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日見

被
合
計
の
承
諾
の
体
系
的
地
作
に
つ
い
て

被
合
計
の
承
諾
の
犯
川
井
阻
辺
根
拠
に
つ
い
て

(
)
ド
イ
ソ
の
議
論

(
二
)
円
本
の
議
前

第
一
一
節
本
稿
の
課
題

第
一
草
阿
家
・
公
共
の
法
拾
に
対
す
る
罪
、
と
被
害
者
の
恥
諾

第
一
章
財
産
に
対
す
る
い
汁
と
被
古
朽
の
承
諾

第
三
平
自
由
に
対
す
る
押
と
紋
合
計
の
承
諾

第
阿
草
牛
命
・
身
体
に
対
す
る
罪
と
被
山
千
円
卓
有
の
本
詰

結
語
!
総
論
的
ど
察
へ
の
不
峻
l

戸
以
上
本
号
)

4 

H附

序
論

町
市
一
日
出

は
じ
め
に

被
害
者
の
本
諾
ー
と
は

構
成
要
件
が
保
護
の
対
象
ー
と
し
て
い
る
法
ぷ
の
所
有
者
が
、

Jw↓
該
法
v血
の
μ
H
宝
門
に
示
刊
誌
す
る
こ
と
を
い
う
。

被
害
者
の
本
諾
は

ロ
ー
マ
法
の
格
一
百
「
〈
C

一2
2
5百
三
己
}
雪
E
一

ロ
ー
マ
法

(
欲
す
る
者
に
不
法
は
生
じ
な
い

が
示
す
よ
う
に

時
代
か
ら
不
法
阻
却
の
効
県
が
認
め
ら
れ
て
い
た
】

た
だ
し
口

l
マ
法
時
代
の
刑
事
法
は
、
現
存
で
百
う
と
こ
ろ
の
不
法
行
為
法
と
刑
法
と

が
複
雑
に
入
り
混
じ
っ
た
領
域
で
あ
り
、
刑
事
訴
訟
の
判
決
が
、

同
家
権
力
の
行
使
と
い
う
よ
り
は
従
害
者
自
身
で
加
え
る
こ
と
の
で
き
る

lヒ:士:i8(3'2)106月



制
裁
の
方
法
と
程
度
を
規
制
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
占
で
現
在
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
c

現
存
の
刑
法
実
務
や
判
例
、
学
説
に
お
い
て
も
、
被
害
者
の
承
諾
が
広
く
犯
罫
の
成
烹
を
妨
げ
る
こ
と
は
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
υ

し

か
し
、
刑
法
二

O
一
条
(
自
殺
関
与
及
び
川
苦
悩
殺
人
罪
)
が
析
す
よ
う
に
、
す
べ
て
の
犯
罪
に
お
い
て
そ
の
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
ま
た
、
傷
常
罫
に
お
い
て
も
、
円
本
ゃ
ド
イ
ツ
の
判
例
通
説
は
、

部
で
「
〈
c
一命日台ロ

2
2ご
と
ミ
E
一
を
認
め
な
が
ら
、

一
部
で
そ
れ
を

γ

川
固
定
し
て
い
る
c

し
か
し
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
被
害
者
の
示
請
に
は
犯
罪
の
成
す
を
阻
却
す
る
効
果
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
な
ぜ
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
効

果
が
制
限
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
疑
問
は
こ
れ
ま
で
川
法
の
正
献
に
お
い
て
も
っ
と
も
頻
繁
に
論
ぜ
ら
れ
た
テ
!
?
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
ま
だ
こ
の
問
題
が
統
一
的
な
解
決
を
み
な
い
の
は
、
刑
法
に
お
け
る
被
害
者
の
ホ
諾
の
領
域
が
、
刑
法
の
瓜

論
的
な
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
的
科
学
的
な
問
題
を
も
合
ん
で
い
る
こ
と
に
山
宋
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

彼
害
者
の
ぷ
諾
が
犯
罪
を
困
却
す
る
回
収
拠
に
つ
い
て
は
、

卜
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
複
数
の
論
者
が
そ
れ
を
検
討
し
て
き
た
の
だ
が
、

そ
れ
は
近
年
で
は
主
に
総
論
の
分
野
で
行
わ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
被
害
者
の
不
誌
は
複
数
の
各
論
構
成
要
件
を
カ
バ
ー
す
る
総
論
的
な
犯

山
罪
阻
却
事
由
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
総
論
的
な
検
討
が
有
川
で
あ
ろ
う
じ
し
か
し
、
他
方
で
そ
れ
は
各

論
の
構
成
要
刊
と
、

と
り
わ
け
そ
の
『
止
一
口
や
法
誌
の
件
質
と
非
市
に
深
く
か
か
わ
っ
た
犯
罪
阻
却
事
由
で
も
あ
る
の
そ
の
た
め
他
の
犯
罪
問

よ
り
詳
細
な
各
論
的
検
討
を
も
必
要
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
こ

却
事
自
に
比
し
て
総
論
的
な
検
討
に
加
え
、

被有者の本譜 (1i 

れ
ま
で
経
論
的
に
検
討
さ
れ
て
き
た
諸
子

l
ゼ
は
、
主
に
傷
害
罪
ー
と
の
関
係
で
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
テ

l
ゼ
が
、
文
言
も

法
悦
の
性
質
も
異
な
る
他
の
す
べ
て
の
構
成
要
件
に
あ
て
は
ま
る
か
は
疑
問
で
あ
ろ
う
c

本
稿
で
は
被
害
者
の
承
諾
の
こ
の
よ
う
な
件
貨
に
薪

H
L、
こ
れ
ま
で
総
論
的
な
伺
点
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
が
中
心
で
あ
っ
た
承
諾
論
を

各
論
的
な
机
点
か
ら
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
害
者
の
承
諾
論
の
さ
ら
な
る
理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
ロ

北法58(3.3) 1069 



日見

な
お
、
こ
の
よ
う
な
各
論
的
検
討
に
入
る
前
に
、

そ
の
一
議
論
の
某
盤
と
な
る
総
論
的
な
一一
議
論
、
と
り
わ
け
被
常
者
の
示
請
の
犯
罪
論
体
系

上
の
地
伏
に
つ
い
て
、
そ
し
て
犯
罫
川
出
却
机
拠
に
つ
い
て
の
リ
テ
説
を
何
人
川
・
整
矧
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
っ
序
論
第
二
節
で
は
ま
ず

4 

H附

こ
の
点
に
つ
い
て
略
述
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
総
論
的
な
議
論
を
ふ
ま
え
た
よ
で
、
序
論
第
一
節
に
お
い
て
本
稿
の

f
定
す
る
か
什
論
的

考
察
の
立
義
と
射
程
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
ー
と
す
る
「

第
二
節

被
工
口
有
の
承
諾
!
総
論
的
考
察
!

被
究
者
の
承
諾
の
体
系
的
地
位
に
つ
い
て

彼
害
者
の
ぷ
諾
の
犯
罪
問
却
根
拠
を
論
じ
る
に
中
た
っ
て
、
ま
ず
疑
問
と
さ
れ
る
の
は
、
刑
法
典
に
は
保
護
法
祈
も
行
為
態
傑
も
異
な
っ

た
多
種
多
綜
の
構
成
要
件
が
含
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
出
口
苫
の
承
認
は
す
べ
て
の
構
成
安
件
に
共
通
し
た
一
つ
の
性
質
を
有
す

て
、
被
害
者
の
示
訴
を
、
構
成
一
安
打
該
当
牲
を
排
除
す
る
「
合
意
一
と
違
法

る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
c

こ
の
点
に
つ

件
を
阻
却
す
る
「
同
志
」
に

μ別
し
た
の
は
ゲ
l
ル
ズ
で
あ
っ
た
れ

ゲ

1
ル
ズ
に
よ
る
と
、
同
意
は
、
慣
省
法
的
に
認
め
ら
れ
た
そ
の
違
法
性
幽
却
の
効
果
に
よ
っ
て
構
成
要
件
に
該
当
し
た
行
為
か
ら
そ
の

進
法
性
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
つ
他
方
ム
n
怠
は
、
川
法
の
構
成
要
件
が
明
確
に
あ
る
い
は
そ
の
性
質
に
基
づ
い
て
、
行
為
が
い
ち
倒
的

に
被
害
者
の
ポ
実
的
意
以
に
以
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
き
に
、
行
為
が
構
成
安
件
を
充
日
比
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
c

協
択

号
す
れ
ば
、
同
意
は
違
法
性
欠
如
の
た
め
に
必
要
な
法
的
に
重
要
な
意
思
で
あ
っ
て
、
ム
円
意
は
純
粋
に
事
実
的
な
「
意
思
に
反
す
る
」
と
い

う
構
成
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
排
除
す
る
要
ぷ
な
の
で
あ
る
υ

lヒ:士:i8(3'4)1070



そ
し
て
ゲ
i
ル
ス
は
、
合
意
の
事
実
的
性
質
、
同
志
の
法
的
性
質
か
ら
、
被
t
r
H

者
の
承
諾
が
有
効
と
な
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
要
件
的
差

引
を
設
け
た
。
ま
ず
、
被
市
行
者
の
示
諾
が
外
部
に
表
明
さ
れ
て
い
る
、
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
示
請
の
点
式
に
関
し
て
は
、
ム
2
Eは
被
弁
者
の

本
誌
が
外
部
に
表
明
き
れ
て
い
る
必
要
は
な
く
、
被
半
口
者
の
内
心
に
存
在
す
れ
ば

l
分
で
あ
る
志
思
傾
向
説
が
ふ
さ
わ
し
い
と
し
、
同
意

は
外
部
に
表
明
さ
れ
て
始
め
て
有
効
と
み
な
さ
れ
る
意
思
表
明
説
が
ふ
さ
わ
し
い
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
構
成
嬰
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の

有
無
を
純
粋
に
事
実
的
に
判
断
す
る
ム
門
志
に
と
っ
て
、
そ
の
メ
ル
ク
マ
ル
の
存
存
あ
る
い
は
欠
釦
が
行
為
者
に
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
は
決
定
的
な
問
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
他
方
、
川
青
山
が
ψ
l
該
行
為
の
犯
詐
成
立
を
妨
げ
る
回
収
拠
は
、
正
当
化
事
山
の
本
質
の
た
め
に

決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
進
法
論
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
は
主
観
的
正
心
化
史
素
、
す
な
わ
ち
行
為
者
が
被
究
者
の
承
諾
を
知
っ

て
い
た
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
ゲ

l
ル
ズ
は
、
被
害
者
の
ホ
諾
能
力
に
関
し
て
、
与
門
怠
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
成

要
件
機
能
に
鑑
み
て
、
被
常
者
が
行
為
の
違
法
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
白
然
的
な
意
忠
で
承
諾
が
な
さ
れ
て
い
れ

ば

l
分
で
あ
る
と
し
た
の
に
対
し
、
同
窓
は
被
害
者
に
同
音
ー
能
力
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
っ
こ
の
ば
あ
い
の
同
志
能
力
は
、
同
志

者
が
具
体
的
な
均
台
に
必
要
不
叶
欠
な
成
熟
昨
と
、
行
為
の
違
法
そ
し
て
そ
の
行
為
の
影
響
に
つ
い
て
の
認
識
を
持
う
て
い
る
と
き
に
認
め

ロ)

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
c

さ
ら
に
、
ゲ

l
ル
ズ
は
良
俗
違
反
偽
計
主
主
一
三
)
・
強
制
に
よ
ワ
て
何
ら
れ
た
承
諾
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
も
、

一『ハ

a
条
に
鑑
み
て
、
出
川
音
芯
に
お

上
述
し
た
一
要
件
と
同
械
に
同
窓
を
合
意
よ
り
も
厳
し
い
要
件
に
従
わ
せ
た
〔

つ
ま
り
ト
イ
ツ
刑
法
一

被有者の本譜 (1i 

い
て
は
、
行
為
あ
る
い
は
同
意
の
反
良
俗
性
が
同
意
の
違
法
性
幽
却
の
効
果
を
妨
げ
る
と
し
た
方
で
、
合
意
は
そ
の
よ
う
な
制
限
の
下
に

間
く
こ
と
を
し
な
か
っ
た
っ
ま
た
、
被
害
者
の
意
思
決
定
が
行
為
者
の
偽
計
的
な
行
為
か
ら
止
ぜ
し
め
ら
れ
た
際
あ
る
い
は
強
制
等
で
同

志
が
不
正
に
入
手
さ
れ
た
ば
あ
い
は
、
そ
の
同
意
は
無
効
で
あ
る
と
し
、
他
方
で
台
意
の
ば
あ
い
は
、
甘
柄
本
的
に
は
そ
の
事
実
的
性
質
ゆ

え
に
有
効
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
、
宇
部
は
各
々
の
構
成
要
件
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
し
た

北法58(3-5)1071

こ
の
よ
う
な
安
件
的
差
川
に
加
え
て
ゲ
1
ル
ズ
は
そ
の
効
果
に
関
し
て
も
阿
者
の
差
異
を
見
出
し
た
っ
第
に
、
行
為
者
が
存
在
し
て
い



日見

た
同
意
を
訟
識
し
て
い
な
か
っ
た
ば
あ
い
、
す
な
わ
ち
川
意
の
不
知
に
閃
し
て
、
ゲ
i
ル
ズ
は
、
構
成
要
件
自
体
は
す
で
に
充
足
さ
れ
て
い

る
の
で
、
そ
の
既
透
は
ゆ
る
ぎ
な
い
と
し
て
同
意
に
お
け
る
未
遂
の
可
能
性
を
台
定
し
、
構
成
要
刊
の
充
足
性
の
段
階
で
問
題
と
な
っ
て

い
る
合
意
で
は
よ
遂
成
立
の
り
能
性
を
口
定
し
た
。
ま
た
ゲ

l
ル
ズ
は
第
二
の
差
異
を
、
行
為
者
が
川
意
あ
る
い
は
合
意
が
存
在
す
る
と

4 

H附

誤
っ
て
以
い
込
ん
だ
と
き
、
す
な
わ
ち
錯
誤
に
よ
っ
一
て

y

本
誌
の
受
内
閣
が
な
さ
れ
た
時
に
見
出
し
た
。
各
々
の
性
質
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、

f
m
U」

f
m」

同
意
は
常
に
違
法
性
の
錯
誤
で
あ
り
、
作
意
は
構
成
要
件
の
錯
一
誌
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
c

そ
の
た
め
ム
早
起
は
刑
法
ム
九
条
が
適
用
さ
れ
、

て
故
意
が
阻
却
さ
れ

制
青
山
の
表
明
が
あ
っ
た
と
以
い
込
ん
だ
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
刑
法
五
九
条
の
頬
推
適
用
に
よ
っ

へ

引

-

一

口

-

同
意
殺
人
が
前
さ
れ
る
と
い
ぶ
つ
一
て
い
た
等
の
ぱ
あ
い
に
は
、
禁
止
の
錯
誤
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る

υ

故
意
が
閑
却
さ
れ
る
の
に
対
し

同
意
は

ゲ

l
ル
ズ
が
提
附
し
た
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
被
写
者
の
承
諾
を
す
べ
て
正
当
化
事
由
に
分
類
し
、
そ
の
実
質
的
な
議
論
を
個
々
の
解
釈

的
な
要
件
、
た
と
え
ば
良
俗
達
以
の
承
諾
の
取
り
扱
い
や
被
害
者
の
訟
識
能
力
の
問
題
な
ど
に
集
中
さ
せ
て
い
た
か
つ
て
の
学
説
か
ら
す
れ

一
お
)

ば
、
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
コ

し
か
し
合
志
と
同
意
を
区
別
す
る
い
比
解
(
以
卜
一
正
説
と
い
う
)

は
確
か
に
こ
の
時
点
で
は
圧
倒
的
な
よ
持
を
得
て
通
説
と
な
っ
た
も
の

の
、
じ
っ
年
代
の
初
め
か
ら
は
、
そ
れ
は
部
で
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
っ
た
仁
そ
し
て
、
被
常
者
の
永
諾
は
す
べ
て
構
成
製
件
該
中
性

を
排
除
す
る
法
制
度
で
あ
る
と
い
う
解
釈
(
以
卜
刈
説
と
呼
ぶ
)
も
有
力
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
「

い
ま
だ
そ
の
解
決
を
み
ず
、
ま
た
現
在
で
は
被
害
者
の
永
一
諾
を
さ
ら
に
「
合
意
」
「
構
成
要
件
該
当
性
を

排
除
す
る
同
意
」
「
川
市
化
の
同
意
」
に
区
別
す
る
一
冗
況
が
干
張
さ
れ
る
な
ど
、
被
存
者
の
承
諾
の
体
系
的
地
位
の
議
論
は
ま
す
ま
す
混

迷
を
極
め
て
い
る
c

一
元
説
と
一
正
説
の
対
山
は

そ
も
そ
も
、

一
元
説
と
二
一
冗
説
の
根
底
に
あ
る
差
川
口
ハ
は
、
構
成
要
件
が
保
護
す
る
法
掃
を
何
と
考
え
る
か
に
山
来
す
る
の
だ
が
、
こ
の
占

に
つ
い
て
は
犯
罪
問
却
松
拠
の
設
論
を
紹
介
す
る
際
に
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
以
十
で
は
、

二
元
説
に
基
づ
い
た
場
合
の
合
志
と
同
意
の
要

lヒ:士:i8(3.ti)1072



判
的
・
効
果
的
尤
央
の
問
題
に
つ
い
て
、
な
お
五
丁
の
説
明
を
加
え
た
い
の
な
ぜ
な
ら
、
も
し
も
合
意
と
同
意
の

μ別
か
ら
こ
の
よ
う
な
差

別
が
全
く
牛
じ
な
け
れ
ば
用
論
上
の
何
者
の
区
別
は
全
く
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、
一
五
説
の
本
米
的
意
義
は
失
わ
れ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
つ

二
冗
市
・
一
元
説
い
ず
れ
の
山
一
幼
か
ら
も
、

ゲ
l
ル
ス
が
提
唱
し
た
合
意
と
同
意
の
要
件
的
r
L
H
A
は
批
判

ド
イ
ツ
の
苧
説
に
お
い
て
は
、

さ
れ
て
い
る
c

し
か
し
、
日
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
の
多
く
が
、
ゲ
ル
ズ
の
見
解
を
完
全
に
芥
ー
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
υ

ド
イ
ツ
学
説
の
王
な
批
判
は
、
合
意
と
阿
立
の
要
件
に
は
速
い
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ゲ
1
ル
ズ
が
提
唱

rm-

し
た
要
件
の
う
ち
、
「
合
意
」
に
係
る
安
件
が
適
切
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
っ
合
意
の
袋
件
は
、
同
意
の
そ
れ
と
は
兵
な
っ
て
、

構
成
要
件
ご
と
の
検
討
が
必
安
で
あ
り
、
ポ
実
的
な
件
質
か
ら
画
一
的
に
専
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
点
で
、
問
的
な
安
打

を
ム
刊
す
る
川
志
と
そ
う
で
は
な
い
合
意
の

M
別
は
な
お
重
要
性
を
合
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
c

元
説
も
こ
の
点
は
同
械
で
あ
り
、
あ

のら
重ゆ
要る
性与え
を諸
説、は
識構
~ 1''< 
γ 要
い件
品"?設
も当
九件
せい を
か排
ξ1;主
l士 i-

、 é~

と
L、

IJIJ 
提
σ〉
下
で

一
元
説
は
承
諾
の
要
件
を
検
討
す
る
際
に
、
山
者
の
区
別
の
事
実
上

い
わ
ゆ
る
合
意
は
何
々
の
構
成
要
件
が
充
足
さ
れ
る
か
ア
川
円
か
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
同

志
は
全
体
的
な
行
為
の
犯
罪
牲
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
性
質
卜
の
茅
異
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
仁
そ
し
て
両

者
は
た
し
か
に
同
じ
体
系
に
伶
間
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
要
件
に
闘
し
て
は
、
同
意
は
両
的
に
定
め
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
テ
ー
ゼ
に
従
い
、

合
意
は
そ
の
よ
う
な
両
的
な
テ

1
ゼ
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
同
者
の
区
別
に
は
一

fb
の
何
値
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で

被有者の本譜 (1i 

ゑ

γ

。υ

北法58(3-7)1073

そ
れ
に
対
し
て
効
果
に
つ
い
て
は
、

π4況
に
よ
れ
ば
、
台
志
も
同
窓
も
同
じ
構
成
安
打

二
冗
説
と
一
公
説
は
対
止
す
る
こ
と
に
な
る
c

該
当
性
排
除
事
由
で
あ
る
の
で
同
じ
効
県
が
与
え
ら
れ
る
が
、
一
一
パ
説
に
よ
れ
ば
ム
早
巴
は
構
成
要
件
、
川
玄
は
違
法
性
に
係
っ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
件
質
に
応
じ
た
効
果
が
守
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
υ



日見

ト
イ

y
の
あ
小
諾
論
に
お
い
て
合
意
同
意
の
区
別
が

定
程
度
の
重
要
性
を
川
め
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
の
学
説
に
お
い
て
は
、
合
意
・

lヒ:士:i8(3'8)1074

4 

H附

同
意
と
い
っ
た
川
一
誌
を
用
い
て
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
論
じ
る
傾
向
が
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
か
っ
た
。

日
本
に
お
け
る
示
諾
論
の
総
論
的
倹
討
で
と
り
わ
け
よ
く
川
い
ら
れ
る
記
述
は
、
以
卜
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う

J

「
被
害
者
の
承
諾
は

進
法
性
阻
却
一
事
由
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
被
害
者
の
承
諾
は
つ
ね
に
違
法
性
阻
却
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
。
被
害
者
の
承
諾
は
他

に
、
必
一
被
害
苫
の
示
諾
が
あ
る
と
、
構
成
安
件
該
巾
I
糾
れ
を
欠
く
ば
あ
い

(
た
と
え
ば
性
屑
侵
入
・
強
姦
・
窃
海
)
、
③
構
成
要
件
上
、
被
市
東
日

(
た
と
え
ば
二
二
依
十
不
満
の
婦
女
に
対
す
る
議
派
・
十
本
成
年
者
の
誘
拐
)
、
③
被
弁
者
の
承
諾
が
あ

者
の
承
諾
の
有
無
を
問
わ
な
い
、
は
あ
い

る
ば
あ
い
を
他
の
構
成
要
刊
と
し
て
い
る
ば
あ
い

違
法
性
阻
却
事
山
と
な
る
も
の
で
は
な
い
二
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
記
述
の
後
に
、
被
写
者
の
承
諾
の
要
件
が
け
巾
l
化
事
山
に
分
類
さ
れ
た

(
た
と
え
ば
同
意
殺
人
・
同
意
刊
誌
山
)

が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
は
あ
い
の
被
常
者
の
永
諾
は

ホ
諾
の
領
域
だ
け
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
c

こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
、
主
況
で
い
う
と
こ
ろ
の
合
意
と
同
立
の
ド
別
は
、

(均一

る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
ト
イ
ツ
ほ
ど
再
要
概
さ
れ
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
多
く
の
論
者
が
、
合
意
と
川
意
の
区

(
明
確
に
で
は
な
い
に
せ
よ

一
応
の
前
提
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

刊
・
効
果
)

別
の
中
に
、
体
系
的
な
違
い
以
上
の
意
義
を
見
山
川
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
c

つ
ま
り
両
者
の
犯
罫
阻
却
根
拠
、
あ
る
い
は
実
質
的
な
適
凶
(
要

は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〔
そ
れ
ゆ
え
両
者
の
区
別
は
血
音
芯
味
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

H
巾
化
事
山

と
し
て
の
承
諾
で
論
じ
た
要
件
は

そ
の
一
方
で
、
要
刊
的
・
効
果
的
差
兵
を
見
向
し
、
合
意
と
同
意
の
区
別
に
は
立
義
が
あ
る
と
す
る
論
百
も
確
か
に
い
る
。
し
か
し
そ

い
わ
ゆ
る
合
意
に
お
い
て
も
適
川
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

の
よ
う
な
見
解
は
合
立
と
同
意
の
区
別
を

H
本
の
学
説
に
定
着
さ
せ
る
ほ
ど
有
力
な
見
解
と
は
な
ワ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
c

な
お
日
本
に
お
い
て
は
、
ム
早
巴
と
同
志
の
効
果
的
差
異
は
ゲ

l
ル
ズ
が
提
唱
し
た
二
つ
の
効
果
と
は
別
に
、
刑
事
訴
訟
法
と
の
閃
係
で
も

検
副
さ
れ
て
い
る
つ
刑
事
訴
訟
法
一
二
一
烹
条
一
項
は
「
法
律
卜
犯
詐
の
成
す
を
妨
げ
る
理
由
又
は
刑
の
加
重
減
免
の
理
山
と
な
る
事
実
が
、
土



張
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
す
る
判
断
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
ム
門
玄
と
同
窓
を
区
別
す
る
1
4
場
に
よ
れ
ば
、

同
意
は
法
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
の
で
有
罪
判
決
の
中
で
判
に
こ
れ
に
つ
い
て
判
断
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
合
意
は
事
実
的
な
件

cm-

質
で
あ
る
の
で
そ
の
判
附
の
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る

J

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
有
力
な
反
対
意
見
が
展
刷
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
合
意
と
同
背
山
の
区
別
を
あ
ま
り
重
要
視
し
な
い
円
本
の
傾
向
は
、
こ
れ
ま
で
合
意
と
同
意
の
区
別
の
必
要
性
が
、
良
俗
に
進

反
し
た
示
請
の
取
り
扱
い
と
の
閃
係
で
、
あ
る
い
は
表
明
の
必
要
性
と
の
関
係
で
し
か
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
良
俗
造
反
の
承
諾
に
某
づ
く
傷
害
は
可
制
的
か
台
か
。

ψ
l
寸
前
行
為
の
犯
罪
件
を
排
除
す
る
た
め
に
示
諾
を
表
明
す
る
必
要
が

あ
る
か
台
か
っ
そ
の
問
い
へ
の
芥
え
が
、
ム
n
Eと
同
志
の
区
別
に
意
義
が
あ
る
の
か
を
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
台
怠
と
同
立
の
区
別
の
必
要
件
が
、
こ
の
よ
う
な
範
囲
で
し
か
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
被
雫
者
の
承
諾
論

を
ボ

1
分
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
υ

な
ぜ
な
ら
、
台
意
と
同
意
の
要
件
的
差
異
を
認
め
る
ド
イ
ツ
の
二
豆
抗
に
お
い
て

rmω 

も
ゲ
1
ル
ズ
が
提
唱
し
た
良
俗
追
反
の
承
諾
の
取
り
扱
い
は
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
し
、
ド
イ
ツ
の
元
説
に
お
い
て
も
ん

ugと
川
意
の
差

叫
が
重
要
と
な
り
う
る
と
認
め
ら
れ
た
要
件
は
表
明
の
必
要
性
と
は
別
に
存
杭
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

J

合
意
と
同
意
の
区
別
の
意
義
は
、

そ
の
他
の
一
安
打
を
も
総
与
門
的
に
考
慮
し
て
、

導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

以
上
の
こ
と
を
要
す
る
に
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
台
意
も
同
志
も
構
成
要
件
該
当
性
を
排
除
す
る
と
解
す
る
一
元
説
が
有
力
に
、
土
張
き

れ
て
い
な
が
ら
も
、
合
意
と
同
志
の
区
別
の
重
安
性
は
要
件
の
検
討
の
際
に
正
説
か
ら
も
二
元
説
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
似
向
に
あ
り
、
逆

被有者の本譜 (1i 

に
日
本
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に
構
成
要
件
該
当
性
を
排
除
す
る
不
誌
と
違
法
性
を
阻
却
す
る
承
諾
が
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
安
件
的

な
主
同
人
が
認
識
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
ム
門
意
と
同
志
の
区
別
は
証
川
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
傾
川
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
、
つ
c

な
お
、

日
円
本
の
学
説
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
も
三
元
説
に
悶
す
る
談
人
師
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い

】
日
本
に
お
い
て

は
二
冗
説
を
半
張
す
る
論
者
が
こ
れ
ま
で
い
な
か
っ
た
た
め
に
議
論
の
き
っ
か
け
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
し
、

ド
f
ツ
に
お
い
て
も
二
元
説

北法58(3-9)1075



日見

一札」

は
そ
の
煩
雑
性
ゆ
え
に
学
説
の
賛
同
を
ほ
と
ん
と
得
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
r

し
か
し
、

二
市
以
上
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
本
稿
は
ヤ
コ
ブ
ス
の
主
張
し
た
一
今
元
説
に
は
重
安
な
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て

4 

H附

ゆ
え
に
、
以
卜
で
は
、

ヤ
コ
プ
ス
の
一
一
冗
説
に
つ
い
て
も
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

い
る

J

ヤ
コ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
の
承
諾
は
そ
の
性
質
上
、
「
4
門
青
山
一
「
構
成
要
件
該
当
牲
を
排
除
す
る
同
志

「
正
当
化
の
同
意

の

てJ

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

令
立
と
は
、
そ
の
一
般
的
な
承
諾
の
胤
則
が
構
成
要
件
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
犯
罪
類
型
に
関
係
し
た
承
諾
で
あ
る
。
そ
れ
は
構

成
安
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
充
足
を
妨
げ
る
働
き
を
し
、
各
論
に
お
け
る
被
害
者
の
承
諾
の
一
般
的
な
規
則
が
、
何
々
の
犯
罪
の
叙
述
に
よ
っ

に
お
け
る
永
諾
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

て
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
特
徴
が
あ
る
。
窃
盗
罪
(
山
切
取
)
、
住
居
侵
入
罪
(
侵
入
)

他
方
で
構
成
安
件
該
巾
I
性
を
排
除
す
る
川
意
は
、
合
意
の
範
囲
外
で
、
法
益
所
有
者
が
vwk括
処
分
権
を
も
っ
構
成
要
件
に
関
係
し
た
承
諾

で
あ
る
。
法
益
所
有
者
が
法
益
処
分
権
を
も
っ
財
と
は
、
所
有
権
干
財
屋
、
活
肋
の
白
白
の
よ
う
な
身
専
属
的
な
財
、
名
誉
、
伝
書
の

秘
出
、

そ
し
て
は
休
の
完
全
性
で
あ
る
つ
た
だ
し
、
活
動
の
白
由
、
名
誉
、
身
体
の
完
全
性
は
、
そ
れ
が
発
展
の
手
段
で
あ
り
、
発
展
の
慕

擦
で
は
な
い
限
り
で
、
そ
れ
と
な
る
c

換
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
代
存
可
能
な
則
の
領
域
が
問
題
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
範
阿
に
お
い
て
は
、

ど
の
よ
う
な
財
の
取
り
扱
い
が
損
失
で
あ
る
の
か
、
悩
伯
的
に
中
立
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
完
全
な
利
訴
で
あ
る
の
か
が
、
法
益
所
有
者

の
意
思
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
つ

そ
し
て
正
山
化
の
同
意
は
、
山
該
財
が
代
替
機
能
を
も
た
な
い
、
従
っ
て
発
展
の
手
段
で
な
い
よ
う
な
財
へ
の
佼
害
の
際
に
問
題
ー
と
な
る
υ

と
り
わ
け
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
傷
害
へ
の
承
諾
が
こ
れ
に
あ
た
る
c

そ
の
よ
う
な
財
を
手
段
と
し
て
例
外
的
に
凶
い
る

こ
と
は
、
特
別
な
状
況
に
お
い
て
の
み
川
能
で
あ
り
、
そ
の
と
き
は
川
意
だ
け
で
処
即
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
侵
害
の
背
後
に
あ
る
事
情
を

も
顧
慮
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

北法:J8(3'1O)1076



構
成
要
件
該
当
作
を
排
除
す
る
同
意
と

H
当
化
の
同
音
'
は
、
そ
の
名
称
が
示
す
と
お
り
、
異
な
っ
た
犯
罫
論
体
系
に
併
置
す
る
が
、
向
者

は
ム
♀
E
と
異
な
り
構
成
要
刊
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
肉
体
は
充
足
さ
れ
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
て
、
ま
た
山
者
に
は
阿
草
の
要
刊
に
閃
す
る
一

般
的
な
(
共
通
し
た
)
規
則
が
適
用
さ
れ
る
点
で
も
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
附
者
は
法
益
の
性
質
(
宝
山
女
性
)
に
基
づ
い
て
、
同
志

が
構
成
要
件
を
允
日
比
す
る
よ
う
な
社
会
的
紛
争
を
全
く
な
く
し
て
し
ま
う
の
か
(
構
成
要
什
該
心
牲
を
排
除
す
る
川
意
)
、
そ
う
で
は
な
く

総
合
的
な
判
断
で
社
会
的
な
紛
争
が
例
外
的
に
許
科
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
(
正
吋
化
の
同
意
)
が
異
な
っ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
法

的
な
許
容
性
の
刊
断
が
加
わ
る
と
い
う
志
味
で
、
山
民
俗
性
の
判
断
が
後
者
に
お
い
て
の
み
重
要
と
な
っ
て
く
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
つ

以
上
が
ヤ
コ
プ
ス
の
一
正
説
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
の
最
も
批
判
さ
れ
る
点
は
、
代
替
叶
能
性
(
禿
肢
の
手
段
と
な
る
か
)

に
基
つ
い
て

構
成
要
件
該
当
牲
を
排
除
す
る
同
立
と
正
巾
l
化
の
同
志
を
区
別
す
る
点
で
あ
り
、
両
者
の
区
別
は
則
伴
な
某
準
を
欠
い
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
仁

被
常
者
の
承
諾
の
犯
罪
岨
却
根
拠
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
被
害
苫
の
承
諾
の
体
系
的
地
伏
に
つ
い
て
の
学
説
を
紺
介
し
て
き
た
の
だ
が
、

そ
れ
で
は
被
合
者
の
承
諾
が
い
く
つ
か
の
種
煩

に

μ別
さ
れ
る
と
し
て
、
あ
る
い
は
つ
の
積
頬
し
か
な
い
と
し
て
、

そ
れ
ら
が
ψ
l
該
行
為
の
犯
罪
性
を
阻
却
す
る
根
拠
は
何
で
あ
る
の
だ

被有者の本譜 (1i 

ろ
、
っ
か
。

ド
イ
ツ
で
被
害
苫
の
承
諾
の
体
系
的
地
伎
を
二
元
的
に
理
解
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
ム
早
且
は
構
成
要
件
の
充
日
比
牲
の
問
題
で
あ
る
の
で
、

そ
の
犯
罫
幽
却
根
拠
は
構
成
安
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
存
存
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
川
玄
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
根
拠
は
零
易
に
導
き
出

さ
れ
え
な
い
。
ま
た
二
冗
説
に
お
い
て
も
、
明
ら
か
に
構
成
安
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
充
足
す
る
行
為
の
構
成
要
判
該
当
性
が
な
ぜ
排
除
さ
れ

北法S8(3.1111077



日見

る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
υ

山
口
本
に
お
い
て
も
こ
の
点
は
同
様
で
あ
っ
て
、
被
市
行
者
の
承
諾
が
注
法
性
川
出
却
事
山
と
し
て

(
あ
る
い
は
学
説
に
よ
っ
て
は
構
成
安
件
該

4 

H附

当
性
排
除
ポ
山
と
し
て
)

被
害
者
の
本
諾
の
犯
罪
阻
却
根
拠
は
、
被
害
者
の
本
誌
の
総
論
的
な
研
究
に
お
い
て
も
っ
と
も
草
祝
さ
れ
る
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ま

た
本
一
相
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
c

な
ぜ
な
ら
ば
、
被
害
者
の
承
諾
の
犯
罫
阻
却
根
拠
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
有
効
な

の
役
訓
を
果
た
す
と
き
に
、
こ
の
よ
う
な
効
果
の
松
拠
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
つ

示
諾
の
た
め
に
必
要
な
要
判
や
有
効
な
示
請
に
与
え
ら
れ
る
効
果
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
以
卜
で
は

こ
の
点
に
つ
い
て
略
述
す
る
。

(
二
ド
イ

y
の
一
議
論

卜
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
け
る
正
説
と
一
元
説
の
対
守
山
は
、
構
成
安
件
が
保
護
す
る
法
益
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か

に
白
米
し
て
い
る

J

構
成
要
件
の
保
議
す
る
法
託
と
は
、
構
成
要
件
が
そ
の
文
一
百
で
保
説
を
表
明
し
て
い
る
財
(
た
と
え
ば
、
物
や
身
体
の
完
全
性
そ
の
も
の
)

へ別」

に
閃
す
る
個
人
の
志
田
山
(
自
律
件
)
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
一
刈
説
へ
と
ム
ム
り
、
構
成
要
件
の
段
階
で
は
、
そ
の
保
護
法
祈
は

自
律
性
を
含
ま
な
い
)
財
に
と
と
ま
る
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
一
正
説
と
な
る
。

(
被
害
者
の

そ
し
て
正
説
の
土
張
す
る
被
市
東
日
者
の
承
諾
の
犯
罪
岨
却
根
拠
は
、
こ
の
よ
う
な
法
総
理
解
の
巾
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
二
冗
説
に
よ
れ

一日」

ば
、
個
人
に
関
係
し
た
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
類
型
で
は
、
「
権
利
者
の
客
体
に
対
す
る
白
律
性
一
や
「
『侵
害
さ
れ
な
い
』
と
い
う
般
的
な
立
巴
一

が
保
護
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
被
害
者
が
財
(
行
為
容
体
)

へ
の
佼
宝
円
に
承
諾
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
構
成
要
件
が
村
山
市
首
す
る
法

益
の
侵
害
は
存
杭
し
な
い
こ
と
に
な
る

(
い
わ
ゆ
る
法
益
の
放
棄
)
。
そ
れ
は
傷
吾
罪
の
ば
あ
い
で
さ
え
も
同
様
で
あ
っ
て
、
身
休
は
肉
と

北法:J8(3'12)107月



な骨
つの
でか
いた
るま
とり
いと
うし
ので
で保
あー日生
る日省:
。休

な
の
で
は
な
く

そ
の
中
に
存
在
し
、
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
魂
と
の
闘
係
に
お
い
て
の
み
保
護
容
体
と

し
か
し
一
士
況
が
同
意
に
分
類
す
る
犯
罪
類
剤
の
ば
あ
い
、
そ
の
文
言
卜
、

た
と
え
被
害
者
の
本
諾
が
あ
っ
た
と
し
て
も
当
該
構
成
裏
付

に
該
当
し
た
侵
害
が
存
十
有
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

一日一

や
表
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
五
張
す
る
c

そ
し
て
、
実
質
的
な
法
，
什
侵
合
が
存
存
し
な
い
以
上
、
被
市
東
日
者
の
示
請
に
恭
づ
く
行
為
は
、

正
況
の
論
者
は
そ
の
よ
う
な
れ
恒
害
は
も
は

も
は
や
構
成
要
件
を
充
足
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

法
益
所
有
者
の

E
似
を
最
大
限
に
尊
重
し
た
こ
の
見
解
は
、
首
尾
貫
し
た
適
川
を
す
る
と
、
被
害
者
の
承
訟
は
た
と
え
殺
人
罪
の
楕
成

要
件
に
闘
す
る
も
の
で
あ
ワ
て
も
有
効
に
成
立
し
、
犯
罪
の
成
子
乞
妨
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
同
意
殺

人
や
承
諾
に
基
づ
く
傷
害
の
可
罰
牲
を
規
定
し
た
況
打
法
(
一
一
一
六
条
・
一
一

J¥ 
5之
オて

に
矛
盾
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
c

そ
れ
ゆ
、
λ
、
こ
こ
で

は
論
者
に
よ
っ
て
貝
な
っ
た
一
つ
の
刈
応
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
ロ

ケ
沖
-

ひ
と
つ
は
、
条
文
の
般
庇
を
指
摘
し
て
同
志
の
制
限
を
切
h
同
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
そ
の
制

た
と
え
ば
人
間
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
行
為
を
全
出
的
に
禁

H
す
る
こ
と
に
社
会
的
な
意
義
が
あ

る
と
し
て
、
生
命
・
身
体
に
関
係
し
た
犯
罫
煩
型
に
は
社
会
の
利
益
が
合
ま
れ
て
い
る
と
、
土
張
し
た
り
、
パ
タ

l
ナ
リ
ズ
ム
的
な
被
合
者

限
を
基
礎
付
け
る
こ
と
で
あ
る
c

後
者
は
、

被有者の本譜 (1i 

の
保
設
に
加
え
て
、
他
人
の
殺
害
を
タ

7
1
慢
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
聞
の
生
命
に
対
す
る
尊
肢
を
強
く
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
そ
の
よ
う

へ

S

な
ど
官
同
の
法
益
の
保
護
に
U
R
献
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
り
す
る
。

し
か
し
、
彼
者
の
立
場
は
、
同
立
が
有
効
と
な
る
範
阿
の
問
題
を
処
分
権
の
範
阿
の
問
題
に
い
れ
か
え
た
だ
け
で
、
な
ぜ
例
人
は
時
折
処

な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
説
の
論
者
が
↓
丁
張
す
る
法
益
論
は
、
相

分
権
が
あ
り
、
時
折
な
い
の
か
が
説
明
で
き
て

人
主
義
の
酢
伎
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
υ

北法58(3-13)1079



日見

そ
れ
に
対
し
て
一
一
り
ん
説
は
、
そ
の
法
益
理
解
と
被
常
者
の
承
諾

λ

識
を
リ
ン
ク
さ
せ
な
い
c

構
成
要
件
が
保
護
す
る
法
話
は
、
あ
く
ま
で
も

構
成
要
件
が
保
護
を
表
明
し
た
財
で
あ
り
、
被
存
者
の

M
Eは、

4 

H附

そ
れ
に
某
づ
く
行
為
が
楕
成
要
引
を
充
足
す
る
こ
と
を
何
ら
変
更
し
な
い

と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
つ
ゆ
え
に
、
被
半
口
苫
の
同
志
が
進
法
性
を
排
除
す
る
た
め
に
、
更
な
る
恨
拠
が
必
要
と
な
る
。

ド
イ
ツ
の
通
説
・
判
例
は
、
法
的
保
設
放
棄
説
に
す
っ
と
さ
れ
て
い
る
c

こ
の
見
解
に
よ
る
と
同
志
と
は
、
肉
己
決
定
権
に
よ
り
正
当

と
認
め
ら
れ
た
法
的
保
護
の
放
棄
で
あ
る
。
刊
法
に
と
っ
て
、
法
訴
の
所
有
者
が
意
識
的
に
第
今
二
者
に
委
ね
た
法
リ
怖
を
保
議
す
る
こ
と
は
無

そ
れ
に
よ
っ
て
禁
止
胤
範
が
後
退
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

志
昧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
利
訴
欠
快
の
原
則
が
適
川
さ
れ
、

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
な
ぜ
被
保
譲
者
が
そ
れ
を
望
ま
な
か
っ
た
た
め
だ
け
に
、
刑
法
の
保
護
が
な
く
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な

戸
川
明
一

い
の
か
を
明
停
に
で
き
て
お
ら
ず
、
ゆ
え
に
ま
た
、
そ
の
根
拠
に
碁
づ
い
て
、
い
つ
違
法
牲
が
阻
却
さ
れ
、

て
の
決
定
的
な
基
準
を
打
ち
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
仁

い
っ
き
れ
な
い
の
か
に
つ
い

こ
の
よ
う
な
通
説
・
判
例
に
対
し
て
、
一
正
説
の
中
に
は
「
被
害
者
の
承
諾
」
の
犯
罪
問
却
根
拠
を
、
通
法
性
の
段
階
の
利
益
衡
量
に
よ
っ

て
よ
り
説
得
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。
利
訴
の
衡
口
重
に
某
づ
く
考
t
祭
方
法
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
立
場
に
分
か
れ
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
c

へ
は
山
」

ひ
と
つ
は
、
法
論
衡
H

旦
説
で
あ
る
c

こ
の
見
解
は
、
通
常
の
正
当
化
事
由
と
同
じ
よ
う
に
、
法
益
衡
H

旦
を
川
い
た
優
越
的
利
益
の
原
則

の
進
法
件
阻
却
回
収
拠
を
説
明
す
る
つ
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
同
意
は
確
か
に
法
益
所
有
者
に
と
っ
て
は
よ
り
よ
い
削

値
を
天
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
す
べ
て
の
人
は
他
人
の
財
を
叩
宣
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
た
と

で
「
被
合
者
の
承
諾
」

え
同
若
が
あ
ワ
た
と
し
て
も
、
他
人
を
侵
害
し
た
者
は
社
会
的
に
誤
っ
た
行
為
を
犯
し
て
お
り
、
ゆ
え
に
こ
こ
で
は
被
常
者
の
で
観
的
な
仙

へ
訂
)

が
衡
量
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
〈

値
(
自
己
決
定
の
価
値
)

と
法
の
客
観
的
な
価
値
(
侵
害
さ
れ
た
法
益
の
程
度
)

法
益
衡
回一且
説
に
よ
れ
ば
、
従
害
者
の
同
音
ー
の
限
界
は
、
法
律
の
似
品
川
基
準
に
従
っ
て
保
護
さ
れ
た
法
益
の
価
値
が
人
防
相
的
な
白
闘
の
価
値

北法J8(:H4)lO以)



よ
り
も
高
い
ば
あ
い
に
尊
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
生
命
の
放
棄i
の
ば
あ
い
に
は
、

そ
の
よ
う
な
法
益
は
法
の
客
間
的
何
値
に

rω
 

慕
づ
い
て
主
上
の
伶
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
、
せ
い
ぜ
い
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
傷
全
日
記

に
関
し
て
は
、
侵
害
の

H
的
も
重
視
き
れ
、
具
体
的
に
は
、
軽
度
の
傷
害
は
そ
の
口
己
決
定
に
非
難
す
べ
き

R
的
が
な
い
と
き
に
違
法
性

が
阻
却
さ
れ
、
伸
一
に
孟
院
の
傷
害
は
自
己
決
定
の
白
山
と
は
別
の
正
中
化
の
面
に
基
つ
い
て
、
被
常
者
向
け
凶
吋
あ
る
い
は
他
人
の
福
利
の
促
進

円
的
の
よ
う
な
、
さ
ら
な
る
H
当
化
要
素
が
有
在
し
て
い
る
と
き
に
の
み
遣
法
性
が
閑
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
〔

な
お
、
こ
こ
で
法
訴
衡
景
説
が
侵
工
口
の

H
的
を
顧
慮
す
る
の
は
、
法
益
衡
H

旦
説
が
自
己
決
定
と
衡
ロ
E
す
る
法
の
〕
客
観
的
何
値
の
巾
に
、
結

米
紅
側
値
的
な
安
素
の
み
な
ら
ず
行
為
担
何
倍
的
な
そ
れ
を
含
ま
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
υ

そ
の
よ
う
な
行
為
無
価
値
を
克
収
す
る
た
め
に

こ
こ
で
の
白
己
決
定
に
は
、
個
別
具
体
的
な
プ
ラ
ス
の
価
値
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
法
益
街
宣
説
の
考
、
え
る
肉
己
決

{
疋
は
昔
、
面
的
な
伺
怖
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
価
値
を
も
つ
よ
り
具
体
的
な
そ
れ
で
あ
る
と
い
え
る
c

そ
の
た
め
法
祈
衡
景
説
に
対
し
て
は
、
衡
ロ
章
の
た
め
に
必
要
な
実
質
的
基
併
が
示
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
コ

ま
た
そ
の
他
の
点
で
は
、
法
リ
耐
衡
景
説
は
、
保
設
法
益
と
そ
れ
に
関
す
る
自
己
決
定
権
が
対
立
の
構
図
を
と
る
点
で
批
判
き
れ
て
い
る
寸

保
護
法
話
と
白
己
決
定
の
対
す
構
造
は
、
と
り
わ
け
構
成
要
件
で
保
護
さ
れ
た
財
と
そ
れ
に
闘
す
る
白
己
決
定
を
と
も
に

(
あ
る
い
は
後
者

ん
説
か
ら
み
れ
ば
、
確
か
に
奇
妙
な
刈
立
構
造
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
c

そ
れ
に
対
し
て
ふ
た
つ
目
の
見
解
が
街
宣
す
る
の
は
、

FU己
決
定
権
と
個
々
の
規
範
の
保
護
の
日
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
法
規
範
を
{
疋

だ
け
を
)
法
益
と
す
る

被有者の本譜 (1i 

立
す
る
際
に
一
般
的
に
表
現
さ
れ
た
価
値
決
定
と
、
た
だ
例
外
的
に
異
な
っ
て
い
る
、
半
観
的
な
評
仙
の
衝
突
を
問
題
に
す
る
つ
こ
の
見
解
に

北法S8(3.1S11081

基
づ
け
ば
、
構
成
要
件
の
充
足
件
は
財
の
損
失
に
よ
ワ
て
肯
定
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
財
の
損
失
が
財
の
所
有
者
の
承
諾
に
よ
ワ
て
正
当
化
さ

れ
る
か
合
か
は
、
所
右
者
の
承
諾
(
自
己
決
定
)
を
尊
重
す
る
法
秩
序
的
な
要
請
と
、

一
般
的
に
当
誌
余
止
規
範
を
被
合
者
の
承
諾
に
も
か

か
わ
ら
ず
維
持
す
る
必
要
件
と
を
比
較
衡
回一
手
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
υ



日見

」
れ
は

般
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
止
川
化
の
法
活
衡
是
と
い
う
よ
り
は
、
刑
事
政
策
的
な
判
断
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
実
際
に
侵
合
さ
れ
た
法
訴
は
、
こ
こ
で
は
そ
れ
白
身
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
て
、
「
そ
の
よ
う
な
法
益
を
(
そ
の
程
度
に
)

4 

H附

侵
害
す
る
こ
と
」
を
一
般
的
に
余
止
す
る
規
範
と
し
て
重
要
と
な
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
実
際
の
法
前
侵
常
に
対
応
し
て
選
山
さ
れ
た
日
ハ
体

的
な
林
山
止
規
範
を
維
持
す
る
価
値
が
自
己
決
定
権
と
街
宣
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
こ
の
見
解
は
上
述
の
法
ぷ
街
量
説
よ

り
は
む
し
ろ
後
述
す
る
川
事
政
策
説
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
え
る
c

そ
し
て
刑
事
政
策
説
に
よ
れ
ば
、
個
々
人
に
よ
る
法
益
の
主
観
的
な
許
悩
は
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
定
の
限
界
の
巾
で
決
定
的
な
も
の

と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
何
人
の
白
自
の
妨
げ
ら
れ
な
い
利
川
そ
れ
口
体
が
、
ロ
由
、
土
詩
的
な
法
治
凶
家
に
お
い

一市一

て
社
会
的
な
仙
値
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
見
解
で
は
憲
法
的
に
保
障
さ
れ
、
ま
た
刑
事
政
策
的
に
優
先
さ
れ
た
被
合
者
の
自
己
決
定
権
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の

一
点
で
、
こ
の
よ
う
な
自
己
決
定
住
の
優
先
は
、
生
命
や
身
体
に
重
大
な
侵
吾
結
果
が
牛
じ
る
ば
あ
い
に
限
界
が
牛
じ
る
こ
と
に
な
る
υ

な

ぜ
な
ら
ば
こ
こ
で
は
、
生
命
・
身
体
の
完
全
性
を
他
人
の
侵
害
か
ら
純
益
す
る
と
い
う
優
先
き
れ
た
公
共
の
利
益
が
侵
宅
け
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
む
け
ら
れ
た
承
諾
は
無
効
と
な
る
か
ら
で
あ
る
仁
つ
ま
り
、
同
意
に
慕
つ
い
て
な
さ
れ
た
行
為
の
際
に
重
要
な
の
は
、

今
日
口
の
社
会
倫
理
判
断
が
そ
の
よ
う
な
行
為
態
M

慨
を
な
お
叫
制
的
と
判
断
す
る
か
紅
白
か
で
あ
り
、
そ
し
て
刑
事
政
策
的
検
討
が
処
罰
の
必
要

性
を
確
認
す
る
か
と
う
か
な
の
で
あ
る
。

同
意
の
根
拠
を
説
則
す
る
の
に
、
個
人
の
白
山
が
法
政
策
ー
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う

(刊」

の
で
は
説
得
力
を
欠
く
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
じ

し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、

こ
の
よ
う
に
一
一
元
説
の
ほ
と
ん
ど
の
論
者
は
、
構
成
安
件
該
吋
件
を
肯
定
す
る
た
め
に
必
要
な
法
持
似
合
を
財
の
侵
古
川
に
よ
っ
て
肯
定
し
、

そ
の
後
な
ん
ら
か
の
判
明
白
で
当
該
法
益
侵
五
口
の
違
法
件
を
排
除
す
る
と
い
う
ん
法
論
を
川
い
て
い
る
コ
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
一
冗
説
の
巾

北法:J8(3'lti)1082



も

二
冗
説
と
同
じ
法
益
理
解
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、

H
当
化
の
同
意
を
導
く
見
解
が
存
有
す
る
c

(
別
~

一
部
欠
品
説
と
昨
ば
れ
る
こ
の
凡
解
は
、
法
益
を
行
為
客
休
で
も
法
採
所
有
者
の
窓
思
で
も
な
く
、
人
と
利
益
と
の
関
係
で
あ
る
と
解
す
る
つ

そ
れ
に
よ
る
と
、
側
々
人
の
法
益
は
人
の
人
格
的
発
展
の
た
め
に
m附
議
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
規
範
の
基
礎
は
他
人
を
尊
重
す
る
こ

山

川

)

と
に
あ
る
の
で
、
刑
法
に
お
け
る
不
法
ー
と
は
国
律
的
な
人
情
と
し
て
の
他
人
の
軽
視
と
い
う
性
質
を
布
す
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
被

市
東
日
者
が
法
，
八
国
侵
害
に
同
意
を
し
て
い
る
と
き
は
当
該
所
有
苫
の
自
己
決
定
権
は
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
保
議
客
休
は
存
在
し
な
い
こ
と

に
な
り
、
法
益
の
容
体
は
、
他
人
の
自
己
決
定
の
完
全
性
ゆ
え
に
の
み
う
け
て
い
た
そ
の
法
的
保
護
を
失
う
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
と
一
冗
説
の
論
者
が
土
張
す
る
結
論
の
差
異
は
、
楕
成
袋
件
の
理
解
に
山
市
市
す
る
。

一
部
欠
落
説
で
は
構
成
要
刊
は
、
違
法
性

に
つ
い
て
の
最
終
的
な
判
断
を
す
る
も
の
で
は
な
く
、
判
明
型
的
に
不
法
を
恭
礎
付
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
示
し
て
い
る
に
す
き
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
て
、

つ
ま
り
、
構
成
要
件
は
枠
組
み
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
実
質
的
な
判
断
は
違
法
性
の
段
階
で
の
み
可
能
と
な
る
の
そ
れ

に
対
し
て
正
説
は
、
実
質
的
な
法
益
侵
五
口
件
の
判
断
を
構
成
要
件
の
段
階
で
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
白
'
で
阿
者
は
区
別
さ
れ

る
の
で
あ
る
寸

以
上
が
現
在
の
ド
イ

y
に
お
け
る
主
な
議
論
で
あ
る
の
だ
が
、

そ
こ
で
は
通
説
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
根
拠
の
あ
い
ま
い
な
法
的
保
護
放
棄

説
が
勢
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
一
方
で
、
自
己
決
定
権
を
根
拠
に
し
た
利
益
街
H

旦
説
や
刑
事
政
策
説
が
ム
引
力
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
υ

ま

た
、
被
合
者
の
意
思
、
す
な
わ
ち
被
工
口
者
の
自
己
決
定
そ
の
も
の
を
川
法
の
法
論
と
し
て
理
解
す
る
一
冗
説
の
見
解
も
、
近
作
の
白
山
王
義

被有者の本譜 (1i 

的
什
会
初
の
影
響
か
ら
、
多
く
の
よ
持
を
集
め
る
に
い
た
う
て
い
る
。

一
一
)
日
本
の
議
論

日
本
の
、
子
説
で
は
一
元
説
と
一
正
説
の
対
止
は
、

そ
れ
ほ
ど
重
要
相
仇
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
被
拝
者
の
承
諾
は
般

卜
述
の
よ
う
に
、

北法S8(3.1i)1083 



日見

に
H
当
化
事
山
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
法
，
比
論
に
は
触
れ
ら
れ
ず
、
端
的
に
被
合
者
の
承
諾
の
違
法
性
問
却
根
拠
が
論
じ
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
っ

4 

H附

一
S

し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
学
説
で
元
説
が
勢
力
を
憎
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
こ
れ
に
賛
同
す
る
論
者
も
現
れ
て
き
た
。
ゆ
え
に
、
以
卜
で

は
ま
ず
は

H
本
で
主
張
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
見
解
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
個
人
的
法
益
に
お
い
て
は
、

-物
質
的
・
桁
神
的
実
体
』
の
み
が
法
，
此
だ
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
法
益
土

で
あ
る
と
い
う
υ

そ
れ
ゆ
え
伽
人
的
法
益
の
法
，
八
川
主
体
は
そ
の
者
に
属
す
る

イキ
の

h

自
己
決
定
権
ー
を
も
法
益
に
含
め
て
考
え
る
べ
き
」

法
析
に
つ
い
て
の
権
限
者
と
し
て
「
白
律
的
支
配
」
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
法
析
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、

ゆ
え
に
法
益
半
休
が
中
該

社
広
託
の
法
的
保
護
を
肢
棄
し
た
と
き
に
は
、
「
利
証
一
は
残
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
法
的
保
護
一
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
構
成
要

刊
の
予
定
し
て
い
る
保
護
す
べ
き
「
法
益
」
侵
台
は
発
斗
し
な
い
こ
と
と
な
る
仁

こ
れ
は
ド
イ

y
の
二
冗
説
と
同
様
の
即
解
で
あ
っ
て
、
財
の
侵
需
と
そ
れ
に
関
す
る
白
己
決
正
権
の
侵
需
が
あ
っ
て
初
め
て
構
成
安
件
が

充
足
さ
れ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

ん
説
で
既
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
法
益
論
を
純
粋
に
遇
用
す
れ
ば
、
州
人
法
益
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
罪
は

本
諾
に
よ
っ
て
構
成
要
件
が
排
除
さ
れ
、
川
意
殺
人
で
さ
え
不
可
罰
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
況
行
刑
法
(

し
か
し
、

ド
イ
ー
ツ
の

一O
一
条
)

ゆ
え
に
、
こ
の
見
解
は
生
命
や
身
体
に
対
す
る
法
益
に
お
い
て
は
、
法
は
白
ら
の
白
山
な
止
存
の
基
礎
を
俣
工
口
す

へ何∞、

る
よ
う
な
法
益
所
有
者
の
小
合
理
な
同
意
を
有
効
と
は
み
な
さ
な
い
、
と
し
て
パ
タ

l
ナ
リ
ズ
ム
的
介
入
を
行
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

盾
し
て
い
る
と
い
え
る
υ

H
本
に
お
い
て
は
、
川
法
の
法
議
論
に
由
米
す
る
構
成
要
件
該
当
性
排
除
説
は
、

い
ま
だ
発
展
途
卜
で
あ
り
、
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
て

い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
】
将
来
的
に
は
ド
イ
ツ
の
一
パ
説
の
よ
う
に
有
力
説
と
な
る
判
能
性
が
あ
る
の
だ
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
少
数
説
の

ま
ま
留
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

北法08(:H8) 1084 
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そ
の
一
五
で
、
法
訴
に
例
人
の
円
由
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
一
吉
せ
ず
に
、
被
t
r
H

者
の
承
諾
を
構
成
安
件
該
巾
I
件
排
除
事
由
と
解
す
る
説
も

あ
る
(
い
わ
ゆ
る
保
護
注
益
欠
如
説
)υ

保
護
法
訴
欠
如
説
は
、
制
じ
理
論
で
被
弁
者
の
承
諾
を
正
当
化
事
由
だ
と
解
す
る
説
が
導
き
だ
さ

れ
る
点
で
、
合
意
と
同
意
の
ド
別
を
重
要
机
し
な
い
被
半
口
苫
の
承
諾
に
お
け
る
日
木
学
説
の
特
徽
を
顕
著
に
現
し
た
見
解
で
あ
る
と
い
え
る

だ
ろ
、
っ
。

保
護
法
，
並
欠
如
一
説
に
よ
れ
ば
、
法
益
は
法
益
主
体
の
た
め
に
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
益
所
有
者
の
同
志
が
あ
れ
ば
、
そ
こ

tL lこ
るは
こも
とは
にベコ
な〔法
るむσ〉

1最
1を

f直
す
る
利
益

法
益

は
存
存
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
仮
に
そ
れ
を
投
損
し
た
と
し
て
も
犯
詐
の
成
占
は
台
定
き

二

府

一

一

回

」

卜
述
の
よ
う
に
、
こ
の
説
の
特
僚
は
、
同
の
理
論
か
ら
構
成
要
件
該
当
性
排
除
の
見
解
と
違
訟
性
阻
却
の
見
解
が
生
じ
る
こ
と
に
あ
る
。

「
法
話
」
が
な
く
な
る

元
説
と
、
「
保
護
に
伯
す
る
」
利
訴
が
な
く
な
る

(
法
的
保
護
の
放
棄
)

(
法
訴
の
放
棄
)
と
い
う
占
で
ド
イ

y
の

と
い
う
点
で
ド
イ
ツ
の
一
正
説
と
そ
の
即
論
が
頬
似
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
一
つ
の
帰
結
が
導
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
ロ
こ
の
説
に

お
い
て
は
、
「
法
訴
放
棄
」
と

「
法
的
保
設
の
放
烹
」
と
い
う
用
丙
は
、

ほ
ぽ
同
じ
趣
巳
H
の
言
葉
と
し
て
川
い
ら
れ
て
い
る
。
合
意
と
同
志

の

μ別
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
要
件
の
差
異
が
恨
付
い
て
い
な
い
日
本
に
お
い
て
は
、
被
中
川
者
の
承
諾
が
構
成
嬰
件
を
排
除
し
よ
う
と
(
法

益
放
棄
)
、
進
法
性
を
阻
却
し
よ
う
と

(
法
的
保
護
の
放
棄
)

な
ん
ら
重
要
な
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
c

そ
し
て
、
こ
の
見
解
内
部
で
発
生
す
る
最
終
的
な
帰
結
の
対
1
4

つ
ま
り
構
成
要
判
該
中
l
性
排
除
手
同
か
あ
る
い
は
違
法
性
幽
却
事
由
か

被有者の本譜 (1i 

と
い
う
帰
結
の
対
7
4
は、

ド
イ
ツ
で
い
う
冗
1

況
・
二
元
説
の
対
立
と
い
う
よ
り
は
、

一
冗
説
と
一
部
欠
落
説
の
そ
れ
に
近
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
c

な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
は
被
常
者
の
承
諾
を
正
当
化
事
由
に
分
類
す
る
見
解
も
、
被
害
者
の
示
諾
に
は
被
写
者
に
当
該
法
誌
の
処
分
権

が
あ
る
限
り
、
出
全
な
形
で
犯
罪
阻
却
の
効
果
が
た
J

え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る

F

白
己
決
定
は
そ
れ
自
体
で
完
全
な
犯
罫
幽
却

校
拠
で
あ
り
、
法
秩
附
に
よ
る
制
限
も
法
益
衡
量
に
よ
る
制
限
も
不
安
で
あ
る
か
ら
、
ム
引
川
切
な
被
拝
者
の
承
諾
は
常
に
犯
罪
の
成
立
を
幽
却

北法S8(:~.19はりおら



日見

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
の
こ
の
白
'
で
、
刊
法
は
川
市
に
処
剖
の
前
提
と
し
て
被
害
者
の
E
E
U
に
反
す
る
こ
と
を
安
求
し
て
い
る
こ
と
に
な

り
、
こ
れ
は
一
元
説
や
部
欠
落
説
の
用
解
i
y
二
致
す
る
の
で
あ
る
。

4 

H附

こ
の
説
を
純
粋
に
適
用
す
れ
ば
、
個
人
に
対
す
る
罪
に
お
い
て
は
い
ず
れ
に
せ
よ
被
害
者
の
川
志
は
怖
に
犯
罪
の
成
立
を
阻
却
す
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が
尻
行
川
法
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
川
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
見
解
は
、
生
命
・
身
体
に
対
す

一
小
川
一

る
承
諾
に
お
い
て
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
パ
タ

l
ナ
リ
ズ
ム
の
介
入
に
よ
っ
て
処
分
権
の
制
限
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
れ

法
益
論
に
基
づ
く
構
成
要
件
該
当
性
排
除
説
や
保
護
法
益
欠
如
説
に
対
し
て
、
以
下
で
紹
介
す
る
社
会
的
相
当
性
説
、
優
越
的
利
訴
説
、

利
前
衡
量
説
は
、

一
正
説
的
な
特
徴
を
持
つ

こ
こ
で
は
、
法
益
侵
害
に
よ
り
他
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
た
後
の
正
中
化
の
段
階
に
お

け
る
処
叫
が
亘
安
と
さ
れ
て
い
る
。

日
口
本
の
通
説
判
例
は
社
会
的
相
当
性
説
で
あ
る
c

社
会
的
相
当
性
説
に
よ
る
と
、
法
益
の
↓
丁
体
か
ら
そ
の
承
諾
を
得
て
、

そ
の
者
の

法
リ
耐
を
侵
半
口
す
る
こ
と
は
社
会
的
に
相
当
で
あ
り
、

そ
れ
を
許
す
こ
と
は
遺
法
性
阻
却
の
般
的
原
理
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
見
解
に
よ
れ

ば
、
被
常
者
の
承
諾
は
独
自
の
犯
罫
山
却
ポ
闘
で
は
な
く
、
他
の
事
情
と
と
も
に
行
為
の
社
会
的
桐
斗
性
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え

に
、
当
該
行
為
が
現
在
の
我
々
の
同
家
社
会
で
一
般
的
に
承
認
さ
れ
る
べ
き
健
全
な
社
会
通
念
に
慕
づ
い
て
い
る
か
斉
か
、
す
な
わ
ち
「
相

当
」
で
あ
る
か
合
か
が
同
志
の
有
効
性
を
判
断
す
る
決
心
的
な
要
本
と
な
り
、
結
果
と
し
て
軽
微
な
佼
宝
円
で
あ
っ
て
も
、
行
為
の

u的
や
動

出
問
の
以
良
俗
院
に
よ
っ
て
は
遺
法
性
が
閑
却
さ
れ
え
な
い
と
い
う
帰
結
に
ど
る
の
で
あ
る
コ

そ
の
た
め
、
什
会
的
相
当
性
説
の
基
慌
に
は
は
休
の
処
分
は
個
人
の
向
白
に
は
任
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
価
値
刈
附
が
な
さ
れ
て
お
り
、

位」

そ
の
よ
う
な
間
断
は
適
切
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
c

ま
た
、
こ
こ
で
は
「
な
ぜ
被
害
者
の
同
意
が
、
巾
l
該
法
話

そ
れ
を
「
承
諾

侵
害
行
為
を
合
法
的
に

つ
ま
り
社
会
的
に
相
当
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
談
人
耐
を
し
て
い
る
の
に
、

に
よ
る
侵
五
日
行
為
が
社
会
的
に
相
当
、
あ
る
い
は

U
的
の
た
め
に
適
切
な
手
段
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
の
で
は
符
え
に
な
っ
て
い
な
い
と
い

北法;;8日目))10同



つ
批
判
が
あ
る
仁
こ
れ
は
、
社
会
的
相
当
性
説
の
見
解
は
聞
い
を
も
っ
て
答
え
と
す
る
循
環
論
で
あ
り
、
「
一
般
条
項
へ
の
逃
避
」

一
4

で
あ
る

と
い
わ
れ
る
山
縁
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
利
前
衡
量
説
の
論
者
は
、
「
本
誌
に
朱
づ
く
行
為
が
正
斗
化
さ
れ
る
の
は
、
承
諾
に
よ
っ
て
実
現
き
れ
た
白
己
決
定
の
口

山
ー
と
い
う
利
訴
が
、
行
為
に
よ
っ
て
μ
恒
常
さ
れ
た
法
益
に
優
越
す
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
一
と
、
土
張
す
る
。
被
害
者
の
承
諾
に
茶
づ

く
行
為
は
、
法
祈
客
体
を
侵
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
要
件
に
該
巾
し
、

か
っ
、
被
害
者
の

方
の
例
別
日
ハ
体
的
法
話
(
例
、
λ
ば
身
体
の

小
可
侵
性
)
を
似
宝
円
し
、
他
方
の
般
抽
象
的
法
益
(
自
己
決
定
の
自
由
)
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
法
性
の
問
題
と
な
る
と
同
時
に
、

阿
者
の
比
較
衡
量
が
正
中
化
の
有
無
・
引
恒
皮
を
決
定
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

利
益
街
量
刑
却
の
理
論
的
基
礎
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
益
街
宣
説
と
同
採
の
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
日
本
の
利
紙
作
削
景
説
は
ド
イ
ツ
の
法

益
街
H

旦
説
と
は
異
な
っ
て
、
自
己
決
定
に
何
仰
の
高
低
を
認
め
ず
、

戸
川
)

特
叫
闘
が
あ
る
つ
こ
れ
は
、
利
益
衡
量
説
が
結
山
本
輔
、
悩
伯
を
主
制
し
て
い
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
益
似
害
行
為
の
行
為
附
術
品
川
凶
を
全

{
疋
の
昔
、
温
的
な
伺
仰
を
折
っ
た
利
訴
と
し
て
そ
れ
を
設
定
す
る
白
'
に

く
願
意
し
な
い
点
に
山
米
す
る
の
で
あ
ろ
う

J

つ
ま
り
、
法
〆
ハ
M

侵
台
と
衡
口
E
さ
れ
る
自
己
決
定
に
は
、
侵
常
行
為
の
行
為

mJ仙
伯
を
克
服
す

る
よ
う
な
個
別
具
体
的
な
プ
ラ
ス
の
価
値
は
必
安
な

ゆ
え
に
、
こ
の
見
解
に
お
い
て
は
、
「
被
害
者
の
同
志
一

の
有
効
性
の

の
で
あ
る
仁

基
準
は
、
校
中
日
の
重
大
性
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

利
益
衡
呈
説
に
対
し
て
は
、
と
り
わ
け
利
益
衡
H

旦
説
が
自
己
決
定
梓
に
ぜ
遍
的
情
値
を
持
た
せ
た
ん
ハ
に
つ
い
て
、
自
己
決
定
格
が
一
ー
疋
の

被有者の本譜 (1i 

普
遍
的
な
価
値
を
担
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
同
裁
に
承
諾
に
よ
る
法
益
な
い
し
利
益
の
放
棄
の
問
問
な
の
で
は
な
い
か
、
ー
と
い
う
批

(
m
m
)
 

判
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
仁

最
後
に
、
優
越
的
利
益
説
は
、
利
益
の
放
棄
に
悶
す
る
相
人
の
自
己
決
定
権
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
法
政
策
的
甘
柄
本
山
想
を
基
盤
に
し
、

戸
別
〕

被
害
苫
の
承
諾
の
連
法
仲
間
却
根
拠
を
導
く
っ
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
法
リ
怖
の
正
体
で
あ
る
被
五
口
者
白
身
が
そ
の
処
分
可
能
な
個
人
的
法

北法58(3-21)1087



日見

益
に
対
す
る
侵
害
に
同
意

L
、
白
山
な
白
己
決
定
に
よ
り
そ
の
法
話
に
お
け
る
生
出
利
純
を
枕
棄
し
て
い
る
以
上
、
法
的
保
識
を
任
務
と
す

則

る
刑
法
は
原
則
と
し
て
、
侵
害
さ
れ
た
法
，
ハ
ー
を
刑
罰
で
も
っ
て
保
護
す
る
必
要
が
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

4 

H附

優
越
的
利
益
説
と
保
護
法
前
欠
如
説
の
正
史
は
、
被
害
者
の
承
諾
の
犯
罪
阻
却
松
拠
を
検
討
す
る
に
お
い
て
、
明
確
に
被
常
者
の
ホ
誌
の

犯
罪
阻
却
松
拠
が
法
訴
の
存
心
口
に
か
か
わ
り
が
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
芹
か
に
よ
る
。
保
護
法
話
欠
如
説
は
、
法
訴
の
肢
棄
ー
と
法
的
保

識
の
放
烹
を
同
じ
よ
う
に
用
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
優
越
的
利
持
説
は
、
両
者
を
区
別
し
、
被
市
東
日
者
の
示
請
の
遣
法
性
脳
却
机
拠
と
し
て

法
的
保
識
の
枚
棄
を
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
つ

優
越
的
利
益
説
は
、
巨
己
決
定
住
の
尊
重
と
い
う
サ
荒
木
姿
勢
に
よ
り
、
刑
法
出
品
純
を
後
退
き
せ
る
と
い
う
点
で
、

ド
イ
ツ
の
刑
事
政
策
説

に
知
似
し
た
見
解
で
あ
る
c

個
人
の

H
山
ま
た
は

H
己
決
定
権
と
み
な
さ
れ
る
被
害
者
の
意
以
に
社
会
的
な
有
益
性
な
い
し
は
プ
ラ
ス
の
仙

値
を
要
求
し
な
い
点
、
つ
ま
り
同
窓
傷
空
け
の
際
は
傷
害
の
重
大
性
で
被
害
苫
の
川
意
の
限
界
を
導
く
点
も
同
係
で
あ
る
υ

た
だ
し
こ
の
見

一
m)

解
が
被
否
者
の
同
窓
に
限
界
を
引
く
と
こ
ろ
で
は
、
刑
事
政
策
で
は
な
く
、
パ
タ
1
ナ
リ
ズ
ム
が
以
拠
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

なお
さり
れ、

るこ

と -c
lこの
なで主主
る l!:~ ~{i
じぴ〉

制
限
は

ト
イ
ソ
の
刑
宅
政
策
説
と
は
異
な
っ
て
、
出
川
純
を
維
持
す
る
利
〆
ハ
M

で
は
な
く
、
守
ら
被
常
者
の
た
め
に

以
上
が
ド
イ
ツ
と
日
本
に
お
け
る
被
許
者
の
承
諾
の
犯
罪
阻
却
根
拠
の
議
論
で
あ
る
の
上
述
の
よ
う
に
、
被
合
者
の
承
諾
の
犯
罪
阻
却
恨

し
か
し
、
共
通
の
要
主
と
し
て
被
害
者
の
白
山
意
思
あ
る
い
は
自
己
決
定
格
が
現
れ
る

拠
は
論
者
に
よ
っ
て
多
岐
に
浪
っ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
と
に
注
回
す
、
へ
き
で
あ
ろ
う
υ

そ
れ
が
構
成
安
件
に
ょ
う
て
保
護
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
か
、
利
益
衡
H
E
の
際
に
行
為
芦
側
に
プ
ラ
ス

の
材
料
に
な
る
と
考
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
刊
事
政
浪
的
に
法
益
侵
害
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
と
与
え
る
の
か
は
別
と
し
て
、

そ
れ
は
被
害
者

慌

の
承
諾
が
犯
罪
を
阿
却
す
る
た
め
の
重
要
な
要
上
品
で
あ
り
、
す
べ
て
の
説
の
共
通
反
と
な
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

n
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州
市
一
一
日
出

本
杭
の
課
題

こ
れ
ま
で
被
害
者
の
承
誌
に
関
し
て
、
総
論
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
う
の
論
点
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
こ
れ
が
各
論

と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
重
要
性
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
各
八
一
明
の
た
め
に
残
さ
れ
た
問
題
領
域
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
「

こ
れ
ま
で
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
の
承
諾
は
構
成
要
件
該
当
牲
を
排
除
す
る
合
意
と
違
法
件
を
阿
却
す
る
同
窓
の
一
つ
に
区
別
で
き

る
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
い
は
さ
ら
に
合
意
と
構
成
要
件
該
当
性
を
排
除
す
る
同
意
、

d
ψ
l
化
の
同
意
の
三
つ
に

μ別
で
き
る
可
能
性
も
あ

る
。
構
成
袋
刊
の
?
止
一
百
や
そ
こ
で
保
護
き
れ
た
法
益
の
性
質
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
本
諾
が
来
た
す
役
割
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
し
、
ま
た
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
承
諾
が
必
要
と
す
る
要
件
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
永
訴
の
種
類
に
応
じ
て
宍
な
る
こ
と
も
あ
り
う

る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
被
害
苫
の
承
諾
の
一
議
論
は

ま
と
め
に
で
は
な
く
、
そ
の
分
類
に
基
づ
い
て
お
こ
な
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
c

果
た
し
て
被
害
者
の
承
誌
に
は
そ
の
件
質
に
応
じ
た
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
検
討
は
各
論
的
考
察
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
袋
刊
の
f

止
一
百
、
法
リ
耐
の
性
質
、
そ
の
中
で
被

常
者
の
求
訴
が
果
た
す
役
割
は
、
作
論
的
に
地
に
円
ん
を
つ
け
た
考
察
に
よ
っ
て
こ
そ
吋
能
に
な
る
と
巴
わ
れ
る
の
で
あ
る
じ

ゆ
え
に
、
本
稿

戸、+」眠、

そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
件
で
、
被
中
日
者
の
承
諾
に
ど
の
よ
う
な
性
質
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
な
ぜ
犯
罫
を
閑
却
す
る
の
か
に
つ
い
て
検

討
し
た
い
-

被有者の本譜 (1i 

そ
し
て
そ
の
卜
で
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
額
型
化
し
、
そ
の
類
型
化
に
仙
伯
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
つ
す
な
わ
ち
、
額
型
ご
と
に
異
な
っ

た
、
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
の
内
部
で
は
一
致
し
た
効
果
や
要
件
を
導
き
出
せ
る
か
を
検
討
す
る
の
で
あ
る
c

こ
の
よ
、
つ
な
ぶ
穴
が
な
け

れ
ば
、
頒
型
化
は
申
に
理
論
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
い
、
実
際
上
は
全
く
虹
…

E
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
c

こ
こ
で
は
必

然
的
に
、
こ
れ
ま
で
総
論
的
な
設
論
で
あ
い
ま
い
な
ま
ま
残
さ
れ
て
き
た
従
否
者
の
示
諾
の
要
件
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
υ

北法S8(3.23)1089 



日見

な
お
、
判
明
羽
化
に
某
づ
く
効
果
の
差
別
を
検
討
す
る
の
に
必
要
な
の
は
、
被
宮
川
者
の
承
諾
の
犯
罪
諭
体
系
上
の
地
位
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

(m一

れ
る
。
そ
れ
が
構
成
要
件
該
当
怖
を
排
除
す
る
の
か
違
法
件
を
川
困
却
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
結
論
は
自
ず
と
導
か
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
っ

4 

H附

ゆ
え
に
効
果
の
尤
阿
久
の
有
担
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
に
係
る
承
諾
が
犯
罪
論
体
系
卜
と
こ
に
位
置
す
る
か
で
十
分
で
あ
り
、
そ
れ

以
L
L

の
検
討
は
本
稿
で
は
持
え
た
い
。

ま
た
、
卜
注
の
よ
う
に
木
稿
は
こ
れ
ま
で
総
論
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
被
害
者
の
承
諾
の
議
論
を
、
々
什
論
的
に
見
直
す
も
の
で
あ
る
が
、

逆
に
各
論
的
に
お
こ
な
っ
た
検
討
を
総
論
的
な
統
院
を
も
っ
て
把
握
す
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

U
的
を
、
本
稿
で

は
干
に
芥
論
的
に
お
こ
な
っ
た
被
究
者
の
承
諾
の
検
討
を
総
論
的
に
か
、
型
化
す
る
と
い
う
形
で
果
た
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
逆

に
こ
れ
ま
で
各
論
的
な
考
察
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
領
域
(
と
り
わ
け
同
家
・
公
共
の
法
益
に
刻
す
る
罪
の
領
域
)
を
総
論
的
な
本

詰
諭
の
視
点
か
ら
検
討
し
な
お
し
、
そ
れ
ら
を
総
論
的
な
議
論
の
枠
組
み
に
取
り
込
む
と
い
う
形
で
も
果
た
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の

こ
れ
ま
で
因
不
・
公
共
の
法
益
に
刈
す
る
罪
に
お
い
て
は
、
当
該
構
成
要
件
が
例
人
の
法
益
を
も
共
に
保
壮
語
し
て
い
る
(
よ
う
に
見
え
る
)

ば
あ
い
に
、
被
害
者
の
承
諾
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
、
そ
し
て
仮
に
不
誌
が
可
能
な
ら
ば
、
有
効
な
示
諾
の
た
め
に
必
要
な
要
刊

と
は
何
か
が
総
論
的
な
検
討
と
は
一
線
を
幽
し
て
、
各
論
的
に
検
討
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
c

し
か
し
、
仮
に
こ
れ
が
本
杭
の
問
題
と
す
る

被
害
苫
の
承
諾
の
問
題
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
各
論
的
検
討
は
ま
た
被
害
者
の
承
諾
の
総
論
的
検
討
と
足
杭
み
を
そ
ろ
え
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
コ
国
家
・
公
共
の
法
益
に
け
す
る
罪
に
お
け
る
被
弁
者
の
承
諾
の
役
割
を
、
総
論
的
な
旧
同
点
を
基
礎
に
お
き
つ
つ
、
名
論
的

に
検
討
す
る
こ
と
で
、
国
家
・
公
共
の
法
ぷ
に
お
け
る
個
人
法
益
の
伏
世
づ
け
、
法
益
所
有
者
の
本
諾
の
役
割
を
、

よ
り
正
碓
に
導
き
出
せ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
c

同
様
の
こ
と
は
ま
た
、
有
効
な
示
訴
の
要
件
に
関
し
て
も
い
、
え
る
で
あ
ろ
、
つ
c

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
各
論

的
な
考
察
に
よ
る
総
論
テ
ー
ゼ
の
再
構
成
で
は
な
く
、
そ
の
逆
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

u

回
一
本
・
公
共
の
法
益
と
個
人
法
益
と
の
閑

係
、
そ
し
て
前
者
が
後
者
に
与
え
る
彰
響
に
つ
い
て
、
総
論
テ
ー
ゼ
を
基
礎
に
置
い
た
検
討
を
お
こ
な
い
た
い
。
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ま
た
、
各
論
の
領
域
を
中
心
に
被
害
者
の
あ
小
諾
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
占
山
で
、
財
産
犯
に
分
類
さ
れ
る
海
品
苛
関
向
J

罫
に
も
同
様
の

こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
罪
に
お
い
て
も
総
論
テ

l
ゼ
を
基
慌
に
お
い
た
各
論
的
検
討
を
お
こ
な
い
た
い
と
考
え

c
、
む
つ

J

し
F

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
課
題
は
、
被
害
者
の
本
誌
を
構
成
要
件
ご
と
に
分
析
し
、
出
)
当
該
構
成
要
一
什
と
被
害
者
の

y

本
誌
と
の
関
係
を

把
射
し
、
犯
罪
阻
却
恨
拠
を
検
討
す
る
こ
と
、
そ
し
て
③
そ
れ
ら
の
類
型
化
の
川
能
件
と
正
当
牲
を
検
討
す
る
こ
と
、
ま
た
③
判
明
型
化
さ
れ

た
承
諾
論
の
内
部
で
乎
脂
の
な
い
解
決
を
導
き
だ
す
こ
と
に
あ
る
。
②
と
③
は
、
同
(
体
的
に
は
承
諾
が
有
効
に
成
育
す
る
要
刊
を
検
討
す
る

過
程
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
検
討
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
承
誌
の
総
論
的
な
考
察
と
各
論
的
な
考
察
の
理
論
の
統
一

を
附
ヮ
て
い
き
た
い
の
で
あ
る
。

本
稿
は
多
く
の
構
成
要
刊
の
中
で

い
く
つ
か
主
要
な
構
成
要
件
を
例
と
し
て
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
閃
す
る
検
討
を
お
こ
な
う
c

第
一
章

に
お
い
て
は
、
虚
偽
告
訴
雑
・
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
を
例
に
、
国
家
・
公
共
の
利
託
と
個
人
の
利
益
が
共
に
重
要
と
な
る
構
成
要
件
に
つ
い

て
、
被
常
者
の
承
諾
が
機
能
す
る
余
地
が
あ
る
の
か
、
あ
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
と
の
よ
う
な
ば
あ
い
で
ど
の
よ
う
な
要
件
が
必
要
で
あ
る

の
か
を
検
討
す
る
c

そ
し
て
第
一
章
以
下
で
は
、
個
人
法
益
の
中
で
も
、
財
廷
に
対
す
る
罪
、
白
山
に
対
す
る
罪
、
生
命
身
体
に
対
す
る

出
井
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
領
待
界
(
窃
盗
罪
・
強
盗
罪
・
司
欺
罪
・
公
喝
罫
)
と
山
什
物
担
壊
罫
、
盗
品
等
関
与
罫
(
第
一
章
)
、
件
再
侵
入
罪
と

昨
也
市
詐
(
第
一
章
)
、
同
青
山
殺
人
詐
と
傷
百
罪
(
第
凶
巾
)

を
例
と
し
て
、
こ
こ
で
保
護
さ
れ
て
い
る
法
訴
は
何
か
、
被
害
者
の
承
諾
が
犯

被有者の本譜 (1i 

出
井
を
阻
却
す
る

(
あ
る
い
は
違
法
性
を
減
少
さ
せ
る
)
叔
拠
は
何
で
あ
る
の
か
、
な
ぜ
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
被
存
者
の
不
諾
の
犯
罪
阻
却
効

米
に
限
界
が
生
じ
る
の
か
、
有
効
な
承
諾
の
た
め
に
必
要
な
安
件
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
検
討
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
何
ら
れ
た
被
害
者

の
承
諾
の
性
質
や
要
件
を
基
礎
に
し
て
、
諸
構
成
要
刊
に
関
係
す
る
承
諾
を
類
、
町
化
す
る
則
能
性
と

H
当
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
〈
通
市
、

総
論
的
に
行
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
検
討
を
、
各
論
的
視
点
か
ら
再
び
検
討
し
な
お
す
こ
と
で
、
被
否
者
の
承
諾
の
談
論
に
新
た
な
展
望
を
聞
き
、

北法58(3-25)1091



日見

総
論
的
な
テ

i
ゼ
に
示
峻
を
与
え
る
こ
と
が
本
稿
の
円
的
で
あ
る
r

4 

H附

(
l
)

い
ま
だ
犯
罪
が
不
成
す
の
段
階
で
、
法
，
血
所
有
者
を
「
被
中
同
省
一
と
呼
ぶ
こ
と
は
一
部
で
批
判
さ
れ
て
い
る
が
(
鈴
木
義
川
「
被
傷
者
の
承

誌
と
傷
害
以
の
成
否
」
刷
修
五
一
一
(
九
九
)
一
九
頁
血
栓
問
山
、
本
稿
で
は
便
'
川
上
、
法
益
刈
有
者
を
「
被
合
計
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
い

(
2
)
決
田
光
蔵

『
口
1
7
は
慨
、
訂
以
ド
(
一
九
九
一
、
十
五
正
社
)
一
一
一
一
九
以
「
頁
参
照
。

?
と
口
!
?
法
に
は
ま
た
ご
5
宮
E
E
E
ζ
E
Z
E
E旨

U
E
Z
E
E
-
E
2
ロO
ロロ
O

戸内
ω「
」
ス
ム
の
訟
は
私
人
の
合
意
に
よ
ロ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
)
と
い
う
法
格
言
も
存
在
し
て
い
た
(
柴
田
，
削
掲
古
二
γ
出

(

2

)

)

凶
六
買
参
照
)
。

(
4
)
C
2
E
ω
一
R
E
4
-
-
z宮
E
ねロロ己

E
5
2
ω
時間口〈
HEω
号
ω
〈内ユ
2
2
2
5戸川昨日『完内百円匂(い司〉

H沼山弁
N
m
N
『門

戸一
O
)

口
毛
主
玩
引
恒
三
)
(
一
百
三
(
ム
)
)
日
念
日

(
6
)
号、一三
F

Z
戸
0
2
コ
ヨ
(
ご
)
一
日
白
山

(

7

)

(

U

芝、
A
p
m
h

戸
(
)
(
J
r
E
U
E
)
)
一凶念。

(
自
)
(
司
君
主
伊
三
戸
。
(
〉
コ
ヨ
二
)
)
今
日
司
司

(
9
)
己
記
え
♂
山
口
(
)
(
〉
E
ド】(仏))一目。船

戸
山
)
口
完
走
初
出
戸
己
(
〉
コ
ヨ
(
日
)
)
日
。
日

(川以
)
C
2
E
ω
一山戸

C
(
〉ロ己主))一
N

白
ω

戸
山
)
「
偽
引
戸
ぐ
ぬ
一
三
)
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
承
ぷ
は
、
現
存
で
は
「
欺
岡
(
コ

-ZE--E)」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
承
諾
と
し
て
議
論
さ
れ
て

い
る
領
域
で
あ
り
、
両
者
は
同
語
法
こ
そ
異
な
る
が
的
存
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。

(
日
)
現
行
ド
イ
ツ
刑
法
一
一
八
条
に
あ
た
る
。
ド
イ

y
刑
法
=
八
条
(
旧
一
一
一
六

a
条
)
「
被
害
者
の
同
意
を
え
て
傷
害
を
お
こ
な
っ
た
が
引
は
、

そ
の
行
為
が

H
Eに
も
か
か
わ
ら
ず
比
俗
に
以
す
る
と
き
に
の
み
、
違
法
に
行
為
し
た
も
の
で
あ
る
υ

」

(川比)己記}九九段一山口()(〉
E
ド】(品))一目。∞口

C
U
)

ロ
ミ
ミ
均
一
三
戸
己
(
〉
コ
ヨ
二
)
)
一
日
。
∞
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〉
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日
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シ
ュ
ミ
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ド
ホ
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ザ

l
は
、
こ
の
よ
う
な
表
雨
的
な
法
話
侵
害
を
「
外
見
的
法
益
伝
吉
(
月
f
E
E
2
F
n
z♂
E
2
2
-
Z
N
E巴一

で
い
る

(hnpwXNhgEJ主
戸
∞
(
)
(
〉
E
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(
同
)
ま
を
q
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山
内
吉
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2
P
7
5
N
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0
1
2切
さ
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E
才
ω
E
Z九
二
d
T
J
2門
切
手
-
一
コ
ヨ
「
華
一

=
Z
ユ云
2

2の才一

-U斗
日
出
二
∞
コ
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)
h
n
p
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、
言
尽
旬
、
ヌ
ロ

ω
〔)(ヘ
JFEHド(印{}))一目
ιロ
H
H
U口

(
芯
)
~
~
。
と
p
m
w
戸C
(
h
f

コ
ヨ
(
凶
ご
)
一
三

ω
百戸]コ

ω寸

(日

)
=
i、rR
司
王
山

ω
C
(
〉ロロド(印(〕))印。

た
だ
し
ヴ
7
イ
ゲ
ン
ト
は
結
論
ー
と
し
て
は
、
法
話
放
棄
説
を
と
っ
て
い
る
(
〈
巳
コ
ゴ
h
ミ
拍
手
と
え
)
(
〉
-53()))一
戸
『
『
)
。

(
m
w
)

民
三
え
ら
亡
肯
定
吉
さ
叫
¥
山
市
コ
え
ミ

h
v
d
Eエ
ロ
ロ
克
巳
口
当

--z召
E
ぬ
号
ω
d
Z
ユZ
N
Zロ
-
E
P
E
P
Z
E
E
m
N
c
c
y
u
u
∞

ま
た
ヒ
ル
ン
ユ
は
、
二
百
乱
の
法
詳
理
解
に
基
づ
き
、
か
つ
傷
害
罪
の
ば
あ
い
に
事
例
の
一
部
に
だ
け
処
分
権
の
制
限
が
必
別
で
あ
る
と
み

な
す
と
、
ひ
と
つ
の
財
の
内
部
で
法
需
の
分
裂
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
法
益
珂
解
が
生
命
や
身
体
、
自
市
川
、
名
昔
、
所
有
住
等

を
列
挙
し
て
い
る
ド
イ
ツ
刑
法
三
四
条
(
止
当
化
の
緊
号
遊
難
)
に
矛
盾
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
は
益
概
念
と
fl
い
決
定
権
の
結
び
つ
き
は

単
な
る
信
仰
の
山
円
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
て
い
る
(
主
主
吾
ヨ
コ
ヨ
三
宝
石

E
己
F
-
r
F
2
2
2
}
言
問
玉

pzztコ
P

E
己
主
主
巧
E
N巾
f

HG
叶
品
目
叶
主
口
(
以
↑
出
E
n
p
E
3
1己
月
一
司
出
と
略
す
こ
{
}

戸川川)円、ぷ
REH九
六
戸
以
(
)
(
〉
=-t(NR))一
〈
(
弓
吉
豆
一
1
3
N
「
「
回
二
戸
}
}
}
}

(
m
M
)
E
口
日
出
門
戸
戸

ω
ロ
mFω
白
む

こ
の
世
引
例
は
、
海
外
ヘ
ヂ
八
扶
痘
の
研
究
旅

h
に
い
っ
た
被
告
人
が
帰
困
段
、
芋
へ
扶
出
に
惇
由
山
し
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
か
ず
、
ま
た
そ
の
恐

れ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
検
査
を
せ
ず
に
大
学
病
院
の
医
者
と
し
て
の
仔
務
に
就
い
た
た
め
、
じ
ん
快
位
が
院
内
の
医
長
や
世
話
に
感
染
し
た

と
い
う
事
例
で
あ
る
ご
絞
れ
人
は
、
地
ん
裁
判
所
戸
L
G
)
に
お
い
て
、
彼
白
身
か
ら
直
終
的
に
あ
る
い
は
彼
か
ら
感
染
し
た
第
三
者
か
ら
川

弘
的
に
感
染
し
た
被
古
昔
ら
に
対
す
る
過
失
傷
古
(
致
死
)
非
に
問
わ
れ
、
一
件
の
過
失
致
死
曜
と
一
五
刊
の
過
失
傷
汗
埠
で
有
罪
判
決
を
、
つ

け
た
ご
し
か
し
、
院
内
で
の
感
染
が
判
明
し
た
後
に
、
山
加
者
の
求
め
に
応
じ
て
検
疫
中
の
川
院
に
入
っ
た
神
父
に
刈
す
る
過
失
傷
害
以
の
み
が
、

成
す
し
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
被
告
人
側
か
ら
は
被
告
人
に
は
般
的
な
責
任
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
検
察
側
か
ら
は
神
父
に
刻

と
呼
ん
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古
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。

(
部
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山
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(
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出
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日
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(
部
)
山
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掲
古
(
出
(
認
)
)
九
九
民
以
卜
。

(
訂
)
前
田
雅
弘

『刑
法
総
論
誕
義
ド
(
第
判
版
、
一
り
つ
六
、
阜
県
ト
入
学
山
版
会
」
〈
〉
七
頁
、
古
山
佳
奈
L
J

「
自
己
決
定
と
そ
の
限
界
戸
卜
)
一

法
学
教
実
二
八
阿
号
(
一

0
0
川
)

T

計
六
良
、
体
約
千
偲

a
刑
法
講
義
(
総
論
)
「
(
四
訂
版
、
九
八
、
有
斐
悶
)
一
一
八
良
、

γ
野
龍
一

『刑
法
概
説
』
(
九
七
七
、
収
点
大
学
山
版
会
)
五
九
員
、
大
谷
間
掲
書
(
注
(
幻
)
)
五
九
頁
、
佐
伯
仁
心
目
削
掲
論
文
(
比
(
犯
)
)

一
口
九
頁
、
山
口
-
前
掲
害
(
問
(
ぬ
)
)
一
五
一
頁
、
川
野
・
前
掲
出
(
汁
(
ぬ
)
)
一
九
八
頁
=

戸
間
山
)
山
い
・
前
掲
古
(
注
戸
川
一
)
」
立
白
川
、
前
回
・
前
掲
古
(
注
(
釘
)
)
一
口
八
民
、
佐
伯
千
偲
・
前
掲
古
(
正
(
釘
)
)
一
一
八
貝
以
下
。

た
だ
し
、
間
囚
・
一
心
人
民
は
、
傷
害
却
に
お
け
る
被
害
者
の
承
誌
は
、
構
成
要
件
の
刊
附
だ
と
解
し
ワ
つ
、
「
実
態
と
し
て
は
、
優
越
的
利

益
の
存
行
の
判
断
で
あ
る
他
の
7
1
当
化
事
内
と
、
構
成
M
K
件
該
当
性
判
断
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
説
明
し
て
い

る
{

(
川
出
)
大
小
什
・
前
掲
古
(
注
(
刊
さ
)
一
立
八
頁
以
下
、
佐
伯
仁
志
-
前
掲
論
正
「
所
(
泣
)
)
一

O
頁
、
町
野
・
前
掲
斉
「
所
(
ぬ
こ
ハ
八
頁
、

高
山
・
前
掲
論
止
(
正
(
同
町
)
)
五
六
頁
、
い
中
野
目
前
掲
亭
門
(
凶
(
釘
)
)
五
九
頁
。
た
と
え
ば
佐
伯
仁
志
田
一
一
口
頁
は
、
被
古
者
の
本
詰
に

情
成
史
件
該
当
性
排
除
の
効
果
を
与
え
れ
ば
一
重
ん
な
傷
害
に
つ
い
て
は
同
意
が
あ
っ
て
も
違
法
性
問
却
を
忍
め
な
い
見
附
を
と
る
場
合
に
は
、

傷
害
罪
の
構
成
要
件
が
、
同
居
が
な
い
こ
と
を
攻
件
と
す
る
構
成
要
件
と
同
意
の
有
無
を
附
わ
な
い
構
成
虫
件
に
分
裂
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

(
以
下
己
苦
言
言
一
ミ
喜
一

E
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日見
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H附

る
」
と
し
て
、
実
日
目
的
な
根
拠
か
ら
、
後
宇
門
者
の
め
中
諾
が
正
当
化
事
由
で
あ
る
こ
と
を
洋
き
山
し
て
い
る
ご

戸
別
)
什
比
伯
仁
志
・
前
伺
論
正
(
注
(
犯
)
)
一
一
行
一
貝
、
前
阿
・
前
掲
書
(
注
(
訂
)
)
一
一
五
頁
以
卜
。
そ
の
一
ん
で
、
同
意
殺
人
罪
が
保
護
す

る
法
益
は
、
当
該
サ
ム
叩
を
享
受
し
て
い
る
占
以
外
の
者
(
公
共
あ
る
い
は
第
詐
)
の
法
益
で
あ
る
と
解
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
本
格
第
川
市
で
詳
述
す
る
〕

(
引
)
団
政
市
光
『
刑
法
綱
要
総
論
ド
(
第
三
版
、
九
九

O
、
創
文
社
)
一
一
員
、
間
藤
重
先
編
『
注
釈
刑
法
(
2
)
の

I
ι
二
九
七
六
、
右

支
閲
)
一
頁
以
〔
福
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〕
、
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東
・
前
掲
論
丈
(
、
出
(
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)
)
一

O
四
頁
、
福
山
・
前
掲
古
(
汁
(
日
以
)
)
一
七
九
良
、
占
出
・
前
掲

古
(
凶
(
犯
ご
二
五
一

R
。
ま
た
、
段
決
昭
和
立
五
年
1

一
川
一
一
一
判
例
集
一
川
巻
一
九
1

ハ
頁
を
参
照
、

い
わ
ゆ
る
目
的
説
(
本
村
抱
一
ほ
か
著

固刑
法
総
論
'
(
増
補
版
、
一
九
七
八
、
有
安
閑
)
一
八
l

ハ
頁
川
下
参
出
、
)
も
同
趣
旨
の
見
解
で
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
ο

(
川
出
)
前
田
雅
口
火
「
侵
会
結
果
と
被
害
占
の
承
諾
一
法
学
七
ミ
ナ
l
四
O
K号
(
一
九
八
八
)
九
七
頁
c

(
m
m
)

山
内
政
・
前
掲
古
(
出
(
認
)
)
五
八
三
民
、
木
村
・
前
掲
害
(
注
(
犯
ご
三
良
以
十
じ

(
川
出
)
佐
伯

f
似

前

掲

当

τ汁
(
訂
)
)
二
一
七
百
。

(
町
出
)
邑
山
根
成
彦

副刑
法
の
重
盟
問
州
国
「
総
論
)
-
(
品
川
市
一
版
、
二

C
C
五
、
成
人
止
金
)
九
頁
、
塩
谷
投

a
紋
台
半
引
の
承
諾
と
fl
い
持
寅
性
-
「一

。
。
一
凶
、
法
律

f
J

入
化
社
)
?
ハ
頁
。

(
日
間
)
曲
川
根
成
彦
一
出
世
・
刑
法
一
」
法
学
教
室
六
凶
号
二
九
八
ハ
)
八
八
頁
を
参
出
{
}

戸
市
山
)
曲
川
根
・
前
掲
古
(
正
(
む
)
」
一
一
九
負
。

(
川
町
)
怯
津
降
行
「
被
会
者
の
承
諾
(
|
)
一
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九

O
(
九
八
七

)π
八
頁
N
M
卜、

(ω)
井
回
以

E

刑
法
総
論
の
理
論
構
造
(
一

0
0
1
ハ
、
成
主
堂
)
一
九
一
頁
以
下
、
内
藤
前
掲
書
(
か
(
泣
)
)
計
八
七
頁
。
な
お
井
岡
・
一

九
一
同
は
、
被
害
者
の
本
ぷ
の
犯
罪
阻
却
根
拠
は
構
成
以
件
の
川
口
質
に
従
っ
て
、
法
，
比
政
事
本
あ
る
い
は
法
的
保
護
の
放
棄
が
問
題
と
な
る
と
主

張
し
て
い
る
ご
そ

ν

て
前
者
に
は
梢
成
要
刊
該
当
昨
叫
除
の
効
果
を
、
後
者
に
は
市
当
化
の
効
果
を
う
え
て
い
る
…
こ
の
よ
う
な
張
は
、
両

省
の
同
別
に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
犯
罪
論
体
系
ー
の
地
位
を
日
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

uv盆
放
棄
と
法
的
保
書
況
の
放
業
を
同
じ
趣

旨
で
用
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
(
ホ
当
化
の
)
同
意
の
領
域

に
お
い
て
は
、
法
的
保
護
の
放
棄
が
そ
の
犯
罪
阻
辺
恨
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。
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(
川
)
内
政
・
前
封
書
(
、
正
(
日
記
)
)
五
八
七
良
一

戸
川
山
)
山
内
け
路
・
前
掲
古
(
正
(
立
)
」
五
八
万
民
以
卜
、
川
叫
・
前
掲
亭
門
(
注

(ω))

(
印
)
井
田
・
前
柑
吉
戸
出
(

ω

)

)

九
三
氏

(
山
)
た
だ
し
井
田
ー
以
「
山
殺
悶
ワ
以
と
同
意
殺
人
罪
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
川
号
(
一

0
0
!と
石
頁
は
、
白
殺
関
与
県
の
処
罰
規
定
は
、

U
殺
語
以
外
的
第
一
一
長
に
白
殺
へ
の
関
与
を
禁
け
す
る
こ
と
(
山
殺
悶
ワ
を
禁
止
す
る
わ
為
規
範
的
設
定
と
維
持
」
に
よ
っ
て
生
命
保
諸
に
役

千
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
〕
て
い
て
、
そ
れ
に
基
つ
け
ば
ド
イ
ツ
の
刑
事
政
策
説
と
阿
様
に
、
こ
こ
で
は
生
命
保
護
制
範
を
維
持
す
る

と
い
う
刑
事
政
策
的
な
考
慮
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
内
に
つ
い
て
は
本
橋
第
州
市
で
詳
述
す
る
。

(
山
川
)
内
政
・
前
財
古
(
正
(
日
記
)
)
五
八
九
氏
、
井
田
・
前
掲
害
(
注
p

m

)

)

一
九
五
員
以
|

戸
山
)
な
お
、
被
件
者
の
承
諾
(
同
意
)
の
違
法
性
阻
辺
恨
拠
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
凶
京
に
お
い
て
改
め
て
検
討
す
る
、

(
肌
)
た
だ
し
、
承
諾
の
効
果
、
と
り
わ
け
同
己
的
認
識
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
辻
当
化
事
出
共
通
の
問
題
で
は
な
く
ポ
諾
囚
有
の
問
題
と
し
て
諭

じ
た
刷
究
と
し
て
、
深
町
・
前
掲
前
え
(
げ
は
(
汎
)
)
七
七
頁
以
下
が
あ
る
。

[付記〕
本
稿
は
北
海
出
丈
島
7
審
査
仲
上

で
あ
る
つ

九
一
民
参
照
。

(法
F
J

了
)
学
位
論
文
(
一

0
0七
年
三
川
一
日
綬
日
)
「
被
害
者
の
承
ぷ
J
各
論
的
考
察
」
に
補
筆
し
た
も
の

被有者の本譜 (1i 
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