
)
で
あ
り
、

そ
の
後
に

エ
ル
ト
マ
シ
の
公
式
を
初
め
て
使
用
し
た
到
の
N
H

8
・
ω
N
∞

(
E
N
N
)
が
続
く
。
さ
ら
に
同
の
N
H
H
N
W
ω
巴

(HCNG)
に
は
じ
ま
る
分
担
請
求
権
に
関
す
る
判
例
も
、
等
価
関
係
の
破
壊
を
と
り
あ
っ
か
う

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ラ
l
レ
シ
ツ
は
と
の
範
障
に
入
る
事
例
の
多
く
を
疑
問
と
し
、

と
し
、
あ
る
い
は
、

あ
る
い
は
別
の
理
論
構
成
を
と
る
べ
き
で
あ
る

?uv 

そ
の
よ
う
な
等
価
関
係
の
推
移
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
百

ρ
∞・
3
1巴
)
0

か
く
し
て
、
等
価
関
係
の
破
壊
の
場
合
に
は
、
-
フ
I
レ
シ
ヅ
の
か
か
げ
る
要
件
は
、
判
例
や
他
の
学
説
よ
り
も
厳
格
で
あ
る
。
す
な
わ 乙

~~法 11 (4・42)444 
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ち
、
た
ん
な
る
等
価
関
係
の
破
壊
だ
け
で
は
足
り
ず
、
取
引
上
、
何
人
も
予
期
し
な
い
よ
う
な
事
件
の
発
生
に
よ
り
、

お
お
よ
そ
笥
伽
的

な
給
付
の
交
換
と
し
て
の
契
約
の
意
味
が
失
わ
れ
る
程
度
に
ま
で
、

そ
の
破
壊
が
達
す
る
乙
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
不
均
衡
が
た
ん

に

2
Z
σ
z
n
y
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
唱
。

σ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
、

そ
の
程
度
は
算
数
的
に

昨
定
す
る
乙
と
は
で
き
ず
、

そ
の
具
体
化
の
た
め
に
裁
判
官
に
一
定
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
純
粋
の
投
機
的
行
為
に
お
い
て
は
、

等
価
性
の
後
発
的
破
壊
は
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

(
C
F
∞
き
1
2
1

(2) 

契
約
目
的
の
到
達
不
能
(
り
5

dロ
R
E
F
n
v
g岳
巳
士
凶
2
〈
ゆ
え
円
高
一
自
宅

R
W何
回
)

客
観
的
行
為
基
礎
喪
失
の
第
二
の
類
抑
は
、
契
約
内
容
の
中
に
表
現
さ
れ
た
客
観
的
契
約
百
約
が
到
達
し
え
な
く
な
る
場
合
で
あ
る

Q

乙
の
場
合
に
は
、
履
行
不
能
の
場
合
と
同
様
、
契
約
は
、

そ
の
本
来
の
意
味
を
失
う
た
め
に
、
完
全
日
仏
、

ま
た
は
そ
の
ま
ま
で
は
維
持
で

〔

4
}

乙
の
紹
の
ケ
l
ス
を
多
く
見
て
き
た
。
ド
イ
ツ
で
は
プ

き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
英
米
法
や
ブ
ラ
シ
ス
法
の
判
例
の
中

κ
、

(寸

ロ
イ
セ
シ
の

A
L
R
が
、
当
時
の

n
E
5
c
E
現
論
の
影
響
の
下
で
、
契
約
目
的
の
到
達
不
能
の
場
合
を
規
定
し
て
い
た
(
同
日
族
出
吋

luE。

ドイツ法における行為基礎論の発展

B
G
B
は
こ
の
荷
の
規
定
を
有
し
な
い
。

こ
こ
に
法
の
欠
扶
が
あ
り
、
解
釈
が
理
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
は
側
々
の
典
型
契
約

ご
と
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

つ
ぎ
に
二
、

三
一
の
例
を
あ
げ
よ
う

(
C
F
ω

ご
i
u
g
o

売
買
契
約
で
は
、

取
庇
担
保
の
規
定
が
契
約
目
的
の
到
達
不
能
の
場
合
の
大
部
分
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
た
め
、
第
二
類
型
の
行
為
基
礎

喪
失
の
事
例
は
少
な
い
。
と
く
に
事
例
の
多
い
の
は
、
賃
貸
借
で
あ
る

Q

ダ
シ
ス
ホ
ー
ル
や
パ
ー
を
営
む
た
め
に
場
屋
の
賃
貸
が
な
さ
れ

」
」
秋
山
究
こ

7
f
i
 
戦
争
の
勃
発
ピ
よ
り
そ
れ
ら
の
営
業
が
禁
止
さ
れ
た
場
合
(
問
。
N

男
児

f
F
去
u
a
p
N豆
、
海
水
浴
場
の
屈
の
賃
貸
が
な
さ

れ
た
後

戦
下
の
勃
発
に
よ
り

海
水
浴
場
が
使
用
禁
止
に
な
っ
た
場
合
(
河
の
N

戸
豆
、

ガ
ソ

p
y
タ
シ
ク
の
賃
貸
が
な
さ
れ
た
後

戦
争
が
は
じ
ま
っ
た
た
め
、

ガ
ソ

p
y
の
入
手
が
不
可
能
と
な
り
、

し
か
も
そ
の
施
設
は
他
の
目
的
に
は
使
用
で
き
な
い
場
合
(
問
。
N

宏
w

jヒ法 11(4・43)445 



説

日
目
吋
)
、

い
ず
れ
も
契
約
目
的
の
到
達
不
能
が
考
え
ら
れ
る
。

賃
貸
借
の
使
用
そ
の
も
の
は
い
ぜ
ん
と
し
て
可
能
で

こ
れ
ら
の
場
合
に
は

論

こ
れ
ら
の
契
約
で
は
、
賃
借
物
の
使
用
目
的
が
ま
さ
に
契
約
内
容
中
に
客
観
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
そ

ハ
5
V

の
目
的
の
到
達
不
能
は
、
賃
借
物
の
使
用
不
能
と
同
一
に
あ
っ
か
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
他
、
請
負
で
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
が
考

あ
る
。
し
か
し

え
ら
れ
る
u

あ
る
教
会
の
正
面
入
口
百

2z-)
の
製
作
が
請
負
わ
れ
た

Q

教
会
は
空
仙
波
で
破
壊
さ
れ
、
再
建
は
不
可
能
と
な
っ
た
。

場
合
で
も
正
問
入
口
の
製
作
そ
の
も
の
は
、

そ
の
芸
術
家
の
仕
事
場
が
残
っ
て
い
る
か
ぎ
り
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
無
立
味
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
の
契
約
で
は
、
契
約
目
的
の
達
成
の
た
め
に

一
定
の
教
会
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
百
戸

ω
5
1

トー

o 
トd

) 。さ
て
契
約
目
的
の
到
述
不
能
と
い
う
場
合
に
は
、
契
約
目
的
が
決
定
的
に
到
達
不
能
と
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

目
的
達
成
が
一
時

的
に
困
難
に
な
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
が

(
C
F
ω
・

ENlHE)、
さ
ら
に
そ
の
目
的
は
一
方
当
事
者
の
も
の
だ
け
で
は
足
り
ず
、
共
通
の
、

客
観
的
な
契
約
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
何
が
客
観
的
契
約
目
的
で
あ
る
か
と
い
う
乙
と
は
悶
難
な
問
題
で
あ
る
。
ラ
ー

レ
シ
ツ
は
乙
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
ο

双
務
契
約
に
お
け
る
各
当
事
者
の
第
一
の
直
接
的
目
的
は
反
対
給
付
を
受
取
る
こ
と
で
あ

る
Q

こ
の
目
的
は
当
該
契
約
の
性
質
上
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
当
然
に
契
約
内
容
と
な
る
。

こ
の
第
一
の
目
的
の
ほ
か
に
、
各
当

事
者
の
表
象
の
中
に
は
、
原
則
と
し
て
第
二
、
第
三
の
目
的
が
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
存
す
る
。
た
と
え
ば
、
買
主
は
目
的
物
を
一
定
の
問

的
の
た
め
に
使
用
し
よ
う
と
考
え
る
。
か
か
る
一
方
当
事
者
の
第
二
の
目
的
は
、
相
手
方
が
そ
れ
を
知
り
、

さ
ら
に
は
っ
き
り
告
げ
ら
れ

た
場
合
で
も
、
原
則
と
し
て
、
相
手
方
に
は
関
係
が
な
い
。
た
だ
し
、
相
手
方
が
そ
の
目
的
を
契
約
給
付
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
認
め

7こ
り

そ
れ
を
顧
慮
し
て
反
対
給
付
の
額
を
確
定
し
た
り
し
た
場
合
は
例
外
で
あ
る
。

乙
の
場
合
に
は
、
当
該
目
的
が
契
約
中
広
明
示
さ

れ
、
契
約
内
容
と
な
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
が
、
契
約
内
容
の
決
定
に
さ
い
し
て
、
両
当
事
者
に
よ
っ
て
顧
慮
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て

こ
の

;!~法 11 (1・44)446 



少
な
く
と
も
間
接
的
に
契
約
内
容
中
に
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
百

Pω
・

5
ι
1
5
3
0

な
お
、
等
価
関
係
の
破
壊
た
る
と
、

目
的
の
挫
折
た
る
と
を
問
わ
ず
、
客
観
的
行
為
基
礎
の
喪
失
は
、

つ
ぎ
の
場
合
に
は
顧
慮
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い

Q

第
一
に
、
事
情
の
変
更
が
予
見
し
う
る
か
、

ま
た
は
行
為
の
性
質
上
、
損
害
を
受
け
た
当
事
者
が
危
険
を
引
受
け
る
べ

き
場
合
。
第
二
に

そ
の
原
因
が
当
事
者
の
身
上
に
存
す
る
か
、

ま
た
は
損
害
を
受
け
た
当
事
者
の
勢
力
範
囲
内
に
存
す
る
場
合
。
第
三

に
、
損
害
を
受
け
た
当
事
者
が
履
行
運
滞
ま
た
は
債
権
者
遅
滞
に
陥
っ
て
い
る
場
合
百
戸

ω・
5
叶
J

∞W
5
2
0
こ
れ
ら
の
場
合
に
事
情
変
更

に
よ
る
利
益
を
主
張
で
き
な
い
こ
と
は
、
比
較
法
的
に
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
と
く
に
説
明
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
ラ
I
レ
シ
ツ
の
客
観
的
行
為
基
礎
論
は

円
-
田
口
回
三
回
吋

muc回
目

付

∞

Z
E
5
5
理
論
の
あ
つ
か
っ
て
き
た
問
題
を
論
ず
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
従
来
の
理
論
が
、
当
事
者
の
怠
思
や
表
象
に
よ
り
な
が
ら
i
l

し
た
が
っ
て
プ
イ
ク

ν
ヨ
シ
を
免
れ
な
い
!

説
明
し
て
き
た
の
に
対
し
、
-
ブ
1
レ
シ
ツ
は
当
事
者
の
意
思
や
表
象
と
関
係
な
し
に
、
契
約
の
基
礎
と
し
て
一
定
の
事
態
が
契
約
中
に
内

は
け

在
す
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
行
為
基
礎
喪
失
の
効
果
は
契
約
解
釈
の
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う

Q

ドイツ法における行為基礎論の発展

で

つ
ぎ
に
は
、
ラ
l
レ
シ
ツ
の
契
約
観
に
さ
か
の
ぼ
り
な
が
ら
、
法
律
効
栄
の
問
題
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

山
同
じ
こ
と
は
、
法
学
の
範
囲
外
で
も
、
も
っ
と
一
般
的
に
妥
当
す
る
と
し
て
、
ラ

l
レ
ン
ツ
は
別
の
機
会
に
ス
ペ
イ
ン
の
有
名
な
哲
学
者

0
2
0
宮
司

。22丹
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
人
が
表
の
道
路
に
出
る
た
め
に
家
の
戸
を
開
け
る
場
合
を
考
え
よ
う
。
彼
は
、
自
分
の
行
動
の
目

的
、
目
標
、
動
機
に
閲
し
て
何
等
か
の
観
念
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
、
道
路
が
存
在
す
る
乙
と
、
そ
れ
が
家
に
沿
っ
て
お
り
、
通
行

可
能
で
あ
る
乙
と
に
つ
い
て
は
観
念
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
彼
に
は
自
明
の
と
と
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
外
出
の
瞬
間
に
お
け
る
道
路
の
存
在
と
そ
の
通
行
可
能
性
は
、
人
の
行
為
に
と
っ
て
無
意
味
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
人
の
行
動
と
し
て
見
解
さ
れ

る
に
め
の
根
本
的
前
提
な
の
で
あ
る
。
道
路
が
突
然
に
深
淵
の
中
に
消
え
失
せ
、
外
出
者
が
そ
の
こ
と
を
最
後
の
瞬
間
に
気
が
つ
く
な
ら
ば
、
彼
は
自
分

の
行
動
を
直
ち
に
訂
正
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
最
初
か
ら
存
在
し
て
い
に
前
提
が
消
失
し
た
か
ら
で
あ
る
乙
の
前
提
が
行
為
者
自
身
に
は
少
し

も
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
。
意
識
さ
れ
た
形
で
な
く
、
隠
さ
れ
た
形
で
、
こ
の
前
提
は
わ
れ
わ
れ
の
怠
識
と
思
考
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た

そ
こ

~t法 11 (4・45)447 



説

の
で
あ
る
。
〈

R
r自
己
一
己
口
問
2
f

∞-ω
。・

凶
勝
本
三
三
六
頁
、
小
町
谷
六
七
賞
。

ζ

の
判
決
は
、
当
時
賛
否
刷
論
を
ま
己
お
こ
し
た
。
ラ

l
レ
ン
ツ
自
身
は
、
本
件
は
裁
判
官
に
裁
量
の
余
地
を
広

く
認
め
す
ぎ
た
と
評
し
て
い
る
。
。
。
・

ω・∞
N-

印
す
な
わ
ち
、
う
イ
ヒ
賃
料
法
の
制
定
に
よ
り
負
担
の
噌
大
し
た
売
主
に
分
担
請
求
権
を
認
め
た
問
。
N
H
N
H
W
E
H
(
四
三
四
一
良
注
削
)
に
関
し
て
は
、

民
法
一
五
七
条
に
よ
る
補
充
的
契
約
解
釈
で
足
り
る
と
す
る
。
。

ρω-g-
さ
ら
に
、
ポ
ン
ド
や
ド
ル
の
価
値
の
低
下
に
も
と
づ
く
諸
判
例
(
四
三
凹

頁
注
間
)
に
つ
い
て
は
、

ζ

の
程
度
(
た
と
え
ば
二
二
%
)
の
等
価
性
の
破
壊
で
は
、
契
約
は
交
換
的
行
為
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
場
合
の
計
算
の
基
礎
の
喪
失
は
、
売
主
に
の
み
一
方
的
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
外
国
貨
幣
約
款
を
付
す
る
売
主
は
多
少
の
為
齢
相

場
の
変
動
は
自
己
の
危
険
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
。

ρω
・∞吋

ls-

凶

ラ

l
レ
ン
ツ
が
と
く
に
あ
げ
て
い
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
訟
で
は
〉

3
r
Z
ぐ
呂
志
Z

Z∞
5
3
w
戸
河
-

M

の
b
・

8
r
(拙
稿
第
て
一

O
R注
川
)
、

コ
ロ
ヰ

i
シ
ヨ
ン
・
ヶ

l
ス
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
河

2
2
甲
ぽ

2
・
5
な
w
ω

・
怠
w
N
w

ち
ω
・
(
捌
稿
第
一
一
、
四
八
一
員
注
印
)
な
ど
で
あ
る
。

間
判
例
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
賃
貸
借
に
お
け
る
殺
庇
担
保
責
任
の
規
定
を
適
用
し
、
賃
料
の
減
免
を
認
め
た
り
(
五
三
七
条
)
、
即
時
告
知
権
を
与
え

た
り
(
五
日
ご
条
)
し
て
い
る
o

類
似
の
結
果
は
、
ア
メ
リ
カ
法
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
(
加
稿
第
て
二
五
一
良
)
o

し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
訟
で
は
、
こ

の
点
、
動
拐
し
て
お
り
(
拙
稿
第
一
、
二
一
頁
)
、
フ
ラ
ン
ス
判
例
は
こ
の
よ
う
な
場
合
に
賃
料
支
払
義
務
を
維
持
し
、
ド
イ
ツ
の
判
例
と
正
反
対
の
立

場
に
あ
る
(
加
稿
箔
ご
、
間
七
頁
、
な
お
問
九
一
良
注
川
参
照
)
。

論

(同

-二
'
h
川
4

7

ー

ζ

た「

A
H
A
J
A

j公

(1) 

行

為

基

礎

が

当

初

よ

り

存

在

し

な

か

っ

た

か

、

あ

る

い

は

後

に

な

っ

て

消

失

し

た

場

合

に

は

、

ラ

1
レ
シ
ツ
に
よ
れ
ば
、
誠
引
い
〈
に

思
考
す
る
当
事
者
が
、
発
生
し
た
事
態
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
当
然
に
合
志
し
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
法
伴
効
川
市
が
発
生
し
、
裁
判
官
は
訂
正

的
契
約
解
釈
に
よ
り
、

そ

れ

を

発

見

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

さ

れ

る

お

Pω
・
ロ
0

・
5
g。
こ
の
見
解
は
、
-
プ

I
レ
シ
ツ
の
法
体
行
為
刷
出

論

、

さ

ら

に

は

法

哲

学

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る
Q

ま

ず

そ

の

検

討

か

ら

は

じ

め

る

こ

と

に

し

よ

う
Q

そ
こ
で
、

前
述
の
よ
う
に
、
己
山
口
印
己
目
白
川
地
論
か
ら
ワ
イ
シ
ト

ν
ャ
イ
ト
の
前
提
諭
に
宝
る
ま
で

事

情

変

更

の

原

則

は

契

約

解

釈

の

問

題

と

さ

れ
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て
き
た

Q

と
こ
ろ
が
、

エ
ル
ト
マ
シ
の
行
為
基
礎
論
に
至
っ
て
、

契
約
解
釈
と
絶
縁
さ
れ
、
判
例
も
ま
た
、

そ
れ
と
前
後
し
て
、
問
題
の

解
決
を
主
と
し
て
民
法
二
四
二
条
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た

Q

ラ

1
レ
シ
ツ
の
理
論
は
、
事
情
変
更
の
原
則
を
再
び
契
約
解
釈
の
問
題
と

解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
ω

ク
イ
シ
ト

ν
ヤ
イ
ト
が
前
提
を
怠
思
表
示
の
解
釈
に
よ
っ
て
確
定
し
よ
う
と
し
た
と
き
、

そ
の
北
町
民
m
に

は
、
現
実
の
行
為
志
田
む
の
み
が
法
律
効
果
の
発
生
原
因
と
な
る
と
考
え
た
、
十
九
世
紀
後
半
の
心
理
主
義
的
怠
思
表
示
理
論
が
横
た
わ
っ

て
い
た

Q

エ
ル
ト
マ
シ
は
こ
れ
を
様
端
な
怠
思
主
義
と
き
め
つ
け
、
前
提
論
を
表
示
主
義
に
改
造
し
て
行
為
基
礎
論
を
構
成
し
た
。

で
は
、
行
為
基
礎
は
契
約
成
立
の
要
件
で
は
あ
る
か
、
契
約
の
内
・
谷
と
な
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
、
行
為
基
礎
喪
失
の
効
果
は
、
も
つ
ば
ら

法
律
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し

こ
の
理
論
は
、
結
局
は
、
現
実
の
行
為
志
思
の
み
が
法
律
効
果
を
発
生
せ
し
め
る
と
い

う
こ
と
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
り

心
理
主
義
的
・
主
観
主
義
的
怠
思
表
示
理
論
が
残
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

こ
こ
に
も
な
お
、

ら
な
い

Q

こ
れ
に
対
し

-ブ

1
レ
シ
ツ
に
よ
れ
ば
、
「
志
思
主
義
よ
り
解
放
さ
れ

行
為
怠
思
そ
の
も
の
で
は
な
く

一
般
的
に
は
そ
れ

十サ

に
担
わ
れ
て
い
る
が

客
観
的
に
理
解
し
う
る
怠
味
構
造
(
。

z
o
E
Z
S
E
R
F
σ
R
g

か
つ
表
意
者
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
意
義
に
お
い
て
、
法
律
効
果
の
充
分
な
原
因

で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
な
ら
ば
、
」
別
の
解
決
が
可
能
で
あ
る

Q

あ
る
点
で
は
そ
れ
よ
り
解
き
放
さ
れ
た
表
示
が

ドイツ法昨おける行為基礎論の発展

∞一ロロ
m
o
σ
-
E
S
と
し
て
、

し
か
も
相
手
方
に
理
解
さ
れ
、

ζ

の
見
解
は

表
怠
者
が
意
思
表
示
を
し
た
と
き
に

全
然
、
も
し

く
は
少
な
く
と
も
は
っ
き
り
と
は
志
識
し
な
か
っ
た
点
を
も
考
慮
の
中
に
入
れ
る
乙
と
が
で
き
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
補
充
的
契
約
解
釈

(
民
法
一
五
七
条
)
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る

Q

そ
れ
は
契
約
の
規
定
を
「
当
事
者
の
仮
定
的
意
思
で
は
な
く
、
当
説
契
約
の
根
本
観
念
.
目
的
、

全
体
の
関
迎
お
よ
び
一
般
的
性
質
か
ら
ひ
き
出
し
、

そ
れ
を
怠
味
に
従
っ
て
合
怠
し
た
も
の
と
見
な
す
」
の
で
あ
る
(
の
0
・
∞
・

5
。1
2
2
0

一フ

I
レ
シ
ツ
は

こ
の
よ
う
に
し
て
、
契
約
の
客
観
的
解
釈
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
行
為
基
礎
を
契
約
解
釈
の
問
題
と
す
る
の
で

あ
る
。
彼
は
こ
の
立
場
に
、

以
下
の
よ
う
な
法
哲
学
的
基
礎
づ
け
を
す
る

Q

そ
こ

北法 11(4・47)449 



説

一
方
に
お
い
て
は
当
事
者
の
怠
思
に
対
し
、
他
方
に
お
い
て
は
均
分
的
正
義
の
命
令
と
名
付
け
う
る
客
観
的
断
言
的
要
求

に
対
し
、
契
約
法
上
い
か
な
る
ほ
味
が
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
ど
の
私
法
秩
序
に
と
っ
て
も
提
起
さ
れ
る
も

〈

2JV

の
で
あ
り
、
法
哲
学
の
問
題
で
あ
る
。
ラ

l
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
法
秩
序
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
私
的
自
治
の
原
則
が
求
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
、
自
己
の
な
し
た
表
示
に
対
し
当
事
者
を
約
束
す
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
す
る
。
し
か
し
、
当
事
者
は
彼
等
向
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
規
胞
を
同
時

行
為
基
礎
考
察
の
出
発
点
は

論

に
よ
り
高
次
の
内
在
的
契
約
正
義
の
倫
理
的
命
令
に
服
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
均
分
的
正
義
の
基
準
は
本
来
、
契
約
に
内
在
的
な
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
て
、
私
的
自
治
と
内
在
的
契
約
正
義
と
は
、
正
し
く
理
解
さ
れ
る
場
合
に
は
、
対
立
物
で
は
な
く
、
相
互
に
条
件
づ
け
あ
っ
て
お
り
、
弁
証
法
的
な
川

属
に
お
い
て
併
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
根
本
的
要
素
の
内
的
な
総
合
に
お
い
て
の
み
、
契
約
法
は
浬
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
以

上
は
存
在
論
的
な
説
明
で
あ
り
、
心
理
学
的
な
そ
れ
で
は
な
い
。
現
実
に
は
、
契
約
当
事
者
は
第
一
に
自
己
の
利
益
を
求
め
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
同
当

事
者
と
も
一
方
が
あ
ま
り
に
も
利
益
を
得
る
こ
と
を
欲
し
な
い
。
公
平
な
分
配
を
の
ぞ
む
。
誠
実
に
ふ
る
ま
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
主
観
的
行
為
法
位
、

と
く
に
計
算
の
基
礎
の
錯
誤
の
場
合
、

一
方
の
錯
誤
者
は
そ
れ
に
よ
り
利
益
を
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
誠
実
に
ふ
る
ま
う
べ
き
当
事
者
と
し
て
は
、
心
事
態
を

客
観
的
行
為
基
礎
の
場
合
は
、

正
し
く
知
っ
た
な
ら
ば

そ
の
よ
う
な
契
約
を
結
ば
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
説
明
で
は
不
充
分
で
あ

る
o

こ
こ
で
行
為
基
舵
良
失
が
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
結
果
、
契
約
が
t
J
事
者
の
利
益
の
調
節
と
し
て
の
ほ
味
を
完
全
に
破
壊
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の

場
合
に
な
お
当
事
者
を
契
約
に
し
ば
る
こ
と
は
信
義
誠
実
の
原
則
に
反
す
る
。
こ
の
原
則
は
契
約
に
対
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
契
約
の
た
め
に
あ

る
。
な
お
、
こ
こ
で
信
義
則
(
一
一
四
ご
条
)
の
意
味
が
問
題
と
な
る
。
ラ

i
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
判
例
の
解
す
る
よ
う
に
、
裁
判
官
が
あ
ら
ゆ
る
ギ

μ
国
を
考
慮
し
て
自
由
に
法
形
成
的
に
判
断
す
る
公
平
で
は
な
い
。
そ
れ
は
均
分
的
正
義
の
要
求
で
あ
り
、
具
体
的
な
契
約
関
係
の
み
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
そ
の
結
果
、
契
約
に
よ
っ
て
本
来
当
事
者
の
む
凶
し
た
も
の
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
行
為
法
慌
の
史
失
の
法
律
効
来
は
、

訂
正
的
契
約
解
釈
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
二
四
一
一
条
は
二
江
七
条
と
内
的
に
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
百

Pω
・
5
0
1
5
3
0
以
上
が

う

l
レ
ン
ツ
の
行
為
基
礎
論
の
法
哲
学
的
基
縫
づ
け
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
り
、
そ
の
中
に
へ

l
ゲ
ル
哲
学
の
影
響
と
ナ
チ
ス
私
法
学
の
名
残
り
を
見
出

す
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
ラ

l
レ
ン
ヅ
は
こ
の
点
で
批
判
を
免
れ
な
い
。
し
か
し
、
説
明
の
仕
方
は
と
も
あ
れ
、
そ
の
中
に
は
成
代
的
問
題
に
対
す
る
一
つ

の
現
代
的
解
決
の
方
法
が
あ
る
こ
と
を
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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(2) 

一フ
I
レ
シ
ツ
は
行
為
基
礎
の
法
律
効
果
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
な
根
本
観
念
を
示
し
た
後
、

そ
の
具
体
化
を
考
察
し
て
い
る
。

の
点
に
つ
い
て
、
当
初
は
主
観
的
行
為
基
礎
と
客
観
的
行
為
基
礎
と
を
峻
別
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
要
件
を
で
き
る
か
ぎ
り
厳
格
に

規
定
す
る
乙
と
に
つ
と
め
た
が
、
後
に
は
こ
の
立
場
を
放
棄
し
た
。
現
実
の
ケ
I
ス
の
多
様
性
を
無
視
で
き
な
い
し
、

ま
た
一
つ
の
生
活

事
実
が
主
観
的
行
為
基
礎
と
客
観
的
行
為
基
礎
と
に
ま
た
が
っ
て
存
在
す
る
乙
と
を
認
め
た
か
ら
で
あ
る
(
た
と
え
ば
計
算
の
基
礎
の
錯
誤
が

著
し
い
と
さ
、
コ
口
、
不
l
シ
ョ
ン
・
ヶ

l
ス
な
ど
)
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
両
者
の
区
別
を
無
意
味
と
す
る
の
で
は
な
い
ω

主
観
的
行
為
基
礎
が

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
以
上
に
、
契
約
が
目
的
を
失
っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
は
給
付
と
反
対
給
付
の
不
均
衡
が
唱
。
σ
で
あ
る
か
ど

う
か
等
、
客
観
的
行
為
基
礎
の
要
件
の
有
無
を
審
理
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
(
の

Pω
・ロ
o
i

ロN
)
0

以
下
、
一
フ
1
レ
シ
ツ
に
し
た
が
っ
て
、

主
観
的
行
為
基
礎
と
客
観
的
行
為
基
礎
と
を
分
け
る
乙
と
な
く
、
法
律
効
果
を
具
体
的
に
論
じ

ょ
う

Q

ま
ず
、
契
約
の
解
消
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
場
合
と
し
て
は
、
契
約
の
履
行
が
全
然
無
意
味
と
な
っ
た
場
合
(
と
く
に
目
的
の
到
達
不

ドイツ法における行為基礎論の発展

能
、
コ
ロ
ネ
i
シ
ヨ
ン
・
ヶ

l
ス
)
と
、

共
通
錯
誤
の
場
合
(
た
と
え
ば
計
算
の
基
礎
の
錯
誤
)
が
考
え
ら
れ
る
。

-
W
8
7
-

ノ

ナ
J
中
J
T
L

後
の
場
合
に
は
、
損

害
を
受
け
た
当
事
者
の
相
手
方
が
、
変
更
さ
れ
た
基
礎
に
し
た
が
っ
て
履
行
を
す
る
用
志
の
あ
る
こ
と
を
表
示
し
た
と
き
に
は
、
契
約
の

原
則
と
し
て
、

契
約
の
解
消
の
た
め
に
は

解
消
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

損
害
を
受
け
た
当
事
者
に
よ
る
解
除
の
意
思
表
示

(
継
続
的
契
約
に
お
い
て
は
告
知
)
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
為
基
礎
の
喪
失
が
明
白
で
あ
り
、
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
諸
般
の

事
情
か
ら
期
待
し
え
な
い
と
き
は

そ
の
必
要
は
な
い
(
の

ρω
・ロ
N
I
H
吋臼)。

つ
ぎ
に
、
主
観
的
行
為
基
礎
が
契
約
全
体
に
関
す
る
乙
と
な
く
、

そ
の
内
容
や
態
様
の
一
部
に
関
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
契
約

は
維
持
さ
れ

そ
の
上
で
、
契
約
内
容
を
新
し
い
事
態
に
適
合
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る

Q

と
く
に
扶
養
契
約
に
関
し
て
は
、

そ
の
さ
い
両
当

事
者
の
全
経
済
状
態
が
顧
慮
さ
れ
る
。
等
価
関
係
の
後
発
的
な
破
壊
の
と
き
は
、
場
合
を
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
が こ
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説

履
行
す
る
前
に
等
価
関
係
が
破
壊
さ
れ
た
と
き
は
、
計
算
の
基
礎
に
関
す
る
共
通
錯
誤
の
場
合
と
同
様
、
損
害
を
受
け
た
当
事
者
は
、
相

子
方
が
反
対
給
付
の
適
当
な
増
額
を
拒
絶
し
た
場
合
に
は
、
解
除
を
す
る
乙
と
が
で
き
る

Q

損
害
を
受
け
た
当
事
者
が
す
で
に
履
行
し
た

論

が
、
反
対
給
付
を
受
け
と
っ
て
い
な
い
と
き
は
、
原
則
と
し
て
反
対
給
付
の
適
当
な
増
額
が
考
え
ら
れ
る
ω

こ
の
場
合
に
、
契
約
を
解
消

し
、
不
当
利
得
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
は
効
果
的
で
は
な
い
ω

継
続
的
契
約
に
お
い
て
は
、
将
米
に
対
す
る
反
対
給
付
の
増
額
が
要
求
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
反
対
給
付
の
ど
の
く
ら
い
の
増
額
が
適
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
単
純
な
公
式
は
な
い
が
、
具
体
的
な
契
約
関
係

の
み
が
一
顧
慮
・
8
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
扶
養
契
約
の
よ
う
に
当
事
者
の
経
済
状
態
が
考
慮
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
契
約
当
事
者
は
一
定

限
度
ま
で
契
約
上
の
危
険
を
自
ら
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
投
機
的
行
為
に
つ
い
て
は
、

と
く
に
そ
う
で
あ
る
百
戸

ω
・
口
ωl
口
三
ω

以
上
に
よ
っ
て
解
除
権
が
行
使
さ
れ
る
場
合
に
は
、
解
除
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
解
除
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
不
当

利
得
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
賃
貸
借
、
雇
傭
、
請
負
に
お
い
て
、

目
的
の
到
達
不
能
に
よ
り
契
約
が
解
消
さ
れ
る
場
合
に
は
、

解
消
を
要
求
す
る
当
事
者
は
、

相
手
方
が
契
約
の
履
行
の
た
め
に
す
で
に
費
し
た
費
用
を
賠
償
す
る
義
務
が
あ
る
百
♂

原
則
と
し
て
、

ω
-
H叶
吋

15H)。

出
現
在
、
同
じ
立
場
を
と
る
も
の
と
し
て
、

ze℃
R
L
a
w
F
E印二凶・

8h仲
間
・
そ
の
他
、

ω円
r
g
Eマ
ヨ
ヨ
三
め
♂
回
円
。
同
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
に
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
ラ
イ
ト
卿
飽
論
が
こ
れ
に
対
応
す
る
。
拙
稿
策
て
一
一
一
区
以
下
。
な
お
、
ラ

l
レ
シ
ツ
の
法
律
行
為
論
は
.
ナ
チ
ス
時
代
以
前
に
発
表

さ
れ
に
里
町

Z
2
r
o
L
O
含
門
〉

g
g開
口
口
問

ι
2
m
m
n
z
m間巾印円
Errgω
。
-
-
の
中
で
す
で
に
版
関
さ
れ
て
い
る
。

間
ナ
チ
ス
時
代
に
お
け
る
ラ

l
レ
ン
ツ
は
、
契
約
を
民
政
的
秩
序
形
成
の
第
二
次
的
要
紫
と
考
え
に
。
戎
妥
「
ナ
チ
ス
の
契
約
型
論
」
前
掲
一
一
一
日
以

下
G
4
7
1
レ
ン
ツ
は
、
戦
後
の
著
書
に
お
い
て
、
ナ
チ
ス
時
代
の
自
己
の
学
説
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
と
こ
み
が
な
い
。

(到

間

題

rL; 

以
上
の
紹
介
に
よ
り
、
一
フ
l
レ
シ
ツ
の
行
為
基
礎
論
は
従
米
の
懸
案
を
一
応
解
決
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
ω

ワ
イ
シ
ト

ν
ャ
イ

北法 II(4・50)452 



ト
の
前
提
論
以
来
、

ド
イ
ツ
の
行
為
基
礎
論
に
は
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
が
充
分
自
覚
さ
れ
ず
に
混
合
し
て
い
た

Q

一ブ

1
レ
ン
ツ
は

ζ

の
点
に
注
目
し
、

主
観
的
行
為
基
礎
を
共
通
錯
訳
論
と
し
て
独
立
さ
せ
、
本
米
の
の
一

2
2
z
z
g
m位。∞
E
E
5
5
は
客
観
的
行
為
基

礎
と
し
て
論
じ
た

Q

後
者
の
場
合
に
は
、
当
事
者
の
志
思
や
表
象
ヒ
関
係
の
な
い
客
観
的
事
情
の
変
更
が
い
か
に
し
て
契
約
の
効
力
に
路

響
を
与
え
る
か
と
い
う
点
に
、
従
来
理
論
的
難
点
が
あ
っ
た
が
、
一
プ
l
レ
シ
ツ
は
、
新
ら
し
い
契
約
浬
論
に
よ
り
、

こ
れ
を
契
約
の
客
観

的
解
釈
の
問
題
と
な
し
う
る
こ
と
を
主
張
し
た

Q

さ
ら
に
客
観
的
行
為
基
礎
に
関
し
て
.
一
フ

I
レ
シ
ツ
は
、

要
件
を
厳
格
に
し
、
等
価
閲

係
の
破
壊
と
契
約
目
的
の
到
達
不
能
の
二
つ
の
場
合
に
の
み
、
契
約
の
改
訂
ま
た
は
解
除
を
認
め
、

こ
の
点
で
ル
ー
ズ
に
な
り
が
ち
な
判

例
を
批
判
し
た
。
以
上
の
理
論
は
、
従
来
の
学
説
の
成
果
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
州
一
一
一
宮
な
判
例
に
よ
っ
て
も
一
公
付
さ
れ

(

1

)

 

て
お
り
、
ま
た
比
較
法
的
な
視
野
も
導
入
さ
れ
て
い
る
ω

方
法
論
的
に
も
、
一
般
条
項
の
適
用
に
さ
い
し
具
体
化
、
類
型
化
を
志
向
し
て

〔

zv

い
る
の
は
、
近
時
の
傾
向
に
合
す
る
も
の
で
あ
る

Q

以
上
の
諸
点
で
、
一
ブ
l
レ
ン
ツ
の
行
為
基
礎
論
は
現
代
の
理
論
と
し
て
大
き
な
ぷ
誌

(
3
J
}
 

を
有
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い

Q

有
力
な
学
説
が
直
ち
に
一
ブ
l
レ
ン
ツ
の
見
解
を
全
面
的
に
採
用
し
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

ドイツ法における行為基礎論の発展

し
か
し
、
ラ
l
レ
シ
ツ
の
行
為
基
礎
論
は

一
般
理
論
と
し
て
明
確
な
要
件
と
効
果
と
を
も
っ
法
的
構
成
の
樹
立
に
成
功
し
た
で
あ
ろ

そ
の
本
格
的
な
検
討
は
後
述
す
る
と
こ
ろ
に
ゆ
ず
り

こ
こ
で
は
、
ラ

I
レ
ン
ツ
理
論
の
問
題
点
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

う
か

Q

主
観
的
行
為
基
礎
と
客
観
的
行
為
基
礎
と
は
区
別
さ
れ
う
る
か
。

の
し
め
く
く
り
と
し
た
い
ο

ま
ず
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ま
ち
が
つ

た
表
象
を
も
つ
こ
と
と
、
正
し
い
こ
と
に
つ
い
て
何
等
表
象
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
と
は
、
心
理
的
に
紙
一
重
の
走
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、

区
別
す
べ
き
実
質
的
根
拠
が
な
い
ほ
か
、
両
者
と
も
最
終
的
に
は

N
Z
B
E
σ
R
Z
X
の
有
無
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
結
局
、
両
者

は
統
-
的
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
る
@

つ
ぎ
に
、
主
観
的
行
為
基
礎
の
独
立
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
行
為
基
礎
と
は
関
係
な
く
説
明
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る

Q

ま
た
、
主
観
的
行
為
基
礎
を
共
通
錯
誤
の
場
合 [，6 
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説

に
限
定
す
る
こ
と
は
、
不
当
な
結
果
を
残
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
さ
ら
に
客
観
的
行
為
基
礎
に
つ
い
て
は
、

ζ

れ
を
等

価
関
係
の
破
壊
と
目
的
の
到
達
不
能
の
二
つ
の
場
合
に
か
ぎ
る
こ
と
の
根
拠
が
問
わ
れ
て
い
円
配
。
た
し
か
に
、
ラ
l
レ
シ
ツ
に
は
こ
の
点

論

の
理
論
的
説
明
が
不
充
分
で
あ
る
。
等
価
関
係
の
破
成
の
場
合
に
、
破
壊
の
程
度
が

q
Z
E
n
y
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
い
う
の

は
厳
格
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
目
的
の
到
達
不
能
の
場
合
に
、
目
的
が
契
約
の
内
容
と
な
る
と
き
は
、
契
約
目
的
喪
失
の
制
度
は
行
為
基
礎

と
別
個
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
目
的
は
主
観
的
に
な
り
や
す
く
、
こ
の
点
で
と
く
に
主
観
的
行
為
基
礎
と
の

区
別
が
困
難
と
な
る
。
客
観
的
行
為
基
礎
の
場
合
に
、
公
平
の
考
慮
を
で
き
る
か
ぎ
り
し
り
ぞ
け
よ
う
と
す
る
ラ
1
レ
シ
ツ
の
根
本
的
思

想
に
対
し
て
も
批
判
が
強
い
。
契
約
を
客
観
的
に
理
解
し
う
る
怠
味
構
造
と
考
え
る
立
場
も
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

せ
っ
か
く
の
ラ
l
レ
シ
ツ
の
行
為
基
礎
論
も
、
明
確
な
要
件
を
確
定
す
る
乙
と
に
成
功
し
た
か
否
か
疑
わ
し
い
。
わ
れ
わ
れ
は
青
い
応
を

求
め
て
さ
ら
に
旅
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

出

た

だ

し

、

う

l
レ
ン
ヅ
の
比
較
法
は
教
科
書
類
の
み
に
た
よ
っ
て
お
り
、

凡
F
n
h
H》
】

印

N
W

凶∞
H

・

凶
私
法
学
の
万
法
論
に
お
け
る
具
体
化
と
類
型
佑
は
、
カ
ー
ル
・
シ
ユ
ミ
ゥ
ト
の
具
体
的
秩
序
思
組
を
、
う

l
レ
ノ
ヅ
が
私
法
学
に
導
入
し
た
結
果
で
あ

る
と
も
い
わ
れ
る
。
吾
妻
「
私
法
学
か
ら
見
た
具
体
的
秩
序
の
忠
惣
」
民
尚
一
凶
巻
四
号
参
照
。
な
お
、
ラ

l
レ
ン
ツ
の
法
学
万
法
論
に
つ
い
て
は
、
今

日
で
は

5
2
Y
G
L
g
r
r
B
L
R
m
R
r
z
i
m
Zロ∞円
}
g
F
s
g
が
参
照
さ
れ
な
け
れ
ば
尽
ら
な
い
。

凶

z
q℃
O
E
a
u
四
回
吋
叶

wω
・
5
浅町・

凶

C
7
5
3
p
ω
・
5
0
u
内
晶
子

ω・
5
甲
山
開

g
m門

司

]
N

印
∞
-
ロ
汁
切
2
F
ω
-
g
-

同

E
C
E
P
ω
・凶
H

H

h

・
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
契
約
に
お
け
る
合
意
の
解
釈
で
同
様
な
解
決
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

刷

巴
0
5
3
dコ
〉
門
司
H
印
N
W
M
認
-

m
E
C
5
3
2・
F
P
C
-
ω
3・
な
お
う

l
レ
ン
ツ
自
身
、
現
在
で
は
こ
の
両
者
の
い
ず
れ
に
も
婦
さ
な
い
場
合
一

m
q立
2
Z
町
生
命
)
の
存
在
を
認
め
て

本
格
的
な
も
の
で
は
な
い
。

∞一C
5
0同
町
ア

こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
レ
て
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れ
る
。
の
の
"ω
・

]
F
H
印
咽
]
戸
田
品
・

刷
問
。
m巾
fω

巴
∞
一
切
『
GHwω
・
宝
・

間

H
U
Zア
ω
与
己
b
z
n
y
y
ω
-
u宮
内
-
u
E
E
E
P
ω
-
N
5
戸

川

∞
H
C
M
U

∞・

8
・

凶
回
日

C
5
3
2
w
〉
n
H
ν
5
N
V
N
∞f
E
C
E
P
ω
-
N日ム・

間

択

の

mmfω
・

5吋・

(
本
研
究
に
対
し
、
昭
和
一
二
十
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
貨
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
を
附
記
す
る
J

けドイツ法における行為基礎論の発展
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