
わ
が
国
の
近
代
化
と
外
国
刑
事
法
の
影
響

そ
の
序
説
と

し
て
の
試
論

須
　
々
　
木
　
主

一

五四　扁　 一　一　　　　　　一
　一　 一

は
　
じ
　
め
　
に

「
近
代
化
」
の
意
義

「
刑
事
法
の
近
代
化
」
の
意
義

刑
事
法
の
特
殊
性
と
外
国
法
の
影
響

お
　
わ
　
り
　
に

は
　
じ
　
め

に

　
以
下
の
所
説
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
的
な
刑
事
法
の
法
制
史
的
概
要
の
説
明
で
も
な
け
れ
ば
、
近
代
に
お
け
る
刑
事
法
の
個

別
的
な
問
題
の
検
討
を
意
図
す
る
も
の
で
も
な
い
。
　
『
わ
が
国
の
近
代
化
に
お
よ
ぼ
し
た
外
国
法
の
影
響
』
を
刑
事
法
の
観
点
か
ら

な
が
め
る
た
め
に
一
つ
の
準
備
的
な
作
業
を
試
み
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
わ
が
国
の
近
代
化
と
外
国
刑
事
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
共
　
同
　
研
　
究
（
須
々
木
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

　
近
代
化
と
い
う
言
葉
は
き
わ
め
て
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
の
意
味
内
容
を
一
義
的
に
確
定
す
る
こ

と
は
か
な
ら
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
と
く
に
、
社
会
が
近
代
化
さ
れ
た
と
い
う
場
合
と
社
会
生
活
の
場
に
お
け
る
個
々
の
事
象
な

い
し
事
物
が
近
代
化
さ
れ
た
と
い
う
場
合
と
で
は
、
お
な
じ
近
代
化
と
い
う
言
葉
を
つ
か
い
な
が
ら
、
そ
の
意
味
内
容
に
は
多
少
の

相
違
が
あ
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
あ
る
国
が
近
代
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
そ
の
国
の
刑
事
法
制
が
近
代
化
さ
れ
た
と
い
う
こ

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

と
と
は
観
念
上
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
わ
が
国
が
近
代
化
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
わ
が
国
の
刑
事
法
が
近
代
化
さ
れ
た
か
ど
う
か
、

こ
の
二
つ
は
各
別
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
近
代
化
と
は
な
に
を
意
味
す
る
か
を
確
認
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
わ
が
国
の
近
代
化
に
お
よ
ぼ
し
た
外
国
法
の
影
響
を

刑
事
法
の
観
点
よ
り
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
国
の
刑
事
法
が
直
接
無
媒
介
で
他
の
国
の
近
代
化
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
と
い

う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
あ
る
国
の
刑
事
法
が
他
の
国
の
刑
事
法
制
に
影
響
を
与
え
、
こ
れ
と
関
連
し
て
そ
の
国
ま
た
は
そ
の

国
の
社
会
一
般
に
変
化
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
応
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
共
同
研
究
の
問
題
を
刑
事
法
の
観

点
よ
り
な
が
め
る
と
い
う
た
め
に
は
、
刑
事
法
と
社
会
と
の
関
係
の
仕
方
一
般
お
よ
び
刑
事
法
の
外
国
法
制
へ
の
影
響
の
仕
方
一
般

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
国
が
近
代
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
た
め
に
は
そ
の
国
の
刑
事
法
制
も
近
代
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
事
実
上
予
想
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
刑
事
法
な
い
し
刑
事
法
制
の
近
代
化
と
い
う
こ
と
も
、
以
上
と
の
関
係
で

あ
ら
か
じ
め
検
討
を
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
下
に
の
べ
る
こ
と
は
、
近
代
化
の
意
義
、
刑
事
法
の
近
代
化
の
意
義
、
刑
事
法
の
特
殊
性
と
外
国
法
の
影
響
と
い
う
三
つ
の
問

題
で
あ
る
。
上
記
の
理
由
に
よ
り
、
こ
の
三
点
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
研
究
の
問
題
を
刑
事
法
の
観
点
よ
り
な
が
め
る
た



め
の
序
説
ま
た
は
そ
の
研
究
の
総
論
と
し
て
の
責
め
は
、
果
し
う
る
も
の
と
考
え
る
。

二
　
「
近
代
化
」
の
意
義

　
一
　
「
近
代
化
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
内
容
は
、
曖
昧
で
あ
る
。
各
論
者
の
い
う
近
代
化
と
い
う
観
念
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う

の
で
は
な
い
。
各
論
者
の
理
解
に
は
す
べ
て
正
し
い
契
機
を
含
ん
で
お
る
よ
う
に
思
わ
れ
な
が
ら
そ
の
内
容
が
同
一
で
な
い
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
各
論
者
間
に
立
場
の
相
違
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
他
の
論
者
の
所
説
を
批
判
す
る
こ
と
は
ご
く
簡

単
な
論
理
的
操
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
議
論
が
枝
葉
末
節
に
お
ち
い
る
危
険
も
な
し
と
せ
ず
、
ま
た
生
産

的
な
考
察
態
度
と
も
い
え
な
い
。
必
要
な
の
は
概
念
の
根
本
的
分
析
で
あ
ろ
う
。
そ
の
言
葉
の
用
い
ら
れ
る
社
会
的
背
景
、
独
自
の

見
地
よ
り
す
る
概
念
の
制
約
な
ど
を
は
な
れ
、
白
紙
に
か
え
っ
た
概
念
内
容
の
把
握
こ
そ
が
、
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
近
代
化
と
い
う
こ
と
で
は
、
と
く
に
近
代
「
化
」
と
い
う
点
に
着
目
す
れ
ば
、
形
式
的
に
三
つ
の
意
味
の
あ
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
近
代
的
に
す
る
こ
と
、
＠
近
代
的
に
な
る
こ
と
、
の
近
代
的
で
あ
る
こ
と
。

　
ω
の
『
近
代
的
に
す
る
こ
と
」
と
い
う
理
解
は
、
近
代
化
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
・
能
動
的
な
変
革
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
に
通
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
論
者
の
実
践
的
な
態
度
に
親
し
み
や
す
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は

事
実
的
関
係
と
し
て
か
ん
が
え
ら
れ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
両
者
の
む
す
び
つ
き
に
論
理
的
な
必
然
性
は
な
い
。
近
代
化
と
い
う

こ
と
を
近
代
的
に
す
る
こ
と
と
う
け
と
る
場
合
に
は
、
方
法
論
的
に
み
て
、
近
代
化
さ
れ
た
も
の
す
な
わ
ち
歴
史
的
・
社
会
的
所
与

を
み
る
よ
り
も
先
に
そ
れ
を
造
り
だ
し
て
ゆ
く
動
因
、
近
代
化
さ
せ
て
ゆ
く
も
の
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

　
　
わ
が
国
の
近
代
化
と
外
国
刑
事
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
共
　
同
　
研
　
究
（
須
々
木
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

し
ば
し
ば
最
も
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
主
体
的
存
在
の
学
問
的
把
握
は
と
き
に
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は

そ
の
よ
う
な
主
体
的
存
在
を
度
外
視
し
て
近
代
化
の
観
念
が
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
住
い
の
近
代
化
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

場
合
に
は
、
近
代
的
に
す
る
も
の
よ
り
も
近
代
的
に
な
る
も
の
の
ほ
う
が
観
念
上
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
近
代
的
に
す
る
も

キ

の
の
重
要
性
を
論
ず
る
こ
と
は
も
と
よ
り
可
能
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
必
要
も
あ
ろ
う
が
、
す
く
な
く
と
も
住
い
の
近
代

化
と
い
う
標
題
の
も
の
で
近
代
的
に
す
る
者
の
こ
と
を
論
ず
る
の
は
、
本
筋
を
は
な
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か

し
、
社
会
の
近
代
化
を
論
ず
る
場
合
に
は
、
か
な
ら
ず
し
も
こ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
。
誰
が
ま
た
は
何
が
社
会
を
近
代
的
に
す
る
に

あ
た
っ
て
積
極
的
な
機
能
を
い
と
な
ん
だ
の
か
そ
し
て
誰
が
ま
た
は
何
が
こ
れ
を
阻
害
し
た
の
か
。
こ
の
問
題
の
重
要
で
あ
る
こ
と

は
多
言
を
要
し
な
い
。
た
だ
、
近
代
化
と
い
う
こ
と
を
近
代
的
に
す
る
こ
と
と
一
義
的
に
き
め
て
か
か
る
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
理
解
が
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
は
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　
＠
の
『
近
代
的
に
な
る
こ
と
』
と
い
う
理
解
は
、
近
代
化
と
い
う
こ
と
を
、
消
極
的
・
受
動
的
な
変
化
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

こ
と
に
通
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
、
論
者
の
傍
観
的
・
第
三
者
的
な
見
る
者
の
態
度
に
親
し
み
や
す
い
と
か
ん
が
え
る
。

こ
れ
も
、
も
と
よ
り
、
事
実
的
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
両
者
の
む
す
び
つ
き
に
論
理
的
必
然
性
は
な
い
。
近
代
化
と

い
う
こ
と
を
近
代
的
に
な
る
こ
と
と
解
す
る
場
合
に
は
、
方
法
論
的
に
み
て
、
ま
ず
も
っ
て
近
代
的
に
な
っ
た
も
の
す
な
わ
ち
歴
史

的
・
社
会
的
所
与
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
る
結
果
、
事
態
を
見
る
目
は
回
顧
的
に
な
る
が
、
就
中
、
主
体
的
存
在
と
い
う
客
観
的
（
そ

の
意
味
で
は
学
問
的
）
把
握
の
困
難
な
関
係
項
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
危
険
を
回
避
し
う
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
と
く
に
視
野
を
社
会

学
的
領
域
に
限
定
せ
ず
に
近
代
化
の
観
念
を
ひ
ろ
く
用
い
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
こ
れ
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、



こ
の
理
解
は
、
社
会
的
、
実
践
的
な
関
心
を
う
と
ん
ず
る
結
果
に
な
り
が
ち
で
あ
る
点
よ
り
す
れ
ば
、
ω
の
展
望
的
方
法
を
あ
わ
せ

採
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
が
ん
が
え
ら
れ
る
。

　
の
の
「
近
代
的
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
解
釈
は
特
殊
な
理
解
方
法
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
『
近
代
化
」
と
い
う
用
語
を
完
了
形
と

し
て
と
ら
え
た
こ
と
に
な
る
。
近
代
化
の
観
念
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
理
解
が
可
能
で
あ
る
所
以
は
わ
れ
わ
れ
の
研
究
テ
ー
マ
の
用

語
法
そ
の
も
の
が
表
明
す
る
。
い
わ
く
、
わ
が
国
の
近
代
化
に
お
よ
ぼ
し
た
外
国
法
の
影
響
。
こ
の
テ
ー
マ
の
背
後
に
は
す
で
に
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

が
国
が
近
代
的
な
国
家
で
あ
る
と
い
う
先
取
り
さ
れ
た
考
え
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
り
に
全
的
に
近
代
的
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

は
み
て
い
な
い
と
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
部
分
的
に
は
近
代
的
で
あ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
近
代
的
で
あ
る
」
と

い
う
意
味
は
「
近
代
的
に
さ
れ
て
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ま
た
は
「
近
代
的
に
な
っ
て
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
ω
と
＠
の

理
解
と
無
関
係
で
は
な
い
。
完
了
形
と
い
う
の
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
の
の
理
解
に
た
て
ば
、
社
会
的
所
与
に
お
い
て
近
代
的
特
徴

が
一
応
の
完
結
態
で
存
在
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
事
実
上
、
論
者
の
現
状
肯
定
的
な
態
度
と

む
す
び
つ
く
可
能
性
を
と
も
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
方
法
論
的
に
み
れ
ば
、
当
該
社
会
的
所
与
の
せ
ま
い
枠
内
で
歴
史
を
過
去
に
さ

か
の
ぼ
り
、
そ
の
範
囲
内
で
現
在
に
い
た
る
過
程
を
な
が
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
は
、
社
会
的
所
与
に
お
け
る
前
近
代

的
要
素
を
度
外
視
す
る
こ
と
に
通
じ
、
い
わ
ば
閉
さ
れ
た
盲
目
的
な
方
法
と
し
て
、
将
来
に
た
い
す
る
展
望
を
欠
く
こ
と
に
な
り
、

そ
の
意
味
で
は
研
究
の
実
践
的
意
義
に
乏
し
い
。
わ
れ
わ
れ
の
共
同
研
究
の
た
め
の
方
法
論
と
し
て
は
、
用
語
法
自
体
の
問
題
と
し

て
不
自
然
で
あ
る
こ
と
を
避
け
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
状
肯
定
的
な
安
易
な
態
度
を
回
避
す
る
と
い
う
意

味
で
の
の
理
解
は
と
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
、
　
『
近
代
的
で
あ
る
』
と
い
う
観
念
自
体
は
『
近
代
的
に
す
る
』
と
い

　
　
わ
が
国
の
近
代
化
と
外
国
刑
事
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二



　
　
共
同
研
究
（
須
々
木
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

う
観
念
や
「
近
代
的
に
な
る
』
と
い
う
観
念
に
内
在
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
概
念
内
容
を
指
導
す
る
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
、
そ
の
限
度
内
で
こ
の
観
念
を
う
け
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
ま
た
も
っ
ぱ
ら
そ
の
限
度
内
で
受
け
入
れ
さ
え
す
れ
ば
足

り
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
ω
、
＠
、
の
の
各
理
解
は
そ
れ
ぞ
れ
に
無
関
係
で
は
な
い
。
こ
の
三
者
は
、
一
つ
の
過
程
的
現
象
を
能
動
面
と
受
動
面
そ
し
て
結

果
面
に
お
い
て
と
ら
え
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
三
者
の
相
互
制
約
的
関
係
を
確
認
し
た
う
え
で
そ
れ
ぞ
れ
の
観
念
を
方
法
論
的
に
生
か

す
努
力
を
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
二
　
近
代
「
化
」
の
形
式
的
理
解
が
以
上
の
範
囲
内
に
つ
き
る
と
す
れ
ば
、
次
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
　
『
近
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

的
』
と
い
う
形
容
旬
の
意
味
内
容
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
　
「
近
代
化
」
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
的
に
す
る
こ
と
、
近
代
的
に
な
る
こ

　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

と
、
近
代
的
で
あ
る
こ
と
と
い
う
以
外
に
理
解
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
。

　
近
代
的
と
い
う
形
容
旬
は
こ
れ
を
形
式
的
に
み
れ
ば
歴
史
的
な
時
代
区
分
と
し
て
の
「
近
代
』
と
無
関
係
で
は
な
い
。
　
「
近
代
』

と
呼
ば
れ
る
時
代
に
お
け
る
社
会
的
・
文
化
的
諸
特
徴
を
総
括
す
る
と
こ
ろ
の
形
容
旬
、
こ
れ
が
『
近
代
的
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る

と
す
る
こ
と
も
一
応
ゆ
る
さ
れ
る
と
考
え
る
。
近
代
に
お
け
る
社
会
的
・
文
化
的
諸
特
徴
の
把
握
は
一
定
の
方
法
論
　
（
と
く
に
歴
史

観
）
の
存
在
を
予
定
し
て
い
る
か
ら
、
何
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
か
を
安
易
に
口
に
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
一
義
的
に
決

定
す
る
こ
と
に
は
か
な
り
の
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
、
近
代
的
と
い
う
形
容
句
が
近
代
と
い
う
歴
史
的
時
代
区
分

と
無
縁
で
な
い
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
前
提
に
立
っ
て
次
の
よ
う
な
帰
結
を
も
ち
出
す
こ
と
も
み
と
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。



　
第
一
に
、
近
代
的
と
い
う
形
容
旬
は
、
他
の
実
質
的
な
諸
観
念
の
便
宜
的
な
言
換
え
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
。
仮
り
に
こ
こ
で
な

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
ら
か
の
着
色
を
論
ず
る
と
す
れ
ば
、
他
の
実
質
的
な
諸
観
念
に
歴
史
的
な
現
実
性
を
与
え
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
う
る
に
と
ど
ま

る
。
こ
の
歴
史
的
現
実
性
を
付
与
す
る
と
い
う
こ
と
の
重
要
な
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
。

　
第
二
に
、
近
代
に
お
け
る
社
会
的
・
文
化
的
特
徴
は
、
観
点
（
歴
史
観
で
は
な
く
）
の
相
違
に
応
じ
て
種
々
雑
多
で
あ
り
う
る
。
し
た

が
っ
て
近
代
的
と
い
う
形
容
旬
の
意
味
内
容
を
一
義
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
川
島
武
宜
は
、
ホ
ー
ル
論
文
を
参
照

し
な
が
ら
「
「
近
代
化
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
歴
史
的
変
化
の
基
本
的
方
向
は
、
結
局
は
、
広
汎
な
人
々

　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ

の
解
放
（
ひ
ろ
い
意
義
で
の
）
に
む
か
っ
て
の
急
速
な
深
刻
な
社
会
的
変
化
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
第
一
次
的
に
は
、
経
済
的

に
は
無
生
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
管
理
　
（
制
御
．
適
用
）
　
に
よ
る
労
働
生
産
力
の
増
大
と
そ
れ
に
伴
う
相
互
依
存
関
係
の
増
大
、
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

び
広
汎
な
人
々
へ
の
公
正
な
分
配
、
社
会
的
に
は
個
人
に
よ
る
行
動
選
択
の
拡
大
、
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
動
化
の
程
度
の
拡
大
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

お
よ
び
広
汎
な
人
々
の
相
互
作
用
の
可
能
性
、
政
治
的
に
は
、
個
人
に
対
す
る
力
の
支
配
の
国
家
独
占
、
広
汎
な
人
々
の
何
ら
か
の

政
治
参
加
（
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
可
能
性
）
、
と
普
遍
主
義
（
．
．
琶
写
R
都
涜
旨
．
．
）
（
特
定
主
義
B
疑
亀
豊
弩
に
対
す
る
意
味
で
の
）
の

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

貫
徹
、
思
想
・
文
化
の
平
面
で
は
、
い
わ
ゆ
る
合
理
主
義
の
貫
徹
で
あ
り
、
さ
ら
に
第
二
次
的
派
生
的
の
も
の
と
し
て
、
他
の
諸
指

標
を
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
』
　
（
馴
綿
武
瞳
ザ
癩
代
糀
酷
の
意
味
、
）
と
す
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
近
代
的
と
い
う
形
容
旬
の
内
容
の

説
明
と
し
て
聞
く
こ
と
も
ゆ
る
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
二
点
は
あ
く
ま
で
思
考
過
程
に
お
け
る
判
断
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
仮
り
に
近
代
的
と
い
う
観
念
の

分
析
が
以
上
の
点
に
つ
き
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
歴
史
的
事
実
に
密
着
し
た
事
柄
の
理
解
に
と
ど
ま
り
、
近
代
的
と
い
う
観
念
が
ま
さ

　
　
わ
が
国
の
近
代
化
と
外
国
刑
事
法
の
影
響
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三
四

　
ヤ
　
　
　
ヤ

に
形
容
句
で
あ
っ
た
点
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
し
ば
し
ば
相
反
す
る
社
会
的
ま
た
は
文
化
的
現
象
も
み

ら
れ
る
よ
う
に
お
も
う
。
近
代
的
と
い
う
観
念
を
歴
史
的
時
代
と
結
び
つ
け
て
意
味
内
容
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
的
な

現
象
面
に
即
し
た
概
念
内
容
確
定
の
操
作
を
お
こ
な
う
と
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
は
『
近
代
』
と
い
う
時
代
区
分
を
あ
ら
し
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

も
の
、
す
な
わ
ち
歴
史
観
と
関
連
さ
せ
て
そ
の
内
容
を
純
化
す
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
歴
史
的
な
事
象
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

な
か
に
あ
ら
わ
れ
た
あ
る
種
の
指
向
な
い
し
特
徴
を
み
と
め
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
『
近
代
』
と
い
う
歴
史
的
時
代
区
分
が
う
ま

れ
た
は
ず
だ
と
い
う
反
省
が
加
わ
る
。
仮
り
に
こ
こ
で
特
定
方
向
よ
り
す
る
歴
史
的
事
象
の
透
視
を
拒
絶
す
る
態
度
を
と
る
と
す
れ

ば
も
と
よ
り
近
代
的
と
い
う
観
念
の
分
析
は
こ
こ
で
終
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
近
代
的
な
い
し
近
代
化
と
い
う
観
念
を
用
い
る
必
然

性
は
否
定
さ
れ
、
た
ん
な
る
便
宜
、
し
か
も
つ
ね
に
誤
解
の
危
険
を
は
ら
ん
だ
便
宜
的
な
用
語
法
と
い
う
こ
と
に
な
り
お
わ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
歴
史
観
の
種
類
と
い
う
こ
と
で
は
あ
ま
り
に
も
多
種
多
様
の
も
の
が
理
解
さ
れ
る
。
観
念
論
的
歴
史
観
あ
り
、
唯
物

論
的
歴
史
観
あ
り
。
歴
史
を
進
化
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
あ
り
、
退
化
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
あ
り
。
歴
史
的
事
象

を
そ
れ
ぞ
れ
完
結
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
あ
り
、
一
つ
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
あ
り
。
等
々
。
も
っ
と
も
、
そ
の

一
つ
一
つ
に
わ
た
っ
て
こ
こ
で
検
討
を
加
え
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
わ
れ
わ
れ
の
共
同
研
究
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
枠
内
で
み
る
な

ら
ば
、
一
つ
の
点
を
指
摘
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
を
問
題
解
決
の
過
程
と
し
て
と
ら
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
未
来
に
人
聞
の
、
人
聞
社
会
の
理
想
的
な
状
態
を
各
人
の
仕
方
で
想
定
し
、
そ
の
方
向
に

歴
史
は
流
れ
て
ゆ
く
ま
た
は
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
態
度
自
体
に
対
す
る
反
省
も
必
要
で
あ
る
と

は
考
え
る
が
、
こ
の
枠
内
で
あ
れ
ば
次
の
点
に
注
意
す
べ
き
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



　
そ
れ
は
、
歴
史
は
自
由
の
意
識
の
進
歩
で
あ
る
と
い
う
へ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
と
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
い

う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
田
辺
元
の
解
説
（
棚
麹
璽
噛
孝
訊
潤
頁
）
に
よ
れ
ば
へ
ー
ゲ
ル
は
人
問
の
自
由
解
放
の
自
覚
の
進
歩
を
歴

史
に
み
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
被
支
配
階
級
に
お
け
る
人
問
疎
外
に
対
す
る
洞
察
か
ら
人
間
性
回
復
へ
の
指
向
を
重

視
す
る
の
が
マ
ル
ク
ス
の
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
が
史
的
唯
物
論
の
底
流
で
あ
る
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
へ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク

ス
と
は
そ
れ
ぞ
れ
観
念
論
的
歴
史
観
と
唯
物
論
的
歴
史
観
を
代
表
す
る
も
の
の
よ
う
に
い
わ
れ
対
立
的
関
係
で
理
解
さ
れ
た
り
す
る

が
、
い
ず
れ
の
見
地
に
た
っ
て
も
、
次
の
点
だ
け
は
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
自

我
に
目
覚
め
、
独
立
自
尊
の
主
体
的
存
在
と
し
て
社
会
生
活
の
場
に
自
己
を
ま
さ
に
自
己
の
本
質
に
ふ
き
わ
し
く
位
置
づ
け
る
過
程

が
歴
史
の
な
か
か
ら
読
み
と
ら
れ
る
、
ま
た
は
読
み
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
文
理
の
背
後
に
ど
の

よ
う
な
実
体
が
設
定
さ
れ
る
か
は
彼
此
相
へ
だ
た
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
共
通
の
言
葉
に
か
え
っ
て
共
同
研
究

が
可
能
と
な
る
こ
と
は
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
「
近
代
的
」
と
い
う
観
念
が
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
意
味
で
の
歴
史
観

に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
点
が
指
摘
可
能
と
な
る
。

　
第
一
に
、
近
代
的
と
い
う
観
念
は
歴
史
的
発
展
の
方
向
に
よ
っ
て
概
念
的
に
制
約
さ
れ
る
結
果
、
そ
の
方
向
に
反
す
る
ま
た
は
そ

の
方
向
と
無
関
係
な
社
会
的
・
文
化
的
特
徴
は
近
代
的
と
い
う
観
念
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
も
上
掲
の
川
島
論
文
の
指
摘

に
は
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
第
二
に
、
近
代
的
と
い
う
観
念
は
、
肯
定
的
な
意
味
内
容
、
す
く
な
く
と
も
そ
れ
へ
の
傾
き
は
と
も
な
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結

果
、
近
代
化
と
い
う
こ
と
は
、
理
想
化
と
い
う
観
念
に
親
近
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
わ
が
国
の
近
代
化
と
外
国
刑
事
法
の
影
響
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三
六

　
第
三
に
、
近
代
的
と
い
う
観
念
は
歴
史
的
事
実
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
的
特
徴
を
は
か
る
尺
度
で
も
あ
る
。
尺
度
で
あ
る
と
い
う
ζ

と
は
用
語
と
し
て
程
度
の
観
念
を
ゆ
る
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
近
代
化
と
い
う
観
念
も
、
そ
れ
が
過
程
を
把
握
す
る

と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、
こ
の
関
係
か
ら
つ
ね
に
評
価
的
な
意
味
の
介
入
を
ゆ
る
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
第
四
に
、
近
代
的
と
い
う
こ
と
の
概
念
内
容
が
雑
多
で
あ
る
こ
と
に
相
応
し
て
近
代
化
と
い
う
こ
と
で
も
雑
多
な
現
象
を
把
握
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
歴
史
的
現
実
に
反
映
し
た
社
会
的
一
般
的
視
野
に
お
け
る
自
我
の
発
展
・
拡

充
へ
の
指
向
が
読
み
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
き
か
ら
う
限
り
に
お
い
て
は
川
島
論
文
に
掲
げ
ら
れ
た
各
指
標
も
具
体
的

関
係
に
お
い
て
、
近
代
的
な
い
し
近
代
化
の
範
躊
か
ら
捨
て
ら
れ
る
。
そ
れ
が
ま
さ
に
指
標
と
し
て
の
限
界
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
三
　
以
上
の
結
論
と
し
て
言
い
た
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
近
代
化
と
い
う
の
は
社
会
的
・
一
般
的
視
野
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
自
我

の
発
展
・
拡
充
へ
の
指
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
社
会
生
活
の
場
に
お
け
る
個
々
の
事
象
な
い
し
事
物
に
つ
い
て
言

う
な
ら
ば
、
そ
れ
に
み
ら
れ
る
特
徴
が
自
我
の
発
展
・
拡
充
へ
の
指
向
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
近

代
化
と
い
う
こ
と
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
回
顧
的
で
あ
る
と
同
時
に
展
望
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
く
に
こ
の
観
念
を
現
状

肯
定
的
に
用
い
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
村
吉
三
郎
教
授
は
い
う
、
『
人
は
、
（
中
略
）
自
ら
す
す
ん
で
敢
て
自
我
を
社

会
と
対
決
さ
せ
（
自
我
の
意
識
と
と
も
に
、
併
せ
て
他
の
自
我
を
も
意
識
し
て
）
、
そ
こ
に
自
我
を
発
見
、
な
い
し
は
、
回
復
す
る
こ
と
に

よ
り
、
は
じ
め
て
社
会
の
な
か
に
自
我
を
確
認
、
な
い
し
は
、
確
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
、
あ
る
社
会
が
、
そ
の
構
成

員
に
均
し
く
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
自
我
の
確
認
、
な
い
し
は
、
確
立
な
さ
し
め
る
よ
う
に
仕
く
ま
れ
た
と
き
、
そ
の
社
会
の
近
代

化
は
、
は
じ
め
て
、
緒
に
つ
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
そ
の
仕
く
み
が
す
す
み
、
自
我
の
防
衛
体
制
の
完
備
に
よ
り
、



つ
い
に
、
自
我
の
「
拡
充
」
へ
と
発
展
し
て
い
く
と
き
、
そ
の
社
会
の
近
代
化
は
、
ま
さ
に
、
完
成
（
定
着
）
に
ち
か
づ
き
つ
つ
あ

る
と
い
え
よ
う
」
（
帥
輔
瀦
牲
郎
、
酌
本
励
翫
代
化
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て
、
）
と
。
近
代
化
と
い
う
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
理
由
に
つ
い
て
は

つ
ま
び
ら
か
で
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
結
果
的
に
は
、
ほ
ぼ
こ
の
見
解
に
し
た
が
い
う
る
も
の
と
考
え
る
。

　
近
代
化
と
い
う
こ
と
を
以
上
の
よ
う
に
社
会
的
・
一
般
的
視
野
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
自
我
の
発
展
・
拡
充
の
過
程
と
し
て
理

解
す
る
場
合
に
は
、
一
つ
の
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
は
利
害
関
係
を
同
じ
く
す
る
限
度
で
の
み
共
同
生
活
を

可
能
に
す
る
存
在
で
あ
り
、
無
限
の
自
己
主
張
は
人
間
社
会
の
分
裂
以
外
の
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
自
我
の
発
展
．
拡
充

と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
主
体
的
な
積
極
的
な
自
己
否
定
の
面
も
ふ
く
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
さ
も
な

け
れ
ば
近
代
化
の
観
念
そ
れ
自
体
が
内
部
的
に
破
壊
さ
れ
る
危
険
が
で
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
自
己
ど
他
者
と

の
利
害
関
係
を
調
整
し
、
個
人
自
由
の
保
障
と
公
共
の
福
祉
の
実
現
と
を
あ
わ
せ
は
か
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
言
葉
の
綾
に
ち
か

い
か
を
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
が
正
義
と
合
目
的
性
と
法
的
安
定
性
と
を
矛
盾
と
し
て
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ら
え
る
場
合
に
そ
れ
を
法
の
理
念
の
矛
盾
　
（
》
葺
言
o
ヨ
一
窪
α
巽
園
9
算
ω
一
α
8
）
　
と
な
づ
け
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
。
近
代
化

が
理
想
化
に
通
ず
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
こ
で
い
う
理
想
化
と
い
う
こ
と
は
問
題
性
の
全
的
な
解
消
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
近
代
化
の
完
成
な
い
し
定
着
と
い
う
こ
と
を
歴
史
的
事
実
に
直
結
し
て
論
ず
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。わ

が
国
の
近
代
化
と
外
国
刑
事
法
の
影
響

三
七
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三
八

三
　
「
刑
事
法
の
近
代
化
」
の
意
義

　
一
　
「
刑
事
法
の
近
代
化
」
と
い
う
こ
と
で
は
、
概
念
の
う
え
で
三
つ
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
刑
事
法
を
近
代

的
に
す
る
こ
と
、
＠
刑
事
法
が
近
代
的
に
な
る
こ
と
、
の
刑
事
法
が
近
代
的
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
近
代
化
と
い
う
こ
と
で
三
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
方
向
へ
の
理
解
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
相
応
す
る
。
上
記
の
三
つ
の
意
味
理
解
は
、
き
ら
に
、
＠
刑
事
法
を
近
代
的
刑
事
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

す
る
こ
と
、
＠
刑
事
法
が
近
代
的
刑
事
法
に
な
る
こ
と
、
の
刑
事
法
が
近
代
的
刑
事
法
で
あ
る
こ
と
、
と
読
み
か
え
る
こ
と
が
ゆ
る

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
　
「
近
代
的
刑
事
法
」
と
は
ど
の
よ
う
な
刑
事
法
を
い
う
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
刑
事
法
は
、
国
家
刑
罰
権
の
発
現
過
程
を
規
制
す
る
と
こ
ろ
の
法
体
系
で
あ
る
。
近
代
的
と
い
う
形
容
旬
が
こ
こ
で
意
味
す
る
も

の
は
、
自
我
の
発
展
・
拡
充
を
不
当
に
阻
害
せ
ず
、
む
し
ろ
消
極
面
よ
り
こ
れ
を
支
援
し
、
し
か
も
国
家
刑
罰
権
の
内
容
を
合
目
的

的
に
実
現
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
近
代
的
な
刑
事
法
と
い
う
の
は
、
国
家
刑
罰
権
発
現
の
全
過

程
に
お
い
て
国
民
各
自
の
自
由
ま
た
は
基
本
的
人
権
を
た
だ
に
形
式
面
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
実
質
面
に
お
い
て
も
客
観
的
に
最
大

限
に
保
障
す
る
法
体
系
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
公
法
と
し
て
の
性
格
上
、
国
家
生
活
関
係
の
場
に
お
け
る
社
会
秩
序
の
維
持
・
実
現

の
目
的
を
達
成
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
事
法
は
、
公
共
の
福
祉
の
維
持
の
要
請
と
個
人
の
基
本
的
人
権
の
保
障
の
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

求
と
の
鋭
角
的
な
接
点
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
そ
れ
が
近
代
的
刑
事
法
で
あ
る
以
上
、
個
人
の
自
由
な
い



し
基
本
的
人
権
の
保
障
と
い
う
点
を
度
外
視
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
と
く
に
こ
の
点
に
着
目
し
た
概
念
構
成
が
必
要
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
、
刑
事
法
が
お
よ
そ
刑
事
法
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
公
法
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
い
か
に
前
近

ヤ
　
　
ヤ

代
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
社
会
秩
序
の
維
持
・
実
現
の
要
請
を
は
な
れ
て
は
在
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
こ
と
さ
ら
に

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

近
代
的
刑
事
法
の
特
徴
と
し
て
論
ず
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
、
こ
こ
で
単
な
る

社
会
秩
序
の
維
持
・
実
現
と
い
う
中
性
的
な
観
念
を
用
い
ず
に
、
あ
え
て
公
共
の
福
祉
と
い
う
豊
潤
な
観
念
を
と
り
だ
す
よ
う
に
な

れ
ば
、
問
題
は
別
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
社
会
主
義
国
家
に
お
け
る
自
由
の
制
限
の
間
題
を
考
え
よ
う
。
そ
の
制
限
の
理
由
と
し
て
、
理
想
に
到
達
す
る
過
程
で

あ
る
か
ら
と
か
、
全
体
の
利
益
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
ら
と
か
い
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
さ
ら
に
、
ま
た
、
自
我
の
発
展
拡
充

の
た
め
に
は
自
己
否
定
の
面
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
と
す
る
だ
け
で
も
十
分
で
な
い
。
よ
り
本
質
的
な
こ
と
は
、
そ
の
態
度
の

な
か
に
も
ま
た
自
由
そ
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
良
き
社
会
の
実
現
の
た
め
に
自
己
の
自
由
に

た
い
す
る
制
約
を
自
己
の
決
断
に
お
い
て
肯
定
・
是
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
積
極
的
意
味
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
公
共
の

福
祉
の
観
念
は
本
来
的
に
は
そ
の
よ
う
な
態
度
に
よ
っ
て
底
礎
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
公
共
の
福
祉
の
観
念

と
個
人
の
自
由
な
い
し
基
本
的
人
権
の
保
障
の
観
念
と
を
無
造
作
に
対
立
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
に
は
た
し
か
に
問
題
が
あ
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
で
矛
盾
・
対
立
が
云
々
さ
れ
る
の
は
、
公
共
の
福
祉
の
名
の
も
と
に
個
人
の
自
由
な
い
し
基
本
的
人
権
に
対

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

す
る
制
約
が
要
求
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
由
は
自
発
性
を
本
質
的
要
件
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
公
共
の
福
祉
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

の
関
係
で
は
特
定
の
方
向
へ
の
自
発
的
態
度
決
定
を
強
要
さ
れ
る
か
た
ち
に
な
る
。
こ
れ
は
文
字
ど
お
り
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ

　
　
わ
が
国
の
近
代
化
と
外
国
刑
事
法
の
影
響
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四
〇

れ
の
現
在
の
問
題
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
社
会
秩
序
の
維
持
・
実
現
と
い
う
方
向
に
お
い
て
も
近
代
化
の
要
因
を
見
出
し
え
な

い
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
説
明
に
お
い
て
す
で
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
社
会
秩
序
の
維
持
・
実
現

と
い
う
こ
と
の
な
か
に
近
代
的
要
因
を
見
出
し
う
る
と
い
う
意
味
は
、
要
す
る
に
そ
の
な
か
に
個
人
の
自
由
尊
重
へ
の
指
向
を
見
出

し
う
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
こ
と
さ
ら
に
そ
の
方
向
に
検
討
を
す
す
め
る
必
要
は
な
い
と
考

え
る
。

　
二
　
近
代
的
刑
事
法
は
、
ま
ず
、
そ
の
形
式
面
で
み
れ
ば
そ
の
構
成
が
体
系
的
に
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の

点
は
、
刑
事
実
体
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
犯
罪
者
処
遇
法
の
い
ず
れ
に
も
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
信
頼
の
原
則

の
お
こ
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
そ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
文
字
ど
お
り
形
式
的
意
義
し
か
み
と
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
懐
疑

の
原
則
の
お
こ
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
実
質
的
な
意
味
を
も
つ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
と
く
に
説
明
の
必
要
を
み
と
め
な
い
。

　
刑
事
法
の
各
分
野
に
つ
い
て
、
よ
り
実
質
的
な
か
た
ち
で
そ
れ
ら
の
近
代
的
特
徴
を
た
づ
ね
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
次
の
よ

う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
刑
法
に
お
い
て
、
個
人
の
自
由
な
い
し
基
本
的
人
権
の
尊
重
の
建
前
は
、
個
別
的
に
た
ず
ね
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴

と
な
っ
て
み
い
だ
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
個
人
の
法
益
に
た
い
す
る
犯
罪
の
重
視
、
国
家
権
力
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
る
個
人
の
自
由
な

い
し
基
本
的
人
権
に
対
す
る
侵
害
と
く
に
職
権
濫
用
罪
等
の
重
視
、
社
会
的
・
階
級
的
身
分
の
差
異
を
み
と
め
な
い
立
法
形
式
と
く

に
あ
る
種
の
身
分
犯
の
減
少
や
閏
刑
の
廃
止
、
等
。
こ
の
よ
う
な
個
別
的
視
点
を
は
な
れ
近
代
的
刑
法
の
基
本
原
則
を
た
ず
ね
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
や
は
り
罪
刑
法
定
主
義
と
責
任
主
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
罪
刑
法
定
主
義
と
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
犯
罪
と
刑



罰
と
は
あ
ら
か
じ
め
明
文
の
法
規
（
と
く
に
国
の
最
高
の
立
法
機
関
の
定
め
る
法
規
）
に
規
定
す
べ
し
と
す
る
主
義
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に

お
い
て
刑
法
は
国
家
刑
罰
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
倫
理
的
最
少
限
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
か
た
ち
と
な
り
、
結
果
的
に
国
民
の

自
由
な
社
会
的
活
動
を
保
障
す
る
、
国
家
権
力
に
た
い
す
る
制
約
原
理
と
し
て
の
機
能
を
い
と
な
む
こ
と
に
な
る
。
刑
法
上
、
類
推

解
釈
は
禁
止
さ
れ
、
刑
法
の
遡
及
は
否
定
さ
れ
る
。
慣
習
法
（
不
文
法
）
は
そ
の
曖
昧
さ
の
危
険
ゆ
え
に
法
源
性
を
み
と
め
ら
れ
ず
、

絶
対
的
不
定
期
刑
は
排
斥
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ま
た
、
罪
刑
法
定
主
義
に
立
つ
刑
法
は
国
家
権
力
に
よ
る
刑
罰
権
実
現
の
正
当
化

原
理
と
し
て
の
機
能
を
も
い
と
な
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
と
刑
罰
と
が
あ
ら
か
じ
め
明
文
の
法
規
に
う
た
わ
れ

て
い
る
以
上
、
国
家
は
、
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
の
実
効
性
を
担
保
す
べ
く
、
そ
の
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

る
。
罪
刑
法
定
主
義
を
め
ぐ
っ
て
刑
法
の
制
約
原
理
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
か
、
そ
れ
と
も
正
当
化
原
理
と
し
て
の
側
面
を
強

調
す
る
か
は
、
刑
法
学
の
わ
か
れ
目
で
あ
る
。
後
者
を
強
調
す
れ
ば
刑
法
の
定
め
る
枠
内
で
犯
罪
者
は
か
な
ら
ず
処
罰
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
前
者
を
と
っ
た
場
合
の
よ
う
に
犯
罪
者
に
利
益
な
方
向
へ
の
罪
刑
法
定
主
義
の
緩
和
な
ど
は
お
よ
そ
み
と
め
ら
れ
な
い

こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
処
罰
の
方
向
に
む
か
っ
て
拡
張
解
釈
的
技
巧
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し

前
者
す
な
わ
ち
制
約
原
理
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
れ
ば
、
例
え
ば
被
告
人
の
利
益
と
な
る
類
推
は
ゆ
る
さ
れ
、
被
告
人
の
利
益
の

た
め
に
は
刑
法
の
遡
及
も
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
い
ず
れ
に
か
た
む
く
か
は
刑
法
学
上
は
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
こ
と
さ
ら
に
論
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
罪
刑
法
定
主
義
と
関
連
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
刑
法
を
端
的
に
社
会
防
衛
法
と

す
る
見
地
、
刑
事
政
策
的
考
慮
を
強
力
に
導
入
す
る
立
場
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
科
学
の
学
問
的
成
果
を
高
く
評
価
し
、
科
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学
主
義
的
に
、
合
理
的
・
合
目
的
に
刑
法
を
と
ら
え
、
刑
法
よ
り
も
さ
ら
に
す
ぐ
れ
た
法
体
系
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
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特
徴
が
あ
る
（
峨
囑
瑛
卜
、
調
通
嚥
雛
励
朋
餓
騨
秒
卿
照
、
ジ
）
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
見
地
は
科
学
主
義
的
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
限
界
が
あ
り
、

個
人
の
自
由
な
い
し
基
本
的
人
権
を
守
る
べ
き
法
体
系
を
ま
た
別
個
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
破
目
に
た
ち
い
た
り
、
結
局
の

と
こ
ろ
、
刑
法
の
一
面
の
強
調
に
お
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
新
派
の
努
力
は
、
た
し
か
に
近
代
的
特
徴
を
あ
る
意
味
で
は
い

ち
じ
る
し
く
鮮
明
に
う
ち
だ
し
て
い
る
が
、
偏
向
と
い
う
点
で
な
お
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
責
任
主
義
は
、
責
任
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し
、
責
任
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
、
刑
罰
は
責
任
の
程
度
に
し
た
が
う
と
い
う
三
つ

の
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
主
義
で
あ
る
。
責
任
の
本
質
を
行
為
者
に
た
い
す
る
非
難
可
能
性
と
み
る
か
そ
れ
と
も
行

為
者
の
社
会
的
危
険
性
と
み
る
か
、
非
難
可
能
性
の
観
念
と
社
会
的
危
険
性
の
観
念
は
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
責
任

の
程
度
と
は
何
を
い
う
の
か
、
等
、
そ
の
内
容
に
一
歩
た
ち
い
る
と
困
難
な
問
題
が
山
積
す
る
が
、
要
す
る
に
、
た
ん
な
る
違
法
行

為
の
存
在
で
は
な
く
、
行
為
者
の
属
性
で
あ
る
責
任
を
加
え
て
そ
れ
を
国
家
刑
罰
権
発
現
の
要
件
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
人
間
を
ま
さ

に
人
間
と
し
て
尊
重
す
る
基
本
的
態
度
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
は
き
ら
に
犯
罪
者
処
遇
法
と
の
関
係
で
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
に
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
「
お
よ
そ
司
法
作
用
は
、
国
家
的
公
共
社
会
の
人
倫
秩
序
を
維
持
し
、
そ
こ
に
お
い
て
正
義

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
統
治
作
用
で
あ
る
』
（
渤
囎
樋
螂
副
刑
事
訴
訟
）
と
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
そ
の
目
的
が
、
　
「
刑
事
訴
訟
に
よ
る
正

義
』
の
実
現
に
あ
る
こ
と
は
ま
ず
み
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
事
訴
訟
の
目
的
が
刑
事
訴
訟
法
の
あ
り
か
た
を
否
み
が
た

く
方
向
づ
け
て
い
る
以
上
、
国
家
刑
罰
権
の
迅
速
確
実
な
実
現
を
保
障
す
る
合
理
的
・
合
目
的
的
な
規
制
を
内
容
と
す
る
こ
と
が
近

代
的
刑
事
訴
訟
法
の
要
件
で
あ
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
技
術
法
た
る
こ
と
か
ら
す
る
当
然
の
帰
結
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
刑
事
訴
訟
の
内
部
に
お
い
て
個
人
の
自
由
な
い
し
基
本
的
人
権
に
対
す
る
不
当
な
侵
害
の
お
こ
な



わ
れ
な
い
よ
う
積
極
的
に
配
慮
す
る
こ
と
が
近
代
的
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
要
請
で
あ
る
こ
と
が
、
よ
り
本
質
的
な
関
係
に
お
い
て

強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
証
拠
裁
判
主
義
の
確
立
、
し
か
も
法
定
証
拠
主
義
か
ら
自
由
心
証
主
義
に
移
行
す
る
過
程
に
お
け

る
拷
問
の
廃
止
、
糺
問
主
義
を
は
な
れ
た
国
家
訴
追
主
義
な
い
し
当
事
者
訴
訟
形
態
へ
の
移
行
、
弁
護
士
制
度
の
採
用
、
上
訴
制
度

の
確
立
、
審
判
公
開
主
義
、
等
、
要
す
る
に
『
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
正
義
』
が
客
観
的
に
形
式
の
う
え
で
も
確
保
さ
れ
て
い
る
な
ら

ば
、
当
該
刑
事
訴
訟
法
は
近
代
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
体
的
真
実
主
義
を
一
方
的
に
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
疑

者
な
い
し
被
告
人
を
証
拠
方
法
の
地
位
に
お
し
こ
め
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
犯
罪
は
、
実
体
的
に
は
手

続
上
の
認
定
を
超
え
、
或
る
意
味
で
は
刑
法
の
法
律
的
形
式
さ
え
超
え
た
も
の
で
あ
る
」
（
帥
爾
、
上
掲
）
し
、
ま
た
、
　
「
訴
訟
法
は
実

体
法
の
実
現
を
助
け
る
と
い
ふ
目
的
に
奉
仕
す
べ
き
で
あ
る
。
併
し
、
訴
訟
法
は
無
条
件
的
に
妥
当
し
、
従
っ
て
法
の
実
現
と
い
ふ

目
的
に
は
仕
へ
ず
、
寧
ろ
そ
の
妨
げ
す
ら
す
る
や
う
な
場
合
で
も
妥
当
す
る
の
で
あ
る
』
　
（
畑
坤
駅
脚
節
渤
ゴ
”
↓
頁
　
聚
餅
甜
酷
器
寮
p

陣
蹄
油
．
し
。
餌
）
。
　
実
体
的
真
実
主
義
を
名
分
と
し
て
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
信
頼
の
原
則
を
一
方
的
に
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
被
疑
者
ま
た
は
被
告
人
と
い
え
ど
も
人
格
の
主
体
と
し
て
つ
ね
に
訴
訟
の
主
体
・
当
事
者
と
し
て
の
地
位
が
確
保
さ

れ
、
そ
の
自
由
な
い
し
基
本
的
人
権
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
規
制
が
要
求
さ
れ
る
。
事
後
的
救
済
な
い
し
補
償
は
第
二

義
的
な
問
題
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
刑
事
訴
訟
の
全
過
程
を
と
お
し
て
刑
事
政
策
的
要

請
を
う
ち
だ
す
立
場
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
犯
罪
者
の
な
か
に
は
一
定
の
素
質
を
有
す
る
ゆ
え
に
犯
罪
に
お
ち
い
る
も
の
が
あ
る
と

い
う
点
を
拡
大
視
し
て
、
刑
事
訴
訟
に
診
断
的
性
格
を
強
力
に
も
ち
こ
も
う
と
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
近
代
的
特
徴
、
と
く
に
科
学
的

態
度
、
合
理
的
・
合
目
的
的
態
度
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
際
、
犯
罪
者
の
主
体
的
側
面
が
軽
視
さ
れ
る
結
果
に
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近
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つ
う
じ
、
問
題
性
は
犯
罪
者
処
遇
法
と
の
関
係
で
さ
ら
に
深
刻
な
も
の
に
な
る
こ
と
を
記
憶
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
犯
罪
者
処
遇
法
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
者
の
処
遇
の
内
容
が
法
的
に
規
制
き
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
す
で
に
近
代

的
現
象
で
あ
る
。
犯
罪
者
の
処
遇
と
く
に
処
罰
と
い
う
こ
と
で
は
端
的
に
そ
の
者
の
法
益
の
剥
奪
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
関
係
で
と

く
に
権
威
主
義
的
考
慮
が
お
し
出
さ
れ
ま
た
い
わ
ゆ
る
特
別
権
力
関
係
の
観
念
が
極
端
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
行
使
さ
れ

る
刑
罰
権
の
具
体
的
個
別
的
内
容
は
、
刑
罰
の
目
的
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
法
的
な
個
別
的
規
制
な
し
に
、
し
た
が
っ
て

ほ
と
ん
ど
無
制
約
に
そ
の
機
能
を
い
と
な
む
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
処
罰
す
る
に
せ
よ
ゆ
る
す
に
せ
よ
人
は
人
間
を
人

間
的
に
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
（
＜
津
㌦
堪
．
味
詑
馳
の
客
観
的
な
保
障
は
見
出
し
え
ず
、
法
益
の
剥
奪
が
同
時
に
人
間
性

剥
奪
に
つ
う
ず
る
危
険
を
宿
す
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
者
処
遇
法
の
存
在
自
体
が
近
代
的
な
現
象
で
あ
る
と
い
う

の
は
、
そ
の
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
者
処
遇
法
の
形
式
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
体
系
的
整
備
が
刑
法
お
よ
び
刑
事

訴
訟
法
の
場
合
よ
り
も
近
代
化
と
の
関
係
で
重
要
な
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
次
に
、
刑
罰
そ
の
他
の
処
分
に
お
い
て
犯
罪
防
遇

の
目
的
を
達
成
す
べ
く
そ
の
目
的
実
現
過
程
の
規
制
が
合
理
的
・
合
目
的
的
で
あ
る
こ
と
が
強
度
に
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
当
該

法
体
系
が
技
術
法
的
性
格
を
有
す
る
か
ら
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
刑
罰
の
純
化
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例

え
ば
、
自
由
刑
に
お
け
る
自
由
の
剥
奪
が
身
体
的
自
由
の
制
約
を
こ
え
て
精
神
的
自
由
に
た
い
す
る
侵
害
と
な
る
な
ら
ば
、
言
渡
さ

れ
た
刑
の
範
囲
を
こ
え
た
害
悪
が
そ
こ
で
新
た
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
犯
罪
者
の
地
位
が
法
的
に
確
保
れ
て
い
な
い
と

い
う
意
味
で
、
犯
罪
者
処
遇
法
の
本
来
的
目
的
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
犯
罪
者
を
法
的
主
体
と
し
て
位
置
づ

け
、
刑
罰
の
純
化
を
客
観
的
に
保
障
す
る
と
こ
ろ
の
犯
罪
者
処
遇
法
こ
そ
が
、
近
代
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ



こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
犯
罪
者
に
お
け
る
自
然
科
学
的
条
件
の
問
題
で
あ
る
。
一
定
の
素
質
の
あ
る
者
は
そ
の
素

質
の
ゆ
え
に
犯
罪
を
反
覆
す
る
。
刑
罰
は
、
そ
の
者
が
か
つ
て
犯
罪
を
犯
し
た
か
ら
将
来
ふ
た
た
び
犯
罪
を
お
か
す
こ
と
の
な
い
よ

う
に
科
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
苦
痛
を
内
容
と
す
る
害
悪
で
あ
る
と
同
時
に
教
育
手
段
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
こ
え
て
治
療
的
処

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

置
で
あ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
刑
罰
が
応
報
と
し
て
の
害
悪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
刑
罰
が
教
育
で
あ
る
と
い
う

こ
と
、
こ
れ
ら
は
一
方
が
視
点
を
過
去
に
も
ち
他
方
が
視
点
を
将
来
に
も
つ
と
い
う
意
味
で
相
反
し
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
も
犯
罪

者
が
主
体
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
治
療
的
処
置
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
場
合
の
刑
罰

は
人
間
を
た
ん
な
る
対
象
と
し
て
み
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
保
安
処
分
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
露
骨
で
あ
る
。
た
ん
な
る

対
象
窒
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
極
端
に
言
っ
て
、
主
体
的
存
在
と
し
て
の
人
聞
に
し
か
み
と
め
ら
れ
な
い
自
由
な
い
し
基
本
的
人
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

は
無
用
な
装
飾
と
な
り
お
わ
る
。
こ
の
場
所
で
い
か
な
る
法
的
規
制
を
な
す
か
は
刑
事
政
策
的
要
請
と
あ
い
ま
っ
て
さ
ら
に
問
題
を

将
来
に
残
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

四
　
刑
事
法
の
特
殊
性
と
外
国
法
の
影
響

　
一
　
わ
が
国
の
近
代
化
に
お
よ
ぼ
し
た
外
国
法
の
影
響
を
刑
事
法
の
観
点
か
ら
た
ず
ね
る
と
い
う
場
合
に
は
、
刑
事
法
と
社
会
と

の
関
係
の
仕
方
お
よ
び
刑
事
法
の
外
国
法
へ
の
影
響
の
仕
方
を
一
般
的
に
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
わ
が
国

の
刑
事
法
の
わ
が
国
の
社
会
に
た
い
す
る
関
係
の
仕
方
も
、
外
国
刑
事
法
の
日
本
刑
事
法
へ
の
影
響
の
仕
方
も
的
確
に
は
把
握
し
え

ず
、
さ
ら
に
は
外
国
法
の
わ
が
国
へ
の
影
響
、
わ
が
国
の
近
代
化
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
も
鮮
明
な
か
だ
ち
で
は
と
ら
え
に
く
い
こ
と

　
　
わ
が
国
の
近
代
化
と
外
国
刑
事
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
二
　
刑
事
法
と
社
会
と
の
関
係
の
仕
方
を
み
る
た
め
に
は
、
刑
事
法
の
法
と
し
て
の
特
殊
性
を
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
第
一
に
、
刑
法
　
（
刑
事
実
体
法
）
は
、
一
方
に
お
い
て
は
個
別
的
に
国
家
刑
罰
権
が
発
現
す
る
た
め
の
要
件
を
、
他
方
に

お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
す
る
個
別
的
な
国
家
刑
罰
権
の
内
容
を
、
規
制
す
る
。
刑
法
学
で
は
こ
の
関
係
を
比
喩
的
に
表
現
し
て

刑
法
と
は
犯
罪
と
刑
罰
と
に
か
ん
す
る
法
で
あ
る
と
し
た
り
す
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
い
っ
て
そ
の
表
現
の
正
し
く
な
い
こ
と
は
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ら
か
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
犯
罪
と
は
刑
事
実
体
法
上
の
法
律
要
件
　
（
構
成
要
件
）
　
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
的
事
実
を
い
う
の

で
あ
り
、
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
刑
法
は
犯
罪
そ
れ
自
体
と
は
間
接
的
に
関
係
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
刑
罰
と
い
う
こ

と
で
も
、
正
し
く
は
各
個
の
刑
事
実
体
法
上
の
法
律
要
件
に
対
応
す
る
法
効
果
の
具
象
化
・
具
体
的
内
容
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
刑
法
と
刑
罰
と
は
こ
れ
ま
た
間
接
的
に
し
か
関
係
を
も
た
な
い
と
い
う
ほ
う
が
む
し
ろ
事
柄
を
適
切

に
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
点
を
わ
き
ま
え
た
う
え
で
あ
れ
ば
、
現
象
面
か
ら
の
説
明
と
し
て
、
多
少
の
誤
解
を
ま
ね
く
お

そ
れ
は
あ
る
が
、
刑
法
と
は
一
定
の
規
範
違
反
の
行
為
に
対
し
制
裁
と
し
て
の
刑
罰
を
科
す
法
規
の
総
体
を
い
う
と
説
明
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

も
ゆ
る
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
麟
濾
詮
炸
㌍
稠
職
酪
臓
微
御
顯
、
）
。
刑
法
の
厳
密
な
理
解
と
い
う
こ
と
は
、
刑
法
学
の
学
問
的
性
格
と
の
関
係
で

と
く
に
明
記
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
後
述
の
ご
と
く
、
わ
れ
わ
れ
の
共
同
研
究
と
直
接
的
な
関
係
を
も

つ
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
刑
法
の
社
会
的
機
能
に
は
二
種
類
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
は
社
会
倫
理
的
機
能
で

あ
り
、
そ
の
第
二
は
予
防
的
機
能
で
あ
る
（
鱈
路
触
繋
。
嫉
細
薩
烏
．
鶉
雅
岬
隼
）
。
共
同
研
究
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
重
要
な
の
は
、

前
者
の
社
会
倫
理
的
機
能
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
こ
れ
を
「
刑
法
の
課
題
は
、
社
会
共
同
生
活
の
基
本
的
諸
価
値
を
保
護
す
る



こ
と
で
あ
る
』
と
言
い
、
ま
た
、
そ
れ
は
、
　
「
基
本
的
な
社
会
倫
理
的
な
価
値
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
法
益
の
保
護

で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
し
て
す
で
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
刑
法
は
既
存
の
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
の
上
に
構
築
さ
れ
た

法
体
系
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
価
値
体
系
ま
た
は
そ
れ
を
造
り
出
す
諸
要
因
に
奉
仕
す
る
機
能
を
い
と
な
む
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は
多
く
説
明
を
要
し
な
い
と
思
う
が
、
な
お
念
の
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、
刑
事
実
体
法
上
の
法
律
要

件
の
中
核
を
な
す
違
法
性
の
観
念
の
性
格
が
こ
の
間
の
事
情
を
明
白
に
物
語
る
も
の
と
し
て
注
意
し
た
い
。
『
違
法
」
と
は
そ
の
概

念
を
形
式
的
に
解
す
る
な
ら
ば
『
法
」
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
法
」
と
い
う
の
は
、
故
和
田
小
次
郎
教
授
の
定
義
に
し
た
が
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ば
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
組
織
的
に
保
障
さ
れ
る
強
制
的
な
社
会
規
範
で
あ
る
（
蜘
糊
劇
漱
螂
、
責
）
。
法
の
実
体
が
社
会
規
範
た
る
と
こ

ろ
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
違
法
す
な
わ
ち
法
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
規
範
違
反
」
の
観
念
を
は
な
れ
て
は
あ
り
え
な
い
。
す
な
わ

ち
、
違
法
の
観
念
は
『
法
』
の
存
在
を
論
理
的
に
前
提
と
し
て
お
り
、
社
会
規
範
の
存
在
を
予
定
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

な
い
。
そ
の
意
味
で
、
刑
法
は
こ
れ
に
論
理
的
に
先
行
す
る
法
体
系
の
う
え
に
の
み
成
り
た
ち
う
る
も
の
で
あ
り
、
刑
法
そ
れ
自
体

に
は
社
会
規
範
を
構
成
す
る
機
能
は
本
質
的
に
備
わ
っ
て
お
ら
ず
、
た
だ
、
既
存
の
構
成
的
諸
規
範
の
実
効
性
を
担
保
す
る
も
の
と

し
て
背
後
的
位
置
づ
け
の
み
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
違
法
の
観
念
に
つ
い
て
は
法
の
理
念
に
反
す
る
も
の
と

し
て
の
性
格
づ
け
も
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
事
実
上
の
問
題
と
し
て
み
れ
ば
刑
法
が
構
成
的
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で

は
な
か
ろ
う
が
、
刑
法
の
本
質
的
特
徴
と
し
て
は
や
は
り
ま
ず
も
っ
て
そ
れ
が
既
存
の
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
の
う
え
に
成
り
立
つ

法
体
系
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
憲
法
、
民
法
、
労
働
法
等
の
よ
う
に
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
を
直
接
構
築
す
る
点

に
社
会
的
機
能
が
認
め
ら
れ
る
法
体
系
と
は
一
応
区
別
し
て
そ
の
性
格
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
か
ん
が
え
る
。

　
　
わ
が
国
の
近
代
化
と
外
国
刑
事
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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第
二
に
、
刑
事
訴
訟
法
は
、
刑
事
訴
訟
を
規
制
す
る
法
体
系
で
あ
る
。
国
家
刑
罰
権
行
使
の
全
過
程
、
こ
れ
が
刑
事
訴
訟
（
広
義
）

で
あ
る
。
学
者
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
　
『
刑
事
訴
訟
法
は
、
国
家
的
刑
事
司
法
の
手
続
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
を
訴
訟
的
に
規

整
し
、
そ
の
手
続
に
お
け
る
矛
盾
を
法
律
的
に
、
す
な
は
ち
正
義
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
法
律
体
系
で
あ
る
。
凡
そ
司
法
作

用
は
、
国
家
的
公
共
社
会
の
人
倫
的
秩
序
を
維
持
し
、
そ
れ
に
お
い
て
正
義
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
統
治
作
用
で
あ
る
。
　
へ
中
略
）

し
か
る
に
、
そ
の
司
法
を
行
な
ふ
場
合
、
殆
ど
必
然
的
に
個
人
の
自
由
や
名
誉
や
財
産
の
侵
害
を
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
作

用
を
文
化
的
条
理
に
し
た
が
っ
て
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
法
手
続
を
規
律
す
る
法
律
体
系
の
必
要
は
こ
こ
か
ら
理
解
さ
れ

る
。
　
へ
中
略
）
　
刑
事
司
法
に
お
い
て
公
益
の
た
め
に
国
家
の
科
刑
権
が
滞
り
な
く
行
な
は
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
被

告
人
そ
の
他
の
者
の
自
由
そ
の
他
の
利
益
が
不
当
に
浸
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
国
家
的
公
共

利
益
と
個
人
的
利
益
と
の
対
立
矛
盾
を
現
実
の
社
会
的
文
化
の
条
理
に
即
し
て
解
決
す
る
の
が
刑
事
司
法
に
お
け
る
正
義
で
あ
り
、

そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
刑
事
訴
訟
法
の
任
務
で
あ
る
」
　
（
跡
闘
f
頁
以
下
）
と
。
刑
事
訴
訟
法
の
法
的
性
格
は
、
そ
れ
が
刑
事
実
体
法

を
社
会
生
活
の
場
に
実
現
す
る
過
程
を
規
制
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
上
記
の
よ
う
に
、
公
益
の
矛
盾
対
立
を

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

現
実
の
社
会
的
文
化
の
条
理
に
即
し
て
解
決
す
る
こ
と
が
そ
の
任
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
や
は
り
、
既
存
の
価
値
体
系
へ
の
依

存
と
い
う
特
徴
点
に
制
約
き
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
手
続
の
規
整
と
い
う
技
術
的
性
格
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
既
存
の
社
会
倫

理
的
価
値
体
系
へ
の
依
存
と
い
う
点
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
刑
事
法
の
第
三
は
犯
罪
者
処
遇
法
で
あ
る
。
裁
判
に
よ
っ
て
観
念
的
に
個
別
化
さ
れ
た
国
家
刑
罰
権
の
内
容
を
さ
ら
に
現
実
的
に

具
体
化
す
る
過
程
を
規
制
す
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
規
制
の
対
象
と
な
る
国
家
刑
罰
権
の
内
容
の
現
実
的
具
体
化
の
過
程
は
目
的
的



考
慮
に
よ
っ
て
強
く
い
ろ
ど
ら
れ
る
。
一
般
予
防
の
目
的
は
こ
こ
で
は
背
後
に
し
り
ぞ
き
特
別
予
防
の
目
的
が
前
景
に
立
ち
あ
ら
わ

れ
る
。
と
く
に
現
行
法
制
上
も
っ
と
も
重
要
な
自
由
刑
に
お
い
て
は
犯
罪
者
の
教
化
・
改
善
と
い
う
こ
と
が
圧
倒
的
な
比
重
を
も
っ

て
上
述
の
過
程
に
関
与
し
、
犯
罪
者
処
遇
法
は
特
別
予
防
の
目
的
を
達
成
す
る
過
程
を
規
整
す
る
法
体
系
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い

よ
う
な
状
態
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
特
別
予
防
な
い
し
犯
罪
者
の
教
化
・
改
善
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
一
般
に
理
解
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
者
を
し
て
理
想
的
と
は
い
え
ぬ
ま
で
も
平
均
的
な
市
民
と
し
て
違
反
な
き
社
会
生
活
を
い
と
な
み
う

る
状
態
に
ま
で
造
り
あ
げ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
犯
罪
者
処
遇
の
過
程
は
、
既
存
の
社
会
生
活
秩
序
を
破
壊
す
る
こ
と

の
な
い
社
会
に
と
っ
て
有
益
な
と
は
い
わ
ぬ
ま
で
も
無
難
な
人
間
を
造
り
出
す
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
故

に
、
犯
罪
者
処
遇
法
を
指
導
す
る
理
念
は
、
既
存
の
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
の
上
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の

営
む
べ
き
機
能
も
既
存
の
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
る
。
仮
り
に
こ
こ
に
お
い
て
い
わ
ゆ

る
相
対
主
義
的
考
慮
を
容
れ
て
い
か
な
る
意
味
で
も
特
別
の
価
値
体
系
を
強
要
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
観
点
を
強
調
し
て
み
た
と
こ

ろ
で
、
所
詮
は
相
対
主
義
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
枠
内
で
問
題
の
解
決
が
は
か
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
以
上
、
刑
事
法
の
特
殊
性
を
社
会
と
の
関
係
の
仕
方
に
お
い
て
と
ら
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
要
す
る
に
既
存
の
社
会
倫
理
的
価
値

体
系
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
は
な
れ
て
は
刑
事
法
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来

る
。
刑
事
実
体
法
す
な
わ
ち
刑
法
と
、
刑
事
手
続
法
す
な
わ
ち
刑
事
訴
訟
法
お
よ
び
犯
罪
者
処
遇
法
と
の
あ
い
だ
に
は
、
後
者
の
技
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ヤ

術
的
性
格
に
か
ん
が
み
既
存
の
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
へ
の
依
存
の
程
度
に
相
違
は
あ
る
が
、
手
続
法
と
い
え
ど
も
単
な
る
技
術
規
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範
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
越
え
て
法
規
範
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
す
く
な
く
と
も
、
こ
こ
で
社
会
倫
理
的
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が
国
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近
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価
値
体
系
に
た
い
す
る
構
成
的
機
能
を
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
論
ず
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　
二
　
刑
事
法
と
社
会
と
の
関
係
の
仕
方
が
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
国
に
お
い
て
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
が
か
わ
れ

ば
刑
事
法
そ
の
も
の
も
変
化
を
う
け
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
刑
事
法
も
、
他
の
法
体
系
と
同
様
に
、
意
味
の
統
一
的
全
体
で
あ

る
。
も
と
よ
り
、
刑
事
法
が
か
わ
る
と
い
う
意
味
は
、
刑
事
法
の
法
規
を
構
成
す
る
個
々
の
法
文
が
か
わ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
そ
の
法
文
を
と
お
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
構
成
部
分
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
全
体
が
変
化
す
る
、
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
部
分
が
変
っ
て
も
全
体
は
変
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
部
分
が
変
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
が

変
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
構
成
部
分
の
全
部
が
か
わ
ら
な
け
れ
ば
全
体
が
か
わ
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
例
え

ば
、
お
よ
そ
刑
法
が
刑
法
で
あ
る
以
上
、
殺
人
を
犯
罪
と
し
な
い
刑
法
は
考
え
ら
れ
な
い
。
全
体
と
し
て
は
ま
っ
た
く
性
格
を
異
に

す
る
刑
事
実
体
法
の
な
か
に
ま
っ
た
く
同
じ
殺
人
罪
の
規
定
が
存
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
な
ん
ら
奇
異
と
す
る
に

は
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
、
例
え
ば
、
わ
が
国
の
刑
法
二
八
条
に
規
定
す
る
仮
出
獄
の
場
合
、
か
つ
て
は
恩
典
す
な
わ
ち
過
去
に
む
け

ら
れ
た
制
度
的
本
質
を
有
す
る
処
分
と
し
て
理
解
さ
れ
た
も
の
が
、
最
近
で
は
む
し
ろ
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
措
置
す
な

わ
ち
将
来
に
む
け
ら
れ
た
制
度
的
本
質
を
有
す
る
処
分
と
し
て
理
解
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
法
文
の
う
え
で
は
同
一

の
規
定
が
相
反
す
る
方
向
に
む
か
っ
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
法
的
位
置
づ
け
に
一
八
○
度
の
転
換
が
な
さ
れ
た
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
刑
事
政
策
的
研
究
の
進
歩
を
う
な
が
し
た
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
の
変
化
に
相
応
す

る
現
象
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
類
し
た
例
は
他
に
も
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
社
会
的
事
物
な
い
し
事
象
に
と
っ
て

は
ご
く
自
然
な
変
容
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
獺
鰯
ガ
弾
↑
酬
備
肋
翻
礪
壁
三
頁
以
下
参
照
）
。
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い
う
な
れ
ば
、
刑
事
法
体
系
は
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
な
い
し
社
会
的
背
景
と
法
規
と
の
函
数
で
あ
る
。
社
会
的
事
物
と
し
て
こ
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れ
を
み
れ
ば
、
法
規
そ
の
も
の
は
社
会
的
事
物
に
お
け
る
基
体
で
あ
り
、
当
該
基
体
を
社
会
的
事
物
に
ま
で
高
め
る
意
味
づ
け
に
お

い
て
本
質
的
な
役
割
を
演
ず
る
も
の
が
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
支
援
さ
れ
た
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
で
あ
り
、
ま
た
社
会
的
背
景
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
刑
事
法
の
存
在
自
体
を
決
定
す
る
刑
事
法
の
法
規
と
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
ま
た
は
社
会
的
背
景
と
は

つ
ね
に
一
体
の
も
の
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
解
す
る
。

　
以
上
の
見
地
を
と
お
し
て
刑
事
法
の
外
国
法
へ
の
影
響
を
み
れ
ば
、
次
の
諸
点
が
注
意
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。

　
第
一
に
、
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
を
異
に
す
る
他
の
国
の
刑
事
法
の
継
受
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
刑

事
法
の
法
規
そ
の
も
と
を
と
り
い
れ
る
と
い
う
こ
と
は
も
と
よ
り
可
能
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
か
な
り
容
易
な
こ
と
で
も
あ
ろ

う
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
、
あ
る
国
の
刑
事
法
の
構
成
部
分
を
と
り
い
れ
た
と
い
う
以
上
に
出
な
い
。
当
該
法
規
が
そ
の
な
か
で

客
観
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
社
会
的
事
物
と
な
り
、
そ
の
う
え
に
た
っ
て
機
能
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
ま
た
は

社
会
的
背
景
を
度
外
視
し
て
は
、
社
会
的
実
在
と
し
て
の
刑
事
法
自
体
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
、
社
会
倫

理
的
価
値
体
系
や
社
会
的
背
景
を
同
じ
く
す
る
か
ぎ
り
刑
事
法
の
継
受
は
ス
ム
ー
ス
に
お
こ
な
わ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
ま

っ
た
く
同
じ
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
と
い
う
も
の
が
二
つ
存
在
し
う
る
も
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
疑
問
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
外
国
刑
事
法
の
継
受
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
刑
事
法
の
な
り
た
つ
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
を
も
あ
わ
せ
継
受
す
る
と
い

う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
外
国
刑
事
法
を
継
受
す
る
過
程
は
法
規
を
継
受
す
る
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
す
く
な
く

と
も
そ
の
国
の
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
を
継
受
す
る
過
程
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
視
野
を
ひ
ろ
く
と
れ
ば
、
外
国
の
文
化
を
消
化
吸
収
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す
る
過
程
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
国
法
を
継
受
し
た
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
を
も
継
受
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
国
の
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
を
と
り
い
れ
、
外
国
の
文
化
を
消
化
吸
収
し
た
と
い
う
こ
と
が

た
だ
ち
に
外
国
の
刑
事
法
を
継
受
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
外
国
の
刑
罰
法
規
自
体

は
む
し
ろ
不
完
全
で
あ
り
、
そ
の
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
を
よ
り
よ
く
生
か
す
刑
罰
法
規
を
ま
た
別
途
に
造
り
出
す
と
い
う
こ
と
も

充
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
刑
法
す
な
わ
ち
刑
事
実
体
法
と
異
り
、
刑
事
訴
訟
法
や
犯
罪
者
処
遇
法
は
技
術
法
と
し
て
の
性
格
を
多
分
に
も
つ
も
の

で
あ
る
か
ら
、
当
該
法
体
系
の
な
か
で
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
の
占
め
る
地
位
は
刑
法
に
お
け
る
ほ
ど
重
大
な
も
の
で
は
な
い
と
考
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え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
現
実
に
機
能
を
い
と
な
む
場
に
お
け
る
（
社
会
的
・
文
化
的
）
諸

条
件
が
お
お
き
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
刑
事
訴
訟
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
例
え
ば
、
裁
判
所
の
構
成
や
裁
判

官
・
検
事
・
弁
護
士
の
社
会
的
地
位
、
捜
査
機
関
の
社
会
的
立
場
、
等
、
犯
罪
者
処
遇
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
施
設
に
お
け
る
設
備

の
状
況
、
ス
タ
ッ
フ
の
状
況
、
人
種
的
特
殊
性
、
犯
罪
者
に
対
す
る
社
会
一
般
の
態
度
、
等
、
技
術
法
に
は
技
術
法
と
し
て
の
特
殊

な
関
係
項
の
問
題
が
発
生
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
論
ず
べ
き
こ
と
は
、
上
で
刑
法
と
と
く
に
社
会
倫
理
的
価
値
体
系

と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
四
に
、
刑
事
法
を
こ
の
よ
う
に
法
規
そ
れ
自
体
と
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
な
い
し
社
会
的
背
景
と
の
函
数
と
し
て
把
握
す
る
場

合
に
は
、
外
国
法
の
継
受
の
問
題
は
、
学
説
や
判
例
の
研
究
と
不
可
分
の
関
係
に
立
つ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
学
説
や
判
例
は
刑

罰
法
規
を
て
が
か
り
と
し
て
法
を
探
求
す
る
過
程
な
い
し
は
過
程
的
結
論
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
外
国
法
の
継
受
は
そ
の
地



に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
学
説
お
よ
び
判
例
の
内
容
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
も
通
ず
る
。
も
と
よ
り
、
学
説
や
判
例
に
は
そ
の
国

そ
の
社
会
の
特
殊
事
情
し
か
も
偶
然
的
事
情
が
多
分
に
関
係
し
て
お
り
、
と
く
に
学
説
の
ご
と
き
は
、
そ
の
場
所
の
法
の
客
観
的
把

握
と
い
う
よ
り
も
学
者
自
身
の
主
観
的
な
個
性
的
な
判
断
と
し
て
の
色
彩
を
よ
り
強
く
あ
ら
わ
す
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
の
国
そ
の
社
会
で
行
な
わ
れ
て
い
る
法
を
的
確
に
知
る
う
え
に
は
、
そ
れ
の
理
解
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
刑
事
法
の
外
国
法
へ
の
影
響
の
仕
方
は
、
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
な
い
し
社
会
的
背
景
と
の
関
係
で
な
が
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
視
点
は
刑
事
法
の
法
規
そ
れ
自
体
を
は
な
れ
ひ
ろ
く
文
化
的
交
流
と
い
う
こ
と
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
問

題
と
な
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
共
同
研
究
と
の
関
係
で
ひ
と
つ
の
点
を
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
刑
事
法
を
法
規
そ
れ
自
体
と
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
な
い
し
社
会
的
背
景
と
の
函
数
と
し
て
把
握
す
る
場
合
に
は
事
柄

を
あ
く
ま
で
も
実
質
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
結
果
、
法
の
継
受
と
い
う
こ
と
の
判
定
が
き
わ
め
て
困
難
な
問
題
に
な
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
比
較
す
べ
き
二
つ
の
法
体
系
の
あ
い
だ
で
刑
罰
法
規
そ
の
も
の
も
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
な
い
し

社
会
的
背
景
も
か
な
り
相
違
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刑
事
法
体
系
そ
の
も
の
と
し
て
は
彼
此
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
と
い
う

場
合
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
卑
俗
な
例
を
と
れ
ば
、
1
2
と
い
う
数
値
は
3
に
4
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
が
、
6

に
2
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
得
ら
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
観
念
的
に
は
こ
れ
と
同
様
の
経
緯
を
刑
事
法
と
い
う
場
面
で
考
え
る

こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
徹
底
的
な
事
態
の
分
析
を
要
求
さ
れ
る
法
の
比
較
は
、
事
実
上
不
可
能
で

あ
る
と
さ
れ
る
危
虞
も
な
し
と
し
な
い
。
た
し
か
に
、
外
国
の
刑
事
法
を
継
受
し
た
と
い
う
こ
と
は
た
だ
単
に
刑
事
法
の
法
規
を
う

　
　
わ
が
国
の
近
代
化
と
外
国
刑
事
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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け
入
れ
た
意
味
に
す
り
か
え
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
外
国
の
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
を
う
け
い
れ
た
こ
と
が
た
だ
ち
に
刑
法
を
継
受
し

た
よ
う
に
読
み
か
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
、
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
な
い
し
社
会
的
背
景
を
異
に
す
る
か
ぎ
り

外
国
刑
事
法
の
法
規
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
（
文
理
解
釈
に
よ
る
意
味
内
容
を
同
じ
く
し
て
）
　
と
り
い
れ
た
場
合
に
は
ま
さ
に
外
国
法
を

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

継
受
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
外
国
の
刑
罰
法
規
を
と
り
い
れ
ず
に
そ
の
国
の
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
を
全
面
的
に
と
り
い
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

と
す
れ
ば
こ
れ
ま
た
外
国
法
を
継
受
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
観
念
的
に
最
後
ま
で
筋
を

と
お
し
て
ゆ
く
こ
と
が
こ
の
際
学
問
的
必
要
性
と
の
関
係
で
ま
た
実
用
的
観
点
に
お
い
て
妥
当
な
方
法
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
、
な
お
疑
問
を
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　
三
　
明
治
に
入
っ
て
、
外
国
刑
事
法
の
日
本
社
会
へ
の
影
響
は
ま
ず
形
式
面
に
あ
ら
わ
れ
る
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
面
で
容
易
に

事
態
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
諸
外
国
と
の
あ
い
で
の
条
約
改
正
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
、
就
中
刑
事
法
制
の
整

備
は
急
務
と
さ
れ
た
結
果
、
刑
事
立
法
の
う
ご
き
は
比
較
的
早
期
よ
り
こ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
い
ず
れ
も
外

国
法
の
影
響
の
い
ち
じ
る
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
明
治
三
年
一
二
月
の
新
律
綱
領
は
唐
明
律
に
な
ら
っ
て
作
成
さ
れ

て
お
り
、
明
治
六
年
六
月
の
改
訂
律
例
も
一
八
一
〇
年
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
を
参
酌
し
た
と
は
い
え
中
国
法
を
と
お
く
は
な
れ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
明
治
一
三
年
七
月
の
刑
法
は
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
よ
る
影
響
が
い
ち
じ
る
し
く
、
明
治
四
〇
年
の
刑
法
に
な
る
と
一

八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
に
よ
る
影
響
が
あ
ら
わ
れ
る
。
刑
事
訴
訟
法
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
明
治
一
三
年
七
月
の
治
罪
法
は
一
八
○

八
年
の
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
に
な
ら
っ
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
二
二
年
一
〇
月
の
刑
事
訴
訟
法
も
基
本
的
に
は
そ
れ
に
た
ち

な
が
ら
、
一
八
七
七
年
の
ド
イ
ッ
裁
判
所
構
成
法
な
ら
び
に
刑
事
訴
訟
法
を
参
酌
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
明
治
五
年
一
二



月
、
世
界
諸
国
に
さ
き
が
け
て
制
定
さ
れ
て
犯
罪
者
処
遇
法
た
る
監
獄
則
も
、
か
な
り
進
歩
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
は
い
る

が
、
そ
の
実
体
は
東
洋
に
お
け
る
欧
米
の
植
民
地
の
行
刑
制
度
に
学
ん
だ
態
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
西
欧
諸
国
の
例
に
な
ら
い
そ
の
形
式
を
ま
ず
も
っ
て
と
と
の
え
よ
う
と
す
る
政
治
的
配
慮
に
よ
っ
て
み
ち
び
か
れ
た
歴
史
的
背
景

に
て
ら
し
、
渡
辺
洋
三
は
い
う
、
　
「
日
本
で
は
市
民
社
会
の
内
部
で
、
自
生
的
に
近
代
化
が
す
す
み
、
そ
れ
が
国
家
法
制
度
の
う
え

で
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
と
ら
ず
、
逆
に
、
国
家
法
制
度
の
う
え
で
近
代
的
法
制
度
が
ま
ず
実
現
さ
れ
、
そ
れ
が
市

民
社
会
の
中
に
滲
透
し
て
ゆ
く
と
い
う
形
が
一
般
に
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
社
会
か
ら
法
へ
の
方
向
で
は
な
く
、
法
か
ら
社
会
へ
の

方
向
が
近
代
化
の
基
本
的
な
方
向
で
あ
っ
た
」
（
願
齪
畔
舅
一
朋
述
誰
酷
の
近
代
化
、
）
と
。
こ
れ
に
類
し
た
説
明
は
随
所
に
み
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
が
、
そ
の
表
現
が
比
喩
的
で
あ
る
だ
け
に
そ
の
意
味
内
容
は
か
な
ら
ず
し
も
理
解
し
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
形
式
を

ま
な
ん
だ
、
そ
し
て
政
治
的
必
要
性
に
応
え
よ
う
と
し
た
、
し
か
し
彼
地
に
あ
っ
て
そ
の
形
式
を
ま
さ
に
法
と
し
て
支
え
て
い
た
社

会
倫
理
的
価
値
体
系
な
い
し
社
会
的
背
景
は
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
1
仮
り
に
こ
の
よ
う
な
理
解
を
こ
こ
で
読
み

と
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
き
に
、
近
代
的
な
法
体
系
は
す
く
な
く
と
も
外
国
法
の
継
受
と
い
う
形
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と

を
物
語
る
。
結
果
現
象
と
し
て
み
れ
ば
法
制
度
か
ら
社
会
へ
と
い
う
方
向
で
近
代
化
が
見
ら
れ
た
と
は
い
っ
て
も
、
実
質
に
触
れ
た

説
明
に
は
な
ら
な
い
。
法
規
や
法
制
度
は
、
い
わ
ば
内
容
空
疎
な
器
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
形
式
的
な
要
素
が
実
質
的
な
機
能

を
い
と
な
む
と
い
う
の
は
本
来
的
に
形
容
矛
盾
で
あ
り
、
比
喩
的
な
表
現
と
し
て
も
は
た
し
て
成
り
た
ち
う
る
か
ど
う
か
疑
問
が
残

る
。
何
故
な
ら
、
比
喩
的
な
表
現
が
多
少
と
も
学
問
的
領
域
で
通
用
す
る
の
は
事
柄
の
本
質
に
ふ
れ
た
的
確
な
説
明
に
な
る
た
め
で

あ
る
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
渡
辺
洋
三
に
み
ら
れ
る
通
説
的
表
現
方
法
の
背
後
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
読
み
と
る
べ
き
は
、
す
く
な
く
と

　
　
わ
が
国
の
近
代
化
と
外
国
刑
事
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影
響
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も
明
治
時
代
の
当
初
に
あ
っ
て
法
の
継
受
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
治
時
代
に
お
い
て
近
代
的
法
制
度

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
そ
れ
に
な
ら
っ
て
造
ら
れ
た
結
果
、
当
時
の
わ
が
国
に
お
け
る
社
会
倫
理
的
な
価
値
体
系
な
い
し
社
会
的
背

景
と
の
あ
い
だ
に
問
隙
が
生
じ
た
、
こ
れ
を
補
填
す
べ
く
諸
々
の
啓
蒙
運
動
が
作
用
し
、
よ
り
具
体
的
に
は
法
理
論
が
そ
の
役
割
を

演
じ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
刑
事
法
学
は
西
欧
の
土
壌
に
そ
だ
っ
た
刑
事
法
を
日
本
の
土
地
に
そ
だ
て
よ
う

と
す
る
努
力
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
外
国
法
の
継
受
と
い
う
視
点
よ
り
す
れ
ば
、
当
時
の
わ
が
国
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
　
ヤ

刑
事
法
学
は
諸
外
国
の
そ
れ
に
追
随
し
た
刑
事
法
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
最
近
の
刑
事
法

学
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
た
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
外
国
刑
事
法
の
日
本
社
会
へ
の
影
響
の
仕
方
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
上
記
の
考
察
方
法
を
と
く
に
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
形
式
面
か
ら
実
質
面
へ
の
影
響
と
か
法
制
度
か
ら
社
会
へ
の
滲
透
と
か
を
過
程
的
に
追
及
す
る
実
益
は
な

く
、
極
言
す
れ
ば
そ
の
必
要
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
法
規
面
に
お
け
る
影
響
、
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
な
い
し
社
会
的
背
景
に
お

け
る
影
響
お
よ
び
学
説
面
に
お
け
る
影
響
の
三
者
を
論
ず
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
三
者
を
み
る
だ

け
で
充
分
で
あ
る
と
考
え
る
。

五
　
お
　
わ
　
り

1こ

　
わ
が
国
の
近
代
化
に
お
よ
ぼ
し
た
外
国
法
の
影
響
を
刑
事
法
の
観
点
か
ら
な
が
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
可
能
と
は
い
わ
ぬ
ま
で

も
、
他
の
法
領
域
に
く
ら
べ
て
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
便
宜
的
方
法
と
し
て
、
法
規
の
比
較
検



討
、
社
会
倫
理
的
価
値
体
系
な
い
し
社
会
的
背
景
の
比
較
検
討
、
学
説
・
判
例
の
比
較
検
討
の
三
者
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
の
が
妥
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
便
宜
的
方
法
に
よ
っ
て
も
事
態
が
簡
単
に
な
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
昭
和
三
五
年

へ
一
九
六
〇
年
）
　
四
月
二
七
日
夫
定
稿
と
し
て
公
表
さ
れ
た
わ
が
国
の
改
正
刑
法
準
備
草
案
第
四
七
条
に
う
た
わ
れ
た
責
任
主
義
の

原
則
は
、
一
九
六
〇
年
一
一
月
三
日
に
発
表
さ
れ
た
ド
イ
ッ
刑
法
草
案
第
六
〇
条
と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
わ
が

国
の
刑
法
改
正
事
業
に
あ
た
る
者
た
ち
は
ド
イ
ッ
の
そ
れ
に
多
く
の
も
の
を
学
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
、
そ
れ
も
き

わ
め
て
重
要
な
こ
の
規
定
に
か
ん
し
ド
イ
ッ
に
先
立
っ
て
そ
の
規
定
形
式
を
と
っ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
容
易
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
法
規
の
比
較
検
討
に
つ
い
て
も
か
く
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
に
加
え
る
に
き
わ
め
て
多
義
的
と
さ

れ
る
「
近
代
化
』
、
し
か
も
『
わ
が
国
」
の
近
代
化
が
問
題
と
な
る
。
近
代
化
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
代
的
に
す
る
こ
と
と

近
代
的
に
な
る
こ
と
と
を
方
法
論
的
に
区
別
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
社
会
的
・
一
般
的
視
野
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
自
我
の
発
展
・

拡
充
の
過
程
と
し
て
把
握
し
、
近
代
的
刑
事
法
と
い
う
こ
と
で
は
個
人
の
自
由
な
い
し
基
本
的
人
権
を
客
観
的
に
保
障
し
う
る
と
こ

ろ
の
も
の
を
理
解
し
た
が
、
こ
れ
を
わ
が
国
の
具
体
的
状
況
の
も
と
で
考
え
て
ゆ
く
と
な
れ
ば
、
刑
事
法
学
以
前
の
多
く
の
未
解
決

の
問
題
に
直
面
す
る
。
そ
の
障
碍
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
問
題
の
解
決
を
断
念
す
る
に
も
等
し
い
。

　
う
え
に
の
べ
た
と
こ
ろ
は
さ
ら
に
個
々
の
問
題
を
検
討
し
な
が
ら
補
足
・
修
正
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
性
格
の
も
の
と
か
ん
が
え
る
。

本
稿
が
序
説
と
し
て
の
試
論
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
た
だ
、
単
に
、
以
上
の
所
説
を
支
え
た
考
え
方
自
体
に
な
お
検
討
を
要
す
る
も

の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
づ
く
個
々
の
問
題
の
検
討
に
あ
た
っ
て
そ
の
内
容
に
多
少
の
修
正
も

あ
り
う
る
こ
と
を
、
了
承
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

　
　
わ
が
国
の
近
代
化
と
外
国
刑
事
法
の
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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五
八

（
附

記
）

参
考
文
献
と
し
て
は
、
他
の
報
告
者
と
重
複
す
る
も
の
は
の
ぞ
き
、
本
稿
と
の
関
係
で
、

　
牧
野
英
｝
、
刑
法
に
お
け
る
法
治
国
思
想
の
展
開
（
昭
和
六
年
）

　
市
川
秀
雄
、
刑
法
に
お
け
る
市
民
法
思
想
と
社
会
法
思
想
へ
昭
和
三
八
年
）

　
団
藤
重
光
、
刑
法
の
近
代
的
展
開
へ
昭
和
二
七
年
）

　
社
会
主
義
国
家
の
刑
法
（
季
刊
法
律
学
二
七
巻
）
　
（
昭
和
三
四
年
）

　
斉
藤
金
作
訳
、
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
比
較
刑
法
に
つ
い
て
（
昭
和
三
七
年
）

と
く
に
、

（
三
九
・
一
二
　
一
五
）


