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一
　
外
見
的
両
立
不
能
性

器
　
実
証
主
義
と
人
権
の
両
立

　
　
　
「
人
権
（
圖
Φ
ω
創
吋
○
凶
酔
ω
鮎
Φ
想
プ
○
導
露
①
）
」
と
い
う
表
現
が
、
人
が
国

料
　
家
と
は
関
係
な
し
に
、
そ
し
て
国
家
に
対
抗
し
て
さ
え
所
有
し
行
使

資
　
す
る
権
利
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ぼ
、
厳
密
な
実
証
主
義
的
観
点
か

ら
す
る
と
、
問
題
は
た
だ
ち
に
解
消
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

人
権
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
と
い
う
の
も
実
証
主
義
者
に
と
っ

て
は
、
人
権
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
主
観
的
権
利
と
同
様
に
、
そ
れ
が
実

定
法
秩
序
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
は
じ
め
て
権
利
と
な
る
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
「
憲
法
に
よ
る
授
権
に
基
づ
き
国
家

の
諸
…
機
関
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
う
な

る
の
で
あ
り
、
実
定
的
権
利
と
し
て
し
か
法
学
の
関
心
対
象
と
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ざ

ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
一
定
の
憲
法
典
が
　
　
今
日
で

は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
で
あ
る
が
一
人
の
権
利
お
よ
び
自
由
の
リ

ス
ト
を
含
ん
で
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
保
障
す
る
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
設
け
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
ょ
う
が
、
し
か
し
、
実
証
主
義

者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
i
そ
の
宣
言
の
仕
方
の
荘

厳
さ
や
そ
の
内
容
を
別
と
す
れ
ば
i
他
の
主
観
的
権
利
と
そ
の
性

質
に
お
い
て
は
な
ん
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
実
証
主
義
的
な
法
の
一
般
理
論
は
、
法
の
内
容
に
関

心
を
示
す
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
二
つ

の
理
由
に
よ
る
。
第
一
の
理
由
は
、
法
的
な
ル
…
ル
の
内
容
や
実
質

と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
採
択
し
た
人
々
の
政
治
的
あ
る
い
は
道
徳
的

な
選
好
の
産
物
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
選
好
は
法
的
ル
ー
ル
と

し
て
の
性
質
、
つ
ま
り
そ
の
妥
当
性
や
義
務
的
性
質
に
対
し
て
な
ん

ら
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
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あ
る
命
令
を
法
的
規
則
と
す
る
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
が
法
的
規
則
と

し
て
従
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
は
、
そ
の
内
容
、
つ

ま
り
そ
れ
が
命
じ
、
禁
じ
、
あ
る
い
は
許
し
て
い
る
こ
と
が
ら
に
依

存
す
る
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
そ
れ
が
よ
り
上
位
の
規
則
に
適
合
し

て
、
つ
ま
り
権
限
あ
る
機
関
に
よ
っ
て
、
定
め
ら
れ
た
手
続
に
従
っ

て
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
に
依
存
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

憲
法
上
の
規
定
の
う
ち
、
人
権
を
宣
言
す
る
も
の
と
、
よ
り
慎
ま
し

や
か
な
事
項
を
対
象
と
す
る
も
の
　
　
た
と
え
ぼ
国
歌
と
か
、
国
旗

の
色
と
か
、
大
統
領
の
任
期
と
か
　
　
と
を
区
別
す
る
こ
と
を
可
能

に
す
る
も
の
は
な
ん
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
の
理
由
は
、
実
証
主
義
の
流
れ
に
属
す
る
法
の
一
般
理
論
は
、

実
定
法
の
一
般
的
な
記
述
を
行
う
こ
と
を
そ
の
課
題
と
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
る
特
定
の
国
（
々
）
に
の
み
妥
当
す
る
も
の

で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
実
定
法

に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
実
定
法
の
内
容
が
法
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
大
い
に
異
な
る

こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
人
権
の
普
遍
性
を
主
張
す
る

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
言
説
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
宣
言
さ
れ
て
い

る
権
利
は
同
一
の
も
の
で
は
な
く
、
実
際
に
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の

に
な
る
と
な
お
い
っ
そ
う
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
の
例
は

数
多
く
あ
る
。
死
刑
は
欧
州
人
権
条
約
と
は
両
立
不
能
で
あ
る
が
、

多
く
の
国
で
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
人
権
に
関
す
る
多
く
の
法
文
が

表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
規
定
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
非

常
に
多
様
で
、
た
と
え
ば
ナ
チ
の
犯
罪
を
否
定
す
る
同
一
の
言
動
が
、

許
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
禁
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
般
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
実
証
主
義
的
法
理
論
は
、
真
に
共
通
す
る

要
素
の
み
の
記
述
に
自
己
を
限
定
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
法
的
形
式
に
関
わ
る
も
の
、
つ
ま
り
、
法
シ
ス
テ
ム
の
構

造
と
法
律
家
の
推
論
の
態
様
に
関
す
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
実
定
法
の
内
容
に
対
す
る
実
証
主
義
者
の
あ
か
ら

さ
ま
な
無
関
心
は
、
と
き
に
人
権
に
対
す
る
真
の
敵
視
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
実
証
主
義
を
批
判
す
る
者
た
ち
は
、
実

証
主
義
と
い
う
の
は
自
然
法
の
存
在
を
否
定
し
、
法
を
実
定
法
の
み

に
還
元
し
、
法
を
国
家
の
諸
…
機
…
関
か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
定

義
す
る
た
め
、
国
家
権
力
を
無
制
限
の
も
の
と
考
え
、
そ
れ
に
対
す

る
無
条
件
の
恭
順
を
命
じ
る
こ
と
に
な
る
な
ど
と
言
う
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
非
難
は
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
に
な
さ
れ
た
も
の
で
も

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
法
と
ば
義
務
的
な
規
範
の
総
体
で
あ
っ
て
、

唯
一
実
定
法
の
み
が
法
な
の
で
あ
っ
て
、
実
定
法
は
す
べ
て
法
な
の

で
あ
る
か
ら
、
お
よ
そ
実
定
法
は
義
務
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
ナ
チ
の

法
で
あ
れ
自
由
民
主
主
義
の
法
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
、
と
。
実

証
主
義
は
、
と
り
わ
け
人
権
に
関
し
て
国
家
権
力
に
限
界
が
あ
る
と

（74－4－162）　944
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認
め
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ
チ
ズ
ム
の
定
着
を
容

易
に
さ
え
し
た
の
で
あ
る
・
望

　
も
う
少
し
穏
健
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
、
カ
ル
ロ
ス
・
二
ー
ノ
は
、

ソ
連
邦
が
共
産
党
以
外
の
政
党
を
禁
止
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
批
判

に
対
し
て
、
実
証
主
義
者
は
た
ん
に
、
ソ
音
量
が
他
の
政
党
の
設
立

を
一
切
禁
止
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
禁
止
は
法
に
違
反
せ
ず

適
合
し
て
い
る
と
答
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
す

る
。
そ
し
て
「
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
回
答
は
、
批
判
が
正
当
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

　
　
　
　
（
3
）

る
、
と
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
論
争
は
、
部
分
的
に
は
、
実
証
主
義

と
い
う
概
念
自
体
に
つ
い
て
の
誤
解
に
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ノ
ル
ベ
ル
ト
・
ボ
ッ
ビ
オ
は
、
次
の
よ
う
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
事
態
を
大
き
く
明
確
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

実
証
主
義
と
人
権
と
の
関
係
を
再
考
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
ま
ず
、
「
法
実
証
主
義
」
と
い
う
表
現
は
、
第
一
の
意
味
に
お
い

て
は
、
法
へ
の
ア
プ
ロ
…
チ
の
仕
方
、
つ
ま
り
、
法
学
を
経
験
科
学

の
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
構
築
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
示
す
。
法
学
は
、

あ
ら
ゆ
る
科
学
と
同
様
に
、
そ
の
対
象
と
は
区
別
さ
れ
、
そ
れ
を
記

述
す
る
こ
と
に
自
己
限
定
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
法
を
対

象
と
す
る
な
ら
ば
、
法
は
道
徳
と
の
適
合
性
や
非
適
合
性
と
は
独
立

し
て
定
義
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
の
意
味
に
お
い
て
は
、
法
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
テ
ー
ゼ
、

た
と
え
ば
法
と
は
規
範
の
総
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の

脅
し
を
伴
っ
た
命
令
と
し
て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
つ
ま

り
そ
れ
は
人
面
の
意
思
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
ら
は

義
務
的
な
も
の
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
ら
は
論
理
的
な
関
係
に
拘
束
さ

れ
て
お
り
、
個
別
規
範
は
よ
り
一
般
的
な
規
範
か
ら
の
演
繹
に
よ
り

導
出
さ
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
こ
の
よ
う
な
規
範
の
総
体
は
シ

ス
テ
ム
と
し
て
の
特
性
を
示
し
、
と
り
わ
け
そ
れ
は
一
貫
し
て
お
り

完
結
し
て
い
る
と
い
っ
た
主
張
が
「
実
証
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
。
実

際
に
は
、
こ
れ
ら
の
主
張
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
一
貫
性
を
ほ
と
ん

ど
示
す
こ
と
が
な
い
し
、
こ
れ
ら
全
て
の
テ
ー
ゼ
に
与
す
る
実
証
主

義
の
論
者
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
主
張
の
う
ち
あ
る
も
の
を
め
ぐ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
う
　

て
は
、
互
い
に
強
硬
に
対
立
し
さ
え
す
る
。

　
さ
ら
に
、
第
三
の
意
味
に
お
い
て
は
、
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が

「
実
証
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
義
と

い
う
も
の
が
実
定
法
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
と

し
て
の
み
定
義
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
実
定
法
は
必
然
的
に
正
し

い
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
正

義
の
理
想
に
対
し
て
秩
序
と
安
定
の
理
想
を
優
越
さ
せ
、
そ
の
内
容

が
正
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
法
に
従
う
義
務
が
存
在
す

945　（74－4一】．63）
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る
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
定
法
に
は
従
わ
な
け
れ
ぼ

な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
実
証

主
義
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
法
に
対
す
る
、
つ
ま
り
は
国
家
に
対
す
る
、

盲
目
的
服
従
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
分
析
か
ら
、
実
証
主
義
と
呼
ば
れ
る
諸
学
説
に
は

い
か
な
る
共
通
項
も
な
く
、
ま
た
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
互
い
に

両
立
不
能
で
す
ら
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
と
り
わ

け
、
法
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
の
実
証
主
義
と
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
の
実
証
主
義
に
つ
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。
実
際
、
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
て
の
実
証
主
義
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
の
価
値
判
断
の
表

明
の
拒
否
は
、
お
よ
そ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
拒
否
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
こ
と
こ
そ
、
法
実
証
主
義
の

リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
あ
る
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
が
、
そ
の
も
っ
と
も

重
要
な
著
作
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
、
ま
た
彼
が
創
設
し
た
学
派
の
名

で
も
あ
る
『
純
粋
法
学
』
と
い
う
語
に
よ
っ
て
意
図
し
て
い
た
こ
と

で
あ
っ
た
。
純
粋
性
－
…
…
ち
な
み
に
そ
れ
は
理
論
に
つ
い
て
の
み
の

も
の
で
あ
り
、
法
そ
の
も
の
の
性
質
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
　
　
は
、
と
り
わ
け
、
価
値
判
断
を
含
ま
な
い
、
つ
ま
り

あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
免
れ
た
、
記
述
に
専
念
し
よ
う
と
す
る

意
思
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
第
一
の
意
味
に
お
け
る
実
証
主
義

者
を
自
任
す
る
論
者
は
、
実
定
法
の
上
位
に
、
そ
れ
に
従
う
よ
う
、

あ
る
い
は
従
わ
な
い
よ
う
命
じ
る
規
範
が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
方

に
よ
っ
て
自
然
法
論
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ぼ
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
の
「
実
証
主
義
」
も
ま
た
、
実
際
に
は
自
然
法
論
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
し
か
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
を
偶
像
崇
拝
す
る
こ
と
や
、
法
律
に
対
す
る
絶

対
的
な
服
従
の
理
想
や
、
ま
た
人
権
に
対
す
る
無
関
心
あ
る
い
は
さ

ら
に
敵
視
は
、
と
か
く
実
証
主
義
に
対
す
る
批
判
と
し
て
言
わ
れ
る

こ
と
で
は
あ
る
が
、
第
三
の
意
味
に
お
け
る
実
証
主
義
を
特
徴
づ
け

る
も
の
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ

う
で
は
な
く
、
も
し
実
証
主
義
の
第
一
の
定
義
を
採
る
の
で
あ
れ
ば
、

第
三
の
意
味
の
よ
う
な
実
証
主
義
は
ま
っ
た
く
実
証
主
義
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
実
証
主
義
と
人
権
と
の
関
係
を
考
察
す
る
に
は
、

実
証
主
義
を
第
一
の
意
味
に
お
い
て
、
つ
ま
り
方
法
論
（
ゆ
覧
甲

皮
窮
9
0
ひ
q
邑
と
し
て
の
実
証
主
義
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
は
実
証
主
義

が
人
権
と
は
両
立
不
能
な
も
の
と
み
え
る
も
の
の
、
他
の
点
に
お
い

て
は
反
対
に
実
証
主
義
が
人
権
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
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一

外
見
的
両
立
不
能
性

　
　
　
　
　
　
（
磨
、
巷
℃
鍵
窪
8
貯
8
B
℃
舞
き
凶
一
一
叡
）

　
実
証
主
義
と
人
権
と
の
両
立
不
能
性
は
、
実
証
主
義
理
論
の
次
の

よ
う
な
三
種
の
要
素
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
法
と
道
徳
の
分

離
、
②
規
範
は
意
思
の
行
為
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え

方
、
③
法
解
釈
は
認
識
の
作
用
で
は
な
く
意
思
の
作
用
で
あ
り
、
意

味
を
発
見
す
る
の
で
は
な
く
意
味
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る

理
論
、
の
三
つ
で
あ
る
。

　
人
権
が
道
徳
的
な
自
然
権
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
ら
は

法
と
道
徳
の
分
離
と
い
う
法
実
証
主
義
に
と
っ
て
の
中
心
的
な
主
張

に
従
っ
て
法
学
の
領
域
外
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う

な
主
張
は
複
数
の
異
な
る
解
釈
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
と
き
と
し

て
そ
れ
は
、
法
的
規
則
の
内
容
が
自
律
的
に
、
道
徳
に
対
す
る
あ
ら

ゆ
る
参
照
か
ら
独
立
し
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
場
合
、

そ
れ
は
正
当
に
批
判
さ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
規
則
が
よ
り
一

般
的
な
規
則
か
ら
の
単
純
な
演
繹
に
よ
り
生
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
、
法
シ
ス
テ
ム
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
多
か
れ
少
な
か

れ
自
由
裁
量
の
余
地
が
存
在
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規
則
を
作
り

だ
す
者
に
は
、
そ
の
内
容
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
選
択
が
可
能
で

あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
法
外
的
な
考
慮
に
影
響
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
法
外
的
な
考
慮
の
な
か
に
道
徳
原
理
が

含
ま
れ
る
こ
と
は
、
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
よ
り
厳
密
な
考
え
方
に
お
い
て
は
、
法
と
道
徳
の
分
離

の
テ
ー
ゼ
は
、
法
規
範
の
妥
当
性
が
道
徳
規
範
へ
の
適
合
性
に
は

ま
っ
た
く
依
存
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
お
、
妥
当

性
の
語
は
、
義
務
的
な
性
質
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
れ
ぼ
、
法
シ
ス

テ
ム
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
実

証
主
義
者
は
、
あ
る
行
為
が
上
位
規
範
の
定
め
る
条
件
を
満
た
し
て

い
る
と
き
、
そ
の
内
容
が
あ
る
道
徳
規
範
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
か
か
わ
ら
ず
、
妥
当
す
る
法
規
範
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
と
主

張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
は
、
実
証
主
義
の

方
法
論
か
ら
も
、
実
証
主
義
の
法
理
論
か
ら
も
、
同
時
に
帰
結
す
る
。

法
理
論
か
ら
、
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
主
張
に
よ
り
、
実
定
法

は
規
範
の
妥
当
性
を
道
徳
へ
の
適
合
性
に
依
拠
せ
し
め
て
は
い
な
い

と
い
う
こ
と
が
理
解
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
実
定
法
が
そ
れ
自

身
で
法
規
範
に
道
徳
的
内
容
を
与
え
る
よ
う
命
じ
る
場
合
は
別
で
あ

る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
法
規
範
の
妥
当
性
は
道
徳
規
範
に

で
は
な
く
別
の
法
規
範
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
方
法
論
か
ら
、

と
い
う
の
は
、
法
学
の
対
象
で
あ
る
法
規
範
の
定
義
が
道
徳
的
判
断

に
依
拠
す
る
と
す
る
こ
と
　
　
　
「
こ
の
規
範
は
法
規
範
と
し
て
の
性
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質
を
も
っ
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
内
容
が
道
徳
に
適
合
す
る
か

ら
で
あ
る
」
　
　
は
、
価
値
論
上
の
純
粋
性
と
い
う
理
想
に
反
す
る

も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
る
と
、
実
証
主
義
は
、
人
権
が
実
定

法
に
優
越
す
る
と
す
る
一
切
の
説
を
拒
否
す
る
し
か
な
く
な
る
。
そ

れ
ら
は
人
権
を
自
然
権
と
捉
え
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
た
ん
に
道
徳

原
理
か
ら
演
繹
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
権

の
優
越
性
を
認
め
る
な
ら
ば
、
実
定
法
規
範
と
人
権
と
が
衝
突
し
た

場
合
に
、
法
規
範
の
方
が
排
除
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
た
と
え
よ
り

上
位
の
法
規
範
の
定
め
る
条
件
を
満
た
し
て
い
て
も
妥
当
性
を
奪
わ

れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
た
し
か
に
、
法
と
道
徳
の
分
離
の
主
張
に
は
、
も
う
少
し
穏
和
な

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
も
あ
る
。
G
・
ミ
苓
。
鴇
賦
ミ
⑭
§
と
か
、
§
q
ミ
鴇
竃
鳩
題
噴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

ミ
蹄
ミ
と
言
わ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
擁
護
す
る

論
者
は
、
規
範
の
妥
当
性
の
い
く
つ
か
の
条
件
の
一
つ
と
し
て
道
徳

原
理
へ
の
適
合
性
を
認
め
る
法
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
う
る
と
主
張
す

る
。
か
か
る
観
察
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
そ

の
こ
と
は
、
道
徳
あ
る
い
は
人
権
が
実
定
法
に
優
越
す
る
の
か
ど
う

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
関
連
性
を
も
た
な
い
。
と
い
う
の
も
、

道
徳
原
理
に
適
合
す
る
よ
う
に
命
じ
る
も
の
が
法
で
あ
る
な
ら
ぼ
、

道
徳
原
理
は
そ
の
道
徳
と
し
て
の
性
質
ゆ
え
に
自
律
的
に
拘
束
力
を

も
つ
の
で
は
な
く
、
法
的
規
則
の
効
果
に
よ
っ
て
そ
う
で
あ
る
に
す

ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
定
法
に
優
越
す
る
の
が
入
権
な
の
で
は
な

く
、
実
定
法
上
の
規
則
が
人
権
に
適
合
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
人
権
の
実

定
化
が
語
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
人
権
と
の
関
係
で
行
政
上
の
決
定
や
法
律
を
統
制
す

る
裁
判
官
は
道
徳
的
判
断
を
表
明
し
て
い
る
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
彼
が
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
実
定
法
に
よ
っ
て
そ

の
よ
う
に
授
権
さ
れ
て
い
る
限
り
で
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

彼
は
、
法
規
範
を
創
設
す
べ
く
裁
量
権
限
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
法

規
範
に
対
し
て
あ
る
特
定
の
内
容
を
与
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
時
宣

性
の
考
慮
や
道
徳
原
理
に
従
っ
て
決
定
す
る
こ
と
を
授
権
さ
れ
て
い

る
他
の
あ
ら
ゆ
る
機
関
に
比
べ
て
、
な
ん
ら
異
な
っ
た
状
況
に
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
法
学
を
経
験
科
学
の
モ
デ
ル
に
依
拠
し
て
構
築
し
よ
う

と
す
る
こ
と
は
、
法
学
と
そ
の
対
象
と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
に

よ
り
記
述
命
題
を
作
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ

れ
ら
の
命
題
は
客
観
的
か
つ
認
識
可
能
な
所
与
の
も
の
に
つ
い
て
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
法
は
こ
の
よ
う
な
要
求
を
満
た

す
も
の
で
は
な
く
、
法
の
実
証
主
義
的
科
学
の
対
象
は
、
実
定
法
、

す
な
わ
ち
人
間
の
意
思
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
し
か
あ
り
え
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な
い
。
そ
し
て
、
「
実
証
主
義
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
意
味

が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
理
論
は
、
そ
れ
が
実
証
主
義
的

な
科
学
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
実
証
主
義
的

で
あ
る
と
言
わ
れ
、
ま
た
、
同
時
に
、
こ
の
科
学
の
対
象
が
実
定
法

で
あ
る
こ
と
か
ら
実
証
主
義
的
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
し
か
し
前

者
の
要
素
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
証
主
義
的
科

学
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
意
思
こ
そ
が
、
そ
の
対
象
の
選
択
を
決
定

　
　
　
　
　
　
さ
　

す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
定
義
に
よ
れ
ば
、
人
権
は
法
に
属
す
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
れ
が
実
定
さ
れ
な
い
限
り
法
学
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
。

し
か
し
そ
う
な
っ
た
場
合
に
は
、
人
権
は
も
は
や
国
家
に
対
抗
す
る

も
の
と
し
て
は
理
解
で
き
な
く
な
る
。
国
家
に
対
抗
す
る
権
利
が
存

在
す
る
と
言
う
こ
と
は
、
術
語
に
お
け
る
矛
盾
で
す
ら
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
多
く
の
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
、
国
家
に
よ
っ
て
直
接
あ

る
い
は
間
接
に
作
り
だ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
法
は
存
在
し
な
い
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
は
、
国
家
と
法
は
単
｛
か
つ

同
一
の
実
体
を
意
味
す
る
二
つ
の
語
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

国
家
に
対
抗
す
る
法
と
言
う
こ
と
は
、
法
に
対
抗
す
る
法
と
言
う
こ

と
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
「
主
観
的
な
」
権
利
、
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
、

た
だ
た
ん
に
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
有
す
る
と
さ
れ
る
も
の

で
、
ま
た
、
た
だ
た
ん
に
客
観
的
法
、
つ
ま
り
国
家
の
法
に
よ
っ
て

「
宣
言
さ
れ
」
、
「
擁
護
さ
れ
」
、
「
承
認
さ
れ
し
あ
る
い
は
ま
た
「
保

障
さ
れ
し
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
し
か
し
、
国
家
と
は
独
立
し
て
、

国
家
よ
り
前
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
も
の
を
構
想
す
る
こ
と
の
困
難

さ
が
生
じ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
入
が
所
有
す
る
権
利
…
i
そ
し
て
人
権
と
は
「
主

観
的
権
利
」
と
い
う
類
の
一
種
で
し
か
な
い
　
　
は
、
他
者
が
自
己

の
義
務
を
尊
重
し
な
か
っ
た
場
合
に
そ
の
行
動
に
対
し
て
サ
ン
ク

シ
ョ
ン
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
と
い
う
形
式
に
お
い
て
、

国
家
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
し
て
い
っ
た
い
誰
に

よ
っ
て
こ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
与
え
ら
れ
る
の
か
を
知
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
裁
判
所
し
か
問
題
と
な
り
え
な
い
。
法

秩
序
が
裁
判
に
よ
る
保
障
や
保
護
を
制
度
化
し
な
い
限
り
、
人
権
は

存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
正
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

裁
判
所
は
国
家
の
機
関
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
国
家
に
対
す
る
個
人

の
保
護
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
る
個
人
の
保
護
を
構
成
す
る
も
の
で

し
か
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
裁
判
所
は
人
権
を
、
国
家
に
対
し
て
で
は

な
い
に
せ
よ
、
国
家
の
他
の
機
関
に
対
し
て
は
少
な
く
と
も
保
障
す

る
も
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
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し
、
こ
の
よ
う
な
保
障
の
対
象
と
な
る
人
権
が
、
固
定
さ
れ
た
基
準

を
構
成
し
、
そ
の
存
在
と
内
容
が
裁
判
所
自
身
の
活
動
か
ら
独
立
し

て
い
る
こ
と
が
や
は
り
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
所
の
活

動
は
、
あ
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
か
、
あ
る
い
は
書
い
か
え
れ
ば

そ
れ
に
対
応
す
る
義
務
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
と
か
を
た
ん
に
確
認

す
る
こ
と
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
由
裁
量
的
な
選
択
を
含
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
理
由
に
よ

る
。　

第
一
に
、
人
権
は
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
　
　
各
種
の
宣
言
や
憲

法
典
、
法
律
や
国
際
条
約
な
ど
　
　
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
お
り
、

解
釈
さ
れ
る
こ
と
な
く
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が

法
解
釈
は
一
つ
の
決
定
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
最
上
級
の
裁
判
所
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
も
は
や
争
わ
れ
え
ず
、
そ
の
内
容
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
拘
胆
力
を
有
す
る
。
つ
ま
り
最
上
級
裁
判
所

は
当
該
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
選
好
に

従
っ
て
あ
る
特
定
の
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
裁
判
官
は
テ
ク
ス
ト
に
加
え
て
、
法
シ
ス
テ
ム
の
総
体
か
ら

「
取
り
出
す
」
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
不
文
の
原
理
を
適
用
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
よ
う
す
る
に
、
実
際
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
は
、

人
権
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
裁
判
官
が
考
え
る
と
こ
ろ
の

も
の
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
理
由
は
、
テ
ク
ス
ト
に
表
明
さ
れ
て
い
る
人
権
が
、
し
ぼ

し
ば
衝
突
す
る
こ
と
が
あ
り
、
あ
る
権
利
を
他
の
権
利
に
対
し
て
優

越
さ
せ
る
か
あ
る
い
は
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
と
き
と
し
て
こ
の
よ
う
な
両
者
の
調
和
は
、
裁
判
官

が
バ
ラ
ン
ス
を
探
求
し
た
結
果
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
し
て
、
裁
判
官
は
衝
突
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
原
理
の
璽
み
を
検

討
し
た
う
え
で
決
定
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
思
い
通

り
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
証
拠
が
そ
こ
に
あ
る
と
も

言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
決
定
は
十
分
に
理
性
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
、

へ
　
　

と
。
し
か
し
実
際
に
は
、
あ
る
具
体
的
な
場
合
に
お
い
て
あ
る
原
理

が
他
の
原
理
に
対
し
て
優
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
た
め
に

は
、
や
は
り
選
好
を
表
明
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
で

に
ケ
ル
ゼ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
原
理
そ
れ
ぞ
れ

の
重
さ
を
決
め
る
こ
と
は
、
裁
判
官
の
決
定
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
裁
判
官
の
決
定
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
実
証
主
義
者
は
、
人
権
が
、
と
り
わ
け
裁
判
官
に
と
っ

て
の
権
力
の
一
つ
の
淵
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き

る
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
価
値
論
上
の
中
立
性
は
、

お
よ
そ
裁
判
官
の
権
力
を
告
発
す
る
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
両
立
し
な
い

よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
実
証
主
義
者
は
、
法
を
記
述
す
る
科
学

を
う
ち
た
て
よ
う
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
た
だ
規
範
を
記
述
す
る
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の
み
な
ら
ず
、
あ
る
特
定
の
結
果
を
も
た
ら
す
た
め
、
あ
る
い
は
避

け
る
た
め
の
固
有
の
方
法
が
な
ん
で
あ
る
か
を
示
そ
う
と
も
な
し
う

　
　
　
　
ハ
　
　

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
、
裁
判
官
が
政
治
的
権
力
を
行
使

す
る
法
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
価
値
判
断
を
な
す
こ
と
な
し
に
、
そ

の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
人
権
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
招

来
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
ま
た
、
裁
判
官
に
過
大
な
権
力
を
与
え
た

く
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
憲
法
典
に
人
権
宣
言
を
挿
入
す
る
こ
と
を
避

け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
を
述
べ
る
こ
と
が
当
然
に
可
能
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
は
、
技

術
的
な
規
範
を
述
べ
る
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
つ
ま
り
真
の
規
範
で
は
な

く
、
た
ん
に
指
示
的
な
命
題
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
「
実
証
主
義
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
た
だ
あ

る
種
の
法
学
を
う
ち
た
て
よ
う
と
す
る
意
思
の
み
が
意
味
さ
れ
、
国

家
に
対
す
る
絶
対
的
な
服
従
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
意
味
さ
れ
る

の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
理
論
は
人
権
の
考
え
方
と
は

真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
お
そ
ら
く
少
な
く
と
も

部
分
的
に
は
、
経
験
的
に
正
確
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
ら
を
実
証

主
義
者
で
あ
る
と
す
る
論
者
の
多
く
が
人
権
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、

ま
た
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
者
は
人
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
好
意
的
な

立
場
を
採
っ
て
さ
え
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

二
　
実
証
主
義
と
人
権
の
両
立

（
U
鋤
層
窪
8
導
誘
息
¢
”
o
ω
早
く
置
鶯
①
簿
鳥
①
ω
曾
○
騨
ω
号

　
一
ゴ
○
諺
B
①
）

　
実
証
主
義
と
人
権
と
の
両
立
は
、
二
種
類
の
場
面
に
お
い
て
生
じ

る
。
一
方
で
、
実
証
主
義
者
の
な
か
で
も
最
重
要
の
論
者
た
ち
が
り

ベ
ラ
ル
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
与
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
な
い
し
、

他
方
で
、
人
権
が
実
定
法
の
一
部
分
を
な
す
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ

は
必
然
的
に
、
実
証
主
義
の
流
れ
に
属
す
る
法
学
の
一
対
象
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。

A
　
相
対
主
義
と
民
主
主
義

　
実
証
主
義
者
が
法
の
内
容
の
如
何
を
問
わ
ず
法
に
対
す
る
無
条
件

の
服
従
を
説
き
回
っ
た
と
す
る
非
難
が
歴
史
的
に
正
し
く
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
実
証
主

義
」
の
語
は
、
と
り
わ
け
そ
の
敵
対
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
も
の

な
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
、
独
裁
体
制
の
信
奉
者
た
ち
は
自
ら
を
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

る
種
の
自
然
法
論
者
と
し
て
い
た
し
、
実
証
主
義
（
も
ち
ろ
ん
第
一

の
意
味
に
お
け
る
）
の
主
要
な
論
者
た
ち
は
、
政
治
的
に
は
民
主
主

義
者
で
あ
り
自
由
主
義
者
で
あ
っ
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
し
か
り
、
ロ
ス
や

951　（74－4－169＞
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ボ
ッ
ビ
オ
、
ま
た
ハ
ー
ト
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

　
ま
さ
に
こ
の
、
実
証
主
義
方
法
論
の
擁
護
者
と
自
由
主
義
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
信
奉
者
と
の
あ
い
だ
に
歴
史
的
連
関
が
存
す
る
と
い
う
こ

と
こ
そ
が
、
あ
る
種
の
困
惑
を
生
じ
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、

純
粋
性
と
い
う
理
想
を
掲
げ
る
論
者
が
、
な
ん
で
あ
れ
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
与
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
一
の
答
え
は
、
実
証
主
義
方
法
論
は
、
学
問
上
の
や
り
方
に
つ

い
て
し
か
基
礎
を
提
供
し
え
な
い
も
の
で
、
実
証
主
義
に
与
す
る
者

の
人
生
全
体
に
対
し
て
そ
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
反
対
に
、
学
問
人
と
し
て
の
態
度
と
市
民

と
し
て
の
態
度
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
へ
と
導
く
。
前
者
は
価
値

論
上
の
中
立
性
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
後
者
は
そ
う
で
は
な
い
。
た
し

か
に
実
証
主
義
者
は
民
主
主
義
や
人
権
と
い
っ
た
価
値
を
、
そ
れ
に

対
立
す
る
専
制
と
い
っ
た
価
値
に
対
し
て
選
択
す
る
よ
う
拘
束
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
を
選
択
す
る
よ
う
導
か

れ
る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
と
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、
学
問
人
と
し

て
は
、
往
時
の
ウ
ィ
ー
ン
群
団
の
多
く
の
論
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
近
代
経
験
論
が
形
而
上
学
　
　
そ
れ
は
保
守
的
な
学
説
の
基

礎
を
な
し
て
い
た
…
一
の
誤
り
を
正
す
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で

き
、
解
放
を
求
め
て
闘
う
大
衆
の
世
界
観
（
ミ
製
ミ
蕊
ら
ぎ
§
鑓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
純
粋
性
の
理
想
は
非
認
知
主
義
的
な
メ
タ
倫
理
学
と
緊

密
な
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
価
値
な
る
も
の

は
客
観
的
な
存
在
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
少
な
く
と

も
認
識
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
価
値
判
断
は
我
々
の
感
情

を
表
現
し
た
も
の
で
し
か
な
く
、
科
学
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
え
な
い

　
　
　
　
　
　
　
レ
　

も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
価
値
は
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で

は
な
く
、
相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
「
い
か
な
る
真
理
も
、
い

か
な
る
価
値
も
（
…
）
他
に
席
を
譲
る
た
め
に
つ
ね
に
準
備
し
て
い

な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
（
…
）
絶
対
的
な
真
理
と
価
値
と
が
、
人
間

の
精
神
に
と
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
す
る
者
は
、
自
身
の
見
解
の

み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
対
立
す
る
他
者
の
見
解
を
も
、
少
な
く
と
も
可

能
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
の
ゆ
え
に
、
民
主
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

思
想
は
相
対
主
義
哲
学
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
」
。

　
こ
の
よ
う
な
相
対
主
義
哲
学
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
そ
れ
が
民
主

主
義
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
権
が
自
然
権
で
あ

り
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
道
徳
的
な
基
礎
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
す
る
人
権
論
と
は
容
易
に
は
両
立
し
な
い
と
の
反
論
が
あ

り
え
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
実
証
主
義
者
は
、
人
権
が

実
定
化
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
実
際
に
多
く
の
憲
法
典
や
国

際
条
約
に
よ
っ
て
実
定
化
さ
れ
て
き
た
以
上
、
今
日
で
は
も
は
や
い
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か
に
そ
れ
を
正
当
化
す
る
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
た
だ
い
か
に

そ
れ
を
保
障
す
る
か
が
問
題
と
な
る
の
み
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
こ

と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
退
け
、
根
拠
の
問
題
を
回
避
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
的
な
問
題
で
は
な
く
、
た
だ
た
ん

に
実
際
上
の
、
そ
し
て
政
治
的
な
問
題
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　

で
あ
る
。
そ
の
原
初
に
お
い
て
は
自
然
権
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の

の
、
実
際
に
は
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
そ
の
他
の
権
利
と

同
様
に
、
人
権
も
ま
た
自
然
権
で
は
な
く
、
そ
れ
が
国
家
…
機
関
に

よ
っ
て
創
造
さ
れ
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
実
定
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

み
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
法
学
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
う
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
法
学
は
価
値
を
認
識
し
記
述
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
定
立
者
が
与
し
て
い
る
価
値
を
表
明
す

る
規
則
を
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
ら
を
実

証
主
義
者
と
す
る
今
日
の
あ
る
論
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
記
述
す
べ

き
規
則
は
、
明
文
化
さ
れ
た
も
の
の
み
な
ら
ず
、
法
シ
ス
テ
ム
全
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

の
う
ち
に
黙
示
的
に
存
在
す
る
不
文
の
諸
原
理
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
価
値
の
保
障
は
、
価
値
を
宣
言
す
る
規
則
や
保
障
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
設
立
す
る
規
定
に
よ
っ
て
の
み
保
障
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
は
法
シ
ス
テ
ム
の
存
在
と
組
織
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
も

保
障
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
法
シ
ス
テ
ム
は
階
統
化
さ
れ

た
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
階
統
性
は
、
そ
れ
自

体
、
い
か
な
る
決
定
も
そ
れ
が
よ
り
上
位
の
規
範
に
適
合
し
て
い
な

け
れ
ば
妥
当
し
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
自
由
を
最
小
限
保
障
す
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
個
別
的
な
決
定
に
従
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
は
間
接
的
に
よ
り
　
般
的
な
規
範
、
と
り
わ
け
法
律
に

従
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
立
憲
主
義
お
よ
び
法
治

国
理
論
の
原
初
に
お
い
て
は
、
政
治
的
自
由
の
定
義
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
法
律
が
一
般
的
で
確
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

れ
ば
、
各
主
体
は
そ
の
行
動
の
結
果
を
予
期
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ラ
ン
ス
入
権
宣
言
第
一
六
条
の
用

語
法
に
お
い
て
、
憲
法
は
権
力
分
立
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
憲
法
と
は
、
臣
民
に
向
け
ら
れ
た
個
別
的
命
令
が
、
つ
ね
に
、

そ
れ
よ
り
以
前
に
存
在
す
る
法
律
の
執
行
と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
を

保
障
す
る
の
に
適
し
た
、
諸
権
限
の
一
定
の
配
分
を
な
す
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
憲
法
の
定
義
が
人
権
宣

言
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
人
の
自
然
権
の
一
つ
が
、

実
定
法
秩
序
の
存
す
る
社
会
に
お
い
て
生
き
る
権
利
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
　
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
に
お
い
て
表

明
さ
れ
て
い
る
権
利
の
い
く
つ
か
は
、
こ
の
よ
う
な
、
諸
決
定
が
法

律
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
同
一
の
考
え
方
を
い

く
つ
か
の
形
態
で
定
式
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
す
で

に
述
べ
た
権
力
分
立
の
原
理
が
そ
う
で
あ
る
し
、
法
律
不
遡
及
の
原
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理
も
そ
う
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
、
自
由
の
限
界
は
法
律
に
よ
っ
て
し

か
定
め
ら
れ
え
な
い
と
い
う
原
理
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
社
会
に
お

け
る
人
権
が
法
律
に
し
か
服
従
し
な
い
こ
と
と
し
て
定
義
さ
れ
る
限

り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
階
統
化
さ
れ
た
法
秩
序
の
存
在
そ
の
も
の
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
お
よ
そ
国
家
は
法
治
国
で
あ
る
と
い
う
ケ
ル
ゼ
ン
の
有
名
な
謂
い

も
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
み

た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
国
家
と
法
と
を
区
別
す
る
こ
と
を
拒
否
し

た
。
両
者
は
単
一
の
、
そ
し
て
同
一
の
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
国
家
が
法
に
従
属
し
う
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
想
定
し

よ
う
と
す
る
こ
と
は
ば
か
げ
た
こ
と
と
な
る
。
反
対
に
、
国
家
と
法

の
単
一
性
は
、
国
家
と
い
う
社
会
に
お
い
て
は
、
権
力
は
法
と
い
う

形
式
を
と
っ
て
行
使
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
権

力
が
そ
こ
で
生
活
す
る
者
に
対
し
て
最
小
限
の
安
全
を
保
障
す
る
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
人
権
は
、
実
証
主
義
者
が
民
主
政
と
の
関
係
に
お
い
て
構

想
し
う
る
機
能
的
連
関
か
ら
も
帰
結
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え

ぼ
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
は
、
民
主
政
は
、
絶
対
的
価
値
が
存
在
し

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
人
々
が
自
分
自
身
の
価
値
観
に
合
致
す
る
規

範
に
適
合
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
シ
ス

テ
ム
と
し
て
、
つ
ま
り
、
自
律
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
定
義
さ
れ
る
。

し
か
し
自
律
の
原
理
は
、
全
員
一
致
制
が
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
か

ら
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
が
た
だ
一
人
の
者
に
他

の
全
員
に
対
抗
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う

理
由
に
よ
っ
て
、
多
数
決
原
理
へ
と
変
容
す
る
。
最
高
段
階
の
自
律

は
、
諸
決
定
が
多
数
決
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
段
階
な
の
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
「
多
数
決
原
理
は
決
し
て
多
数
派
の
専
制
に
等
し

い
も
の
で
は
な
い
」
。
そ
れ
は
少
数
派
が
存
在
す
る
権
利
、
そ
れ
ぞ

れ
の
市
民
が
一
般
的
な
規
則
の
定
立
に
参
加
す
る
権
利
を
前
提
と
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
「
世
論
が
精
神
的
自
由
、
言
論
・
出
版
の
自
由
、

お
よ
び
信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
の
み
表
明
さ
れ

う
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
民
主
政
は
政
治
的
自
由
主
義
と

　
　
　
　
　
　

符
合
す
る
」
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
民
主
政
理
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
人

権
を
保
障
す
る
た
め
に
よ
り
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
信
念
に

よ
り
正
当
化
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
お
い
て
は
、
人
権

は
純
粋
に
功
利
主
義
的
な
観
点
に
よ
っ
て
し
か
正
当
化
さ
れ
な
い
も

の
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
民
主
政
が
機
能
す
る
こ
と
を
確
実
に
す
る

た
め
に
、
人
権
を
保
障
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
と
。
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B

法
学
の
対
象
と
し
て
の
入
権

　
実
証
主
義
は
、
次
の
よ
う
な
、
少
な
く
と
も
三
種
類
の
理
由
に
よ

り
、
人
権
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
第
一
に
、
実
証
主
義
者
が
実
定
法
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
記
述
を
た
ん
に
一
定
の
規
範
が
生
成
さ
れ
た
こ
と
を
確

認
す
る
だ
け
に
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
規
範
を
記
述
す
る
こ

と
は
、
そ
の
規
範
が
命
じ
る
こ
と
を
示
さ
ず
に
は
な
し
え
な
い
。
ゆ

え
に
実
定
法
の
記
述
は
、
必
然
的
に
、
規
範
の
内
容
の
記
述
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
法
実
証
主
義
は
と
き
と
し
て
過
剰
な
形
式
主
義
に
至

る
と
非
難
さ
れ
て
き
た
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
前
半
の

実
証
主
義
者
が
確
立
し
た
構
想
に
よ
れ
ば
、
法
の
一
般
理
論
と
は
、

あ
ら
ゆ
る
実
定
法
に
共
通
す
る
性
質
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ら
は
本
質
的
に
形
式
的
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
が
ど
う
で
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
批

判
は
法
の
一
般
理
論
に
対
し
て
し
か
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、

実
証
主
義
の
方
法
論
を
モ
デ
ル
と
し
て
構
想
さ
れ
た
法
学
に
対
し
て

あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
法
学
は
、
そ
の
対
象
に

よ
っ
て
、
法
の
一
般
理
論
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
実

証
主
義
法
学
は
、
た
だ
実
定
法
の
み
に
関
わ
る
と
い
う
意
味
で
一
般

性
の
レ
ベ
ル
が
一
段
低
い
も
の
な
の
で
あ
り
、
実
定
法
の
内
容
を
記

述
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
実
定
法
が
人
権

に
関
す
る
多
く
の
規
範
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
規
範
を
記
述
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
法
秩
序
の
段
階
構
造
に

お
い
て
占
め
る
位
置
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
そ
の
内
容

を
記
述
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
規
範
が
与
え
て

い
る
権
利
や
、
そ
の
対
象
と
す
る
主
体
、
ま
た
そ
れ
を
保
障
す
る
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
、
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
公
権
力
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
も
の
は
規
範
で
は
な
く
、

テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
昧
こ
そ
が
規
範
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
お
よ
そ
テ
ク
ス
ト
は
多
様
な
意
味
を
も
ち
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
テ
ク

ス
ト
は
多
様
な
規
範
を
含
み
う
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
実
定

法
を
記
述
す
る
こ
と
は
、
あ
る
一
つ
の
意
味
が
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て

与
え
ら
れ
た
理
由
付
け
を
記
述
す
る
こ
と
と
な
り
、
あ
る
い
は
、
言

い
か
え
れ
ば
、
一
つ
の
規
範
の
存
在
が
確
定
さ
れ
正
当
化
さ
れ
た
理

由
付
け
を
記
述
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
付
け
も
ま
た
、

裁
判
官
が
諸
原
則
を
、
つ
ま
り
不
文
の
規
範
を
導
出
し
た
と
主
張
す

る
理
由
付
け
と
と
も
に
、
法
学
の
対
象
の
一
部
分
を
な
す
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
理
由
付
け
の
前
提
の
一
つ
と
し
て
、
解
釈
者
が
人
権
の
性

質
に
つ
い
て
も
つ
考
え
方
が
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
あ
る
裁
判
官
が
自

然
法
論
に
与
し
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
は
そ
の
本
質
上
人
権
を
持
つ

と
い
う
考
え
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
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な
信
条
は
、
も
ち
ろ
ん
人
権
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
彼
の

や
り
方
に
影
響
を
持
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
テ
ク
ス

ト
は
そ
れ
ら
を
定
立
し
た
者
の
意
思
を
表
す
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

た
ん
な
る
確
認
的
宣
言
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
の
解
釈
は
、
テ
ク
ス
ト
定
立

者
の
意
図
を
発
見
す
る
こ
と
で
は
な
く
　
　
そ
れ
は
ま
っ
た
く
ど
う

で
も
よ
い
こ
と
と
な
る
　
　
、
権
利
を
強
制
す
る
こ
と
一
そ
し
て

そ
の
内
容
は
テ
ク
ス
ト
定
立
者
の
意
図
か
ら
も
、
そ
れ
が
表
明
さ
れ

て
い
る
形
式
か
ら
も
独
立
し
た
も
の
と
な
る
　
　
を
目
指
す
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
解
釈
者
は
彼
自
身
と
し
て
は
自
然
法
論
に

与
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
テ
ク
ス
ト
の
定
立
者
が
そ
れ
に
与
し
て

い
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、

人
権
宣
言
を
適
用
す
る
今
日
の
憲
法
裁
判
官
は
、
そ
の
定
立
者
の
意

図
に
従
っ
て
い
る
と
自
称
し
、
か
つ
、
一
七
八
九
年
の
人
々
が
既
に

存
在
す
る
権
利
を
確
認
的
に
宣
言
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
信
じ
て

い
た
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
彼
ら
は
新
た
に
権
利
を
創
設

す
る
の
だ
と
い
う
意
識
を
有
し
て
い
た
と
考
え
る
か
に
応
じ
て
、
人

権
宣
言
の
解
釈
を
異
な
っ
た
も
の
と
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
実
証

主
義
者
は
、
裁
判
官
の
行
動
を
記
述
し
、
ま
た
今
日
の
実
定
法
を
記

述
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
官
の
前
提
と
す
る
と
こ
ろ

を
す
べ
て
、
す
な
わ
ち
、
彼
自
身
の
信
条
や
、
彼
が
適
用
す
る
テ
ク

ス
ト
の
定
立
者
の
信
条
と
し
て
彼
が
考
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
す
べ

て
、
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
た
ん
に
裁
判
官
の
権
力
の
実
態
を
隠
蔽
す
る
た
め
の
正
当

化
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
彼
が
自
由
に

テ
ク
ス
ト
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
気
ま
ま
に
、
人
権

に
適
合
す
る
も
し
く
は
違
背
す
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
法
律
を
合
憲

ま
た
は
違
憲
と
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
決
定
を
何
で
あ
れ
特

定
の
解
釈
に
基
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
と
。
こ
の
よ

う
な
主
張
は
正
鵠
を
射
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
裁
判
官
の
理

由
付
け
を
検
討
す
る
こ
と
を
疎
か
に
す
る
こ
と
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
裁
判
官
の
権
力
の
度
合
い

は
、
一
般
的
な
規
則
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
事
前
に
人
々
の
行

動
を
決
定
す
る
能
力
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
能
力
は
、
判
例
の
一

貫
性
と
安
定
性
と
に
完
全
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
事
後
的
な
正
当
化
で
さ
え
も
、
裁
判
官
自
身
に
と
っ
て
は
、

少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
後
の
自
分
た
ち
の
決
定
の
内
容
を
規
定
す

る
制
約
と
な
る
の
で
あ
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
軍
事
独
裁
に
お
け
る

最
悪
の
時
期
に
お
い
て
さ
え
、
裁
判
所
は
人
権
に
依
拠
し
た
議
論
に

従
わ
ざ
る
を
え
ず
、
一
定
の
場
合
に
は
人
権
侵
害
を
理
由
と
し
て
、

拘
束
さ
れ
て
い
た
人
々
を
解
放
す
る
こ
と
を
命
じ
た
、
と
い
う
こ
と
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は
き
わ
め
て
意
味
深
長
で
あ
る
。
実
証
主
義
が
実
定
法
を
記
述
し
よ

う
と
し
、
ま
た
国
家
…
機
関
に
よ
っ
て
実
効
的
に
定
立
さ
れ
適
用
さ
れ

て
い
る
法
と
し
て
実
定
法
を
定
義
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
人
権

を
そ
の
対
象
と
し
て
扱
う
こ
と
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。　

最
後
に
、
言
明
と
そ
れ
を
解
釈
す
る
者
の
理
由
付
け
と
は
、
概
念

を
利
用
す
る
。
そ
し
て
概
念
は
複
数
の
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
共
通

す
る
も
の
で
あ
り
う
る
。
契
約
の
成
立
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
国
に
よ

り
異
な
り
う
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
実
定
法
も
契
約

の
概
念
を
持
た
ぬ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
実
証
主

義
の
流
れ
に
属
す
る
法
の
一
般
理
論
は
起
源
に
関
す
る
形
式
主
義
を

免
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
概
念
を
記
述
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

対
象
と
し
て
法
の
実
質
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

伝
統
的
な
法
哲
学
が
契
約
や
所
有
権
、
家
族
や
権
利
と
い
っ
た
も
の

を
扱
う
と
き
に
対
象
と
し
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
な

に
よ
り
も
ま
ず
道
徳
的
観
点
か
ら
そ
れ
ら
が
扱
わ
れ
て
い
た
。
た
と

え
ば
、
所
有
権
や
権
利
と
い
っ
た
術
語
が
何
を
意
味
す
る
の
か
が
検

討
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
所
有
権
や
権
利
の
性
質
が
探
求
さ
れ
、
そ

の
倫
理
的
な
基
礎
が
探
究
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
実
証
主
義
の
流
れ

に
属
す
る
法
の
一
般
理
論
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、
概
念
の
意
味
の
記

述
、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
条
件
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
概
念
が
法
言
説

で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
記
述
す
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
法
の
一
般
理
論
は
、
一
般
性
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
よ
り
高
い
段

階
に
あ
る
言
明
の
内
容
を
扱
い
な
が
ら
も
、
法
哲
学
の
命
令
的
性
格

や
本
質
主
義
を
同
時
に
免
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
法
言
説
を
構
成
す
る
言
明
の
な
か
に
人
権
に
関
す
る
そ
れ

が
存
在
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
ず
も
っ
て
憲
法
テ
ク
ス

ト
、
固
有
の
意
味
の
憲
法
が
そ
う
で
あ
る
し
、
ま
た
憲
法
前
文
や
人

権
宣
言
や
国
際
条
約
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
決
定

　
　
と
り
わ
け
裁
判
所
の
判
決
1
－
i
を
正
当
化
す
る
た
め
に
国
家
…
機

関
　
　
　
と
り
わ
け
裁
判
所
　
　
　
が
用
い
る
も
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ

れ
ら
各
種
の
テ
ク
ス
ト
や
さ
ら
に
は
不
文
の
原
則
に
依
拠
す
る
と
こ

ろ
の
も
の
も
ま
た
そ
う
な
の
で
あ
る
。
権
利
と
い
う
一
般
的
な
概
念

も
、
人
権
と
い
う
個
別
的
な
概
念
も
、
し
た
が
っ
て
、
法
言
説
を
記

述
し
よ
う
と
す
る
法
の
一
般
理
論
の
対
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
他
の
概
念
、
た
と
え
ば
「
権
力
」
や
「
義

務
」
あ
る
い
は
「
許
可
」
と
い
っ
た
概
念
と
の
あ
い
だ
に
有
す
る
関

係
に
つ
い
て
の
分
析
の
対
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
実
証
主
義
者
は
は
た
し
て
人
権
の
存
在
を
認
め
る
の

か
ど
う
か
と
い
う
問
い
は
、
明
確
に
肯
定
の
回
答
を
求
め
る
も
の
と

な
る
。
人
権
は
、
国
家
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
実
定
法
か

ら
独
立
し
た
も
の
で
も
な
い
。
普
遍
的
な
も
の
で
も
、
絶
対
的
な
も
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の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
人
権
と
い
う
概
念
が
、
権
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を
配
分
す
る

た
め
、
あ
る
い
は
義
務
を
課
す
た
め
の
特
有
の
技
術
と
し
て
、
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
権
限
配
分
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
、
法
言
説
に
お

い
て
用
い
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
存
在
す
る
も
の
な
の
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あ
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。
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