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パ
シ
ュ
カ
1

ニ
ス
法
理
論
批
判

O

柳

春

生

は
　
　
し
　
　
が
　
　
き

　
ソ
ヴ
ェ
ト
法
学
界
は
ソ
同
盟
共
産
党
第
二
〇
回
大
会
以
来
「
批
判
と
自
己
批
判
」
を
つ
う
じ
て
法
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
考
察

の
理
論
水
準
の
向
上
を
示
す
諸
労
作
を
発
表
し
て
き
た
が
、
そ
の
諸
成
果
を
「
ソ
ブ
ェ
ト
法
学
の
四
〇
年
の
発
展
」
　
（
「
ソ
ヴ
ェ
ー
国
家

と
法
」
誌
、
一
九
五
七
年
十
一
号
、
イ
・
ヴ
ェ
。
パ
ヴ
ロ
フ
執
筆
）
に
結
晶
せ
し
め
た
。
そ
し
て
、
い
ま
開
催
中
の
第
二
一
回
党
大
会
を

つ
う
じ
て
、
今
後
の
い
っ
そ
う
の
理
論
的
前
進
が
期
待
さ
へ
れ
る
。

　
私
は
、
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ
f
法
狸
論
の
研
究
を
つ
う
じ
て
法
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
把
握
を
学
ん
で
き
た
が
、
そ
し
て
い
ま
、
法
に
か
ん
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
マ
ル
ク
ス
の
理
論
を
「
資
本
論
」
に
お
け
る
論
理
の
研
究
を
つ
う
じ
て
把
握
せ
ん
と
試
み
て
い
る
が
、
こ
の
小
論
文
は
、
か
か
る
研
究

を
つ
う
じ
て
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
「
法
の
一
般
理
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
」
に
お
け
る
肯
定
的
側
而
と
誤
れ
る
・
否
定
的
七
隈
と
を
き
び
し
く

分
析
し
、
彼
の
業
績
を
正
し
く
評
価
せ
ん
と
す
る
試
み
の
一
端
で
あ
る
。

（
一
）

説
科
学
は
そ
の
対
象
に
か
ん
す
る
内
的
・
必
然
的
・
普
遍
的
蓬
関
す
な
わ
ち
霞
斎
聾
し
・
そ
れ
に
よ
っ
て
・
社
会
を
変
革
す
る

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
）

　
　
階
級
に
実
践
的
指
針
を
あ
た
え
る
こ
と
を
み
つ
か
ら
の
任
務
と
す
る
。
科
学
的
思
惟
は
、
対
象
の
も
つ
個
々
の
側
面
の
規
定
を
つ
う
じ
て
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傍

説

そ
の
内
的
連
関
を
追
跡
し
、
こ
れ
ら
の
連
関
の
総
体
を
概
念
。
範
疇
・
命
題
の
形
式
を
も
っ
て
綜
合
的
に
、
全
面
的
に
再
現
・
把
握
す
る

と
き
に
、
対
象
に
か
ん
す
る
真
の
認
識
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
す
べ
て
の
科
学
的
認
識
は
、
ま
つ
、
な
に
か
ら
始
む
べ
き
か
、
と
い
う
始
原
。
端
著
の
問
題
に
当
面
す
る
の
を
常
と
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
　
「
論
理
の
科
学
」
の
な
か
で
、
　
「
学
は
何
を
そ
の
始
原
と
な
す
べ
き
か
」
と
問
題
を
提
起
し
、
論
理
学
は
、
単
純
。
直
接
的
、
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

媒
介
的
な
存
在
、
す
な
わ
ち
純
粋
有
を
出
発
点
と
す
べ
き
で
あ
る
と
解
答
し
た
。
　
「
始
り
は
何
物
を
も
前
提
せ
ず
、
何
物
に
も
媒
介
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ず
、
か
つ
如
何
な
る
根
拠
を
も
も
た
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
始
ま
り
は
あ
る
直
接
的
存
在
、
否
直
接
そ
の

ヘ
　
　
　
へ

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
他
者
に
関
係
し
て
あ
る
規
定
を
も
つ
こ
と
も
、
ま
た
自
己
の
う
ち
に
あ
る
規
定
。
あ
る
内
容
を
包
含

す
る
こ
と
も
許
さ
れ
ぬ
。
何
故
な
ら
、
規
定
は
、
異
な
る
存
在
問
の
区
別
で
あ
り
、
関
係
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
つ
の
媒
介
に
他
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
提
起
し
た
否
定
の
媒
介
に
よ
る
発
展
の
論
理
を
資
本
主
義
社
会
の
経
済
構
造
の
全
而
的
な
分
析

に
適
用
し
た
。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
的
な
そ
れ
と
は
本
質
的
に
こ
と
な
る
唯
物
論
的
な
弁
証
法
と
な
っ

た
。
彼
は
「
資
本
論
第
二
版
へ
の
後
書
き
」
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
私
の
弁
証
法
的
方
法
は
、
へ
ー
グ
ル
の
そ
れ
と
は
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
の
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
へ
ー

グ
ル
に
と
っ
て
は
、
彼
が
理
念
と
名
称
を
附
し
て
一
の
自
主
的
主
体
に
転
化
さ
え
し
た
思
惟
過
程
が
、
そ
れ
の
外
的
現
象
た
る
に
す
ぎ
ぬ

現
実
的
な
も
の
の
創
造
者
，
で
あ
る
。
私
に
あ
っ
て
は
反
対
に
、
観
念
的
な
も
の
は
、
人
間
の
頭
の
中
で
転
化
さ
れ
醗
訳
さ
れ
た
物
質
的
な

も
の
に
他
な
ら
な
い
。
…
…
…
…
弁
証
法
は
、
へ
～
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
逆
立
ち
し
て
い
る
。
ひ
と
は
、
合
理
的
核
心
を
神
秘
的
外
被
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
に
発
見
す
る
た
め
に
は
、
へ
ー
グ
ル
の
弁
証
法
を
ひ
つ
く
り
か
え
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
マ
ル
ク
ス
は
、
自
己
の
弁
証
法
の
性
格
を
具
体
的
に
、
実
践
的
に
表
現
す
る
。

25　（2－40420）　520



　
　
　
「
そ
の
合
理
的
な
姿
態
で
は
、
弁
証
法
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
お
よ
び
そ
の
理
論
的
代
弁
者
た
ち
に
と
り
、
一
の
痛
憤
事
で
あ
り
、
｝

　
　
．
つ
の
恐
怖
物
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
は
、
か
か
る
弁
証
法
は
、
現
存
す
る
も
の
の
肯
定
的
理
解
の
う
ち
に
、
同
時
に
ま
た
、
そ
れ
の
否
定

　
　
の
・
そ
の
必
然
的
な
崩
壊
の
。
理
解
を
も
含
み
、
ど
の
生
成
せ
る
形
態
を
も
運
動
の
流
れ
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ
の
無
常
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し

　
　
な
側
而
か
ら
理
解
し
、
何
も
の
に
よ
っ
て
も
畏
伏
せ
し
め
ら
れ
ず
、
そ
の
本
質
上
、
批
判
的
か
っ
革
命
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

　
　
　
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
唯
物
的
弁
証
法
の
方
法
を
資
本
制
生
産
様
式
の
分
析
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
制
経
済
構
造
を
つ
ら
ぬ

　
　
く
客
観
法
則
を
発
見
し
た
。
「
資
本
論
第
一
版
へ
の
序
言
」
に
曰
く
、
「
百
代
社
会
の
経
済
的
運
動
法
則
を
暴
露
す
る
こ
と
が
、
跨
下
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
最
後
の
窮
極
目
的
で
あ
る
：
：
．
．
」
と
。
し
か
し
こ
の
法
則
は
、
資
本
制
生
産
様
式
が
も
つ
矛
盾
の
法
則
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
　
「
資
本

　
　
制
生
産
様
式
の
運
動
諸
法
則
は
、
同
時
に
、
そ
の
滅
亡
の
諸
法
則
で
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
法
則
は
、
自
動
的
に
、
す
な
わ
ち
生
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
た
人
々
の
傍
ら
で
、
ま
た
彼
等
の
手
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
で
、
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
手
で
、
階
級
闘

　
　
争
に
よ
っ
て
、
　
『
た
え
ず
膨
脹
し
つ
つ
あ
る
、
そ
し
て
資
本
制
生
産
過
程
そ
の
も
の
の
機
構
に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
結
合
さ
れ
組
織
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
し

　
　
る
、
労
働
者
階
級
の
叛
逆
』
に
よ
っ
て
、
遂
行
さ
れ
る
。
」

　
　
　
マ
ル
ク
ス
は
、
　
「
，
資
本
論
」
に
お
い
て
、
生
産
手
段
の
私
的
所
有
と
社
会
的
分
業
に
立
脚
す
る
資
本
主
義
の
止
揚
と
人
に
よ
る
入
の
搾

　
　
取
を
完
全
に
廃
棄
す
る
共
産
主
義
の
必
然
性
と
を
真
に
科
学
的
に
立
証
し
た
。

　
　
　
彼
は
、
資
本
制
生
産
様
式
の
分
析
を
開
始
す
る
に
際
し
て
、
抽
象
的
な
も
の
か
ら
出
発
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
と
反
対
に
、
も
っ
と
も
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
的
な
範
疇
た
る
商
品
の
分
析
を
も
っ
て
端
著
と
し
た
。
そ
れ
は
な
に
ゆ
え
か
。
マ
ル
ク
ス
は
「
資
本
論
」
第
五
】
章
に
て
つ
ぎ
の
よ
う
に

　
　
述
べ
て
い
る
。

説　
　
　
「
資
本
制
生
産
様
式
ほ
そ
の
諸
生
産
物
・
を
商
島
と
し
て
生
産
す
る
。
商
品
を
生
産
す
る
こ
と
は
、
資
本
制
生
産
様
式
を
他
の
生
産
様
式

論　
　
か
ら
区
別
づ
け
る
も
め
で
な
い
。
と
ほ
い
・
え
、
商
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
は
、
資
本
制
生
産
様
式
の
生
産
物
の
支
配
的
で
規
定
的
な
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払百ll臼． 説

性
格
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
し
あ
た
り
、
労
働
者
そ
の
も
の
は
た
だ
商
品
販
売
者
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
自
由
な
賃
労
働
者
と
し
て
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
（

場
し
、
か
く
し
て
労
働
は
総
じ
て
賃
労
働
と
し
て
登
場
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
含
む
。
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
資
本
制
生
産
様
式
の
も
と
で
は
、
労
働
の
生
産
物
ば
か
り
で
な
く
、
労
働
力
そ
の
も
の
さ
え
も
商
品
と
な
る
、
だ
か
ら
商
品
形
態
は
、

資
本
制
生
産
様
式
の
も
と
で
最
高
の
発
展
を
と
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
で
さ
え
、
諸
生
産
関
係
を
構
成
す
る
経
済
的
諸
範
疇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
代
表
者
た
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
「
こ
こ
で
諸
人
格
が
問
題
と
な
る
の
は
、
た
だ
彼
等
が
経
済
的
諸
範
疇
の
人
格
化
で
あ
り
、
一
定
の
階
級

へ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
関
係
お
よ
び
利
害
関
係
の
担
い
手
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
」

　
マ
ル
ク
ス
は
、
か
か
る
理
由
か
ら
し
て
、
　
「
資
本
論
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
　
「
資
本
制
生
産
様
式
が
支
配
的
に
行
わ
れ
る
諸
社
会
の
富

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
一
の
『
老
大
な
商
品
集
書
』
と
し
て
現
象
し
、
個
々
の
商
品
は
か
か
る
富
の
原
基
形
態
と
し
て
現
象
す
る
。
だ
か
ら
、
我
々
の
研
究
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
）

商
品
の
分
析
を
も
っ
て
始
ま
る
。
」
と
書
い
た
。

　
始
原
、
端
物
の
問
題
に
か
ん
す
る
過
去
の
偉
大
な
思
想
家
の
思
惟
の
跡
を
追
求
し
た
が
、
し
か
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
思
惟
方
法
は
社
会

の
上
部
構
造
の
一
つ
で
あ
る
法
の
領
域
の
研
究
に
い
か
に
適
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
こ
の
場
合
に
も
ま
た
、
先
行
す
る
研
究
家

の
思
考
を
跡
づ
け
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
一
）
　
ζ
・
閑
o
N
①
昌
鼠
㌍
＜
o
隅
。
ω
図
U
四
域
①
屏
江
臨
く
《
〆
隠
里
一
巴
Φ
》
竃
⇔
葺
ω
鋤
・
お
α
α
．
ρ
N
①
1
南
N
●
邦
訳
、
二
七
頁
。
マ
ル
ク
ス
は
、
、

　
　
の
な
か
で
、
法
則
を
『
二
つ
の
事
柄
の
あ
い
だ
の
内
的
で
必
然
的
な
連
関
』
と
規
定
し
て
い
る
。
　
（
扁
虻
讐
雷
r
目
・
o
D
・
浮
ω
・
）

（
二
）
　
柳
「
社
会
科
学
の
任
務
」
　
（
九
大
新
聞
、
一
九
五
四
・
四
・

（
三
）
　
出
①
σ
q
①
♂
≦
一
。
。
m
①
づ
ω
o
ゴ
9
。
津
◎
巽
い
。
σ
q
篤
．
日
9
二
．
ω
・
c
o
や

（
四
）
　
ζ
Ω
ρ
H
メ
区
曽
且
β
ド
ω
●
ミ
ー
ム
。
。
●

（
五
）
　
ぎ
こ
．
ω
・
窃
．

二
五
）
、
海
道
進
「
社
会
主
義
企
業
経
済
学
研
究
」
、
五
三
頁
参
照
。

鈴
木
訳
、
八
一
頁
。

「
資
本
論
」
」
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（
六
）

（
七
）

（
八
）

（
九
）

（
一
〇
）

一
げ
置
・
Q
o
●
下
l
c
Q
●

一
三
傷
．
ω
・
ρ
（
「
M
・
E
・
」
研
究
所
序
文
」
）

ヨ
乙
．
目
●
ω
・
O
ω
①
●

一
げ
ご
・
ω
・
c
。
・
（
第
一
版
へ
の
序
文
L
）

一
げ
置
・
ω
．
ω
⑩
．

（
二
）

　
　
　
エ
・
べ
・
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
は
、
そ
の
著
「
法
の
一
般
理
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
」
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
方
法
を
適
用
し
て
法
理
論

　
を
構
成
せ
ん
と
試
み
た
。
彼
は
マ
ル
ク
ス
の
方
法
の
特
質
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
評
価
し
、
こ
れ
を
法
の
考
察
に
適
用
す
る
。

　
　
　
「
周
知
の
よ
う
に
、
　
マ
ル
ク
ス
は
彼
の
研
究
を
経
済
｝
般
に
か
ん
す
る
高
察
か
ら
始
め
な
い
で
、
商
品
及
び
価
値
の
分
析
か
ら
始
め

　
　
窄
」
O
　
　
●
●
●
●
：
●
．
・

　
　
泳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
　
類
推
的
な
考
察
は
、
全
く
法
の
一
般
理
論
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
　
「
社
会
に
お
い
て
生
産
す
る
人
一
そ
こ
に
、
経
済
学
の

　
　
理
論
が
発
生
す
る
前
提
が
あ
る
。
法
の
一
般
理
論
が
基
本
的
な
規
定
と
関
係
す
る
か
ぎ
り
は
、
こ
れ
と
同
｝
の
前
提
か
ら
出
発
し
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
　
ば
な
ら
な
い
。
」

　
　
　
彼
の
か
か
る
視
点
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
に
お
い
て
全
く
正
し
い
。
勿
論
、
彼
の
方
法
全
体
の
う
ち
に
は
批
判
す
べ
き
多
く
の
も

　
　
の
を
も
ゾ
ノ
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
の
こ
と
に
よ
？
て
彼
の
こ
の
書
の
意
義
が
没
価
値
的
と
ま
で
批
判
。
非
難
さ
れ
る
理
由
は
存
し
な
い
。

説
法
の
基
礎
理
論
を
正
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
法
を
も
っ
て
構
成
建
設
す
る
こ
と
は
、
シ
ヴ
ェ
毒
力
確
立
後
に
お
け
る
ソ
ヴ
干
小

論　
　
会
主
義
法
学
の
当
面
す
る
要
請
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
　
「
法
の
一
般
理
論
」
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
に
か
ん
す
る
視
点
の

25　（2一・4●423）　523



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ

　
　
確
立
に
と
ど
ま
ら
ず
、
窮
極
に
お
い
て
、
社
会
主
義
法
理
論
の
確
立
を
展
望
・
志
向
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
勿
論
、
パ
シ

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
　
ユ
カ
ー
ニ
ス
は
、
社
会
主
義
の
も
と
に
お
け
る
法
の
発
展
の
否
定
と
い
う
結
論
に
到
達
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
批

論　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
判
さ
れ
、
か
つ
み
つ
か
ら
も
自
己
批
判
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
彼
の
方
法
上
の
形
式
主
義
的
欠
陥
に
も
と
つ
く
致
命
的
な
誤
り
を
暴
露
し

　
　
た
と
は
い
え
、
し
か
し
、
彼
の
主
観
的
な
意
図
に
お
い
て
は
、
当
時
の
法
学
界
の
切
実
な
要
求
に
答
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は

　
　
こ
の
書
の
「
ド
イ
ツ
版
へ
の
序
文
」
の
な
か
で
っ
き
の
よ
う
に
か
い
て
い
る
。

　
　
　
「
土
弄
産
主
義
ア
ヵ
デ
ミ
の
法
学
H
及
び
国
家
学
部
は
市
民
的
法
学
の
形
而
上
学
的
形
式
1
1
論
理
的
或
は
高
々
歴
史
的
1
1
漸
進
主
義
的
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
法
に
対
し
て
法
学
に
お
け
る
革
命
的
な
弁
証
法
的
な
か
つ
唯
物
論
的
な
方
法
を
完
成
す
る
こ
の
課
題
を
担
当
し
て
い
る
。
」

　
　
　
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
は
、
正
し
く
も
史
的
唯
物
論
に
し
た
が
っ
て
、
法
を
社
会
の
発
展
の
産
物
と
み
た
。
　
「
法
的
関
係
は
、
：
：
・
．
社
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
発
展
の
産
物
と
し
て
出
現
す
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
ン
ラ
イ
ト
ウ
キ
ド
ゴ
グ

　
　
　
そ
こ
で
、
彼
は
法
を
考
察
す
る
視
点
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
が
、
　
「
経
済
学
批
判
へ
の
　
序
　
説
　
」
の
な
か
で
経
済
学
の
方
法
に
つ

　
　
い
て
述
べ
て
い
る
つ
ぎ
の
命
題
を
論
拠
と
す
る
。

　
　
　
コ
般
に
す
べ
て
の
歴
史
的
、
社
会
的
科
学
の
照
合
と
お
な
じ
よ
う
に
、
経
済
学
的
諸
範
疇
の
あ
ゆ
み
の
場
合
に
も
、
つ
ぎ
の
こ
と
が

　
　
つ
ね
に
銘
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
実
に
お
け
る
と
お
な
じ
く
、
頭
脳
に
お
い
て
も
、
主
体
が
、
こ
こ
で
は
近
代
ブ

　
　
ル
ジ
ョ
ア
社
会
が
、
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
だ
か
ら
諸
範
疇
は
、
こ
の
一
定
の
社
会
の
・
こ
の
主
体
の
。
定
在
諸
形
態
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
実
存
諸
規
定
を
、
し
ば
し
ば
た
だ
そ
の
個
別
的
二
二
而
だ
け
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
、
だ
か
ら
経
済
学
も
ま
た
、
科
学
的
に
は
、
近
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
が
、
こ
う
い
う
社
会
と
し
て
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
じ
め
て
は
じ
ま
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
（
五
）

　
　
る
。
」

　
　
　
彼
は
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
命
題
か
ら
法
の
実
存
形
態
に
つ
い
て
っ
ぎ
の
結
論
を
抽
き
出
す
。
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■

　
　
　
「
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
経
済
的
範
疇
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
、
全
く
法
範
疇
に
適
用
せ
ら
れ
る
。
鶴
野
瞬
は
、
そ
の
外
尉
的
一
般
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
に
お
い
て
、
一
定
の
歴
史
的
主
体
の
ー
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
・
商
品
生
産
社
会
の
実
在
の
個
々
の
側
而
を
現
実
の
う
ち
に
表
現
す
る
。
」

　
　
通
常
市
民
社
会
（
じ
d
g
㈹
①
≡
。
冨
O
①
ω
①
＝
ω
9
鋤
津
）
と
称
す
る
と
こ
ろ
の
資
本
制
生
産
様
式
の
支
配
す
る
社
会
が
、
一
定
の
発
展
せ
る

　
生
産
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
生
産
諸
関
係
の
総
和
と
こ
れ
を
土
台
と
し
か
っ
こ
の
土
台
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
か
つ
そ
の
上
部
構
造
を
形

　
成
す
る
広
義
の
意
識
形
態
の
総
体
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
上
部
構
造
の
一
形
態
と
し
て
法
形
態
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
、
か
っ
土
台
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
オ
ア
ヴ
ォ
ル
ト

　
対
し
て
上
部
構
造
は
照
応
関
係
に
た
つ
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
「
経
済
学
批
判
序
　
言
」
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
下
部
構
造

　
と
上
部
構
造
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
相
対
的
な
発
展
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
相
均
衡
し
え
な
い
こ
と
を
、
マ
ル
ク
ス
は
法
関
係
に
つ
い
て
つ
ぎ

　
　
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
こ
こ
で
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
真
に
困
難
な
点
は
、
と
の
よ
う
に
し
て
生
産
諸
関
係
は
法
関
係
と
し
て
不
均
等
な
発
展
を
と
げ
る

　
　
か
・
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
ロ
ー
マ
私
法
（
刑
法
と
公
法
と
に
は
こ
う
い
う
場
合
が
す
く
な
い
）
の
近
代
的
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　

　
産
に
だ
い
す
る
関
係
。
」

　
　
　
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
は
、
マ
ル
ク
ス
に
し
た
が
っ
て
法
の
領
域
を
社
会
の
上
蔀
構
造
に
帰
属
せ
し
め
、
か
つ
下
部
構
造
と
し
て
の
経
済
関

　
　
係
と
の
関
連
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
見
解
を
の
べ
る
。

　
　
　
「
法
的
概
念
の
論
理
は
商
品
生
産
社
会
の
社
会
関
係
の
論
理
と
対
応
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
ま
つ
「
だ
く
明
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
く

　
　
に
こ
の
社
会
の
う
ち
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
こ
の
関
係
の
う
ち
に
お
い
て
、
私
法
の
体
系
の
根
底
を
探
究
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
官
憲
の
決

　
定
の
う
ち
に
探
究
す
べ
き
で
は
な
い
。
…
…
…
・
：

説
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
・
我
々
が
法
的
上
部
構
造
の
第
一
の
層
を
有
す
る
と
こ
ろ
で
は
．
い
た
る
と
こ
ろ
、
我
々
は
、
法
的
関
係
が
人
間
の

論
現
存
す
る
物
質
的
生
産
関
係
に
よ
っ
て
覆
産
奮
さ
れ
る
こ
と
を
発
見
す
墾
」
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三．玉

蕨冊 説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
周
知
の
よ
う
に
、
ス
ト
ウ
ー
テ
カ
は
、
法
を
も
っ
て
社
会
関
係
の
体
制
（
⇔
ω
回
ω
8
日
。
貼
ω
o
鼠
。
。
一
お
冨
什
δ
霧
三
〇
ω
）
と
み
た
。
　
彼

は
、
社
会
関
係
ど
い
う
概
念
を
マ
ル
ク
ス
の
い
う
生
産
関
係
の
総
体
と
い
う
意
味
に
理
解
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
マ
ル
ク
ス
が

「
賃
労
働
と
資
本
」
に
お
い
て
、
「
こ
の
生
産
関
係
は
そ
の
総
体
に
お
い
て
、
社
会
あ
る
い
は
社
会
関
係
と
称
す
る
も
の
を
形
成
す
る
。
」

と
述
べ
て
い
る
点
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
勉
。
．
そ
の
結
果
・
ス
占
！
チ
カ
は
・
マ
ル
ク
ス
が
「
経
済
学
批
判
」
序
言
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

お
い
て
、
生
産
関
係
の
総
体
と
し
て
の
経
済
構
造
を
社
会
の
基
礎
的
な
構
造
関
係
と
し
て
限
定
的
に
把
握
し
て
い
る
の
を
看
過
し
、
そ
の

た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
が
法
を
「
法
的
上
部
構
造
」
と
い
う
表
現
を
も
っ
て
意
識
形
体
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
っ
つ
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
）

こ
の
点
に
積
極
的
意
義
を
附
与
し
え
な
い
・
誤
っ
た
帰
結
に
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ス
ド
ウ
ー
チ
カ
に
お
い
て
は
、
法
が
経
済
か

ら
区
別
さ
れ
な
い
で
、
経
済
の
領
域
に
解
消
す
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
彼
の
理
論
に
た
い
し
て
、
「
法
的
関
係
と
経
済
関
係
と
の
同
一
視
・

　
　
　
ニ
　

混
同
」
と
い
う
批
判
が
必
然
的
に
提
起
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ス
ト
ウ
ー
チ
カ
の
理
論
の
も
っ
か
か
る
機
械
論
的
欠
陥
を

よ
く
批
判
・
克
服
し
、
経
済
と
法
と
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
規
定
し
た
功
績
は
、
加
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
　

祐
二
郎
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
．
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
一
）

（
二
）

ρ
三
）

（
四
）

（
五
）

（
六
）

国
・
勺
p
・
ω
o
げ
屏
ロ
誉
一
ω
・
O
び
ω
o
げ
9
冨
什
Φ
o
目
ご
鋤
一
日
9
ρ
円
『
ω
一
N
ヨ
・
、
一
⑩
N
⑩
．
O
・
N
O
・
　
－
田
之
内
一
郎
訳
、
　
一
八
頁
。

一
三
α
．
O
・
㎝
ド
　
同
訳
、
九
五
頁
。

同
訳
、
二
七
頁
。
　
℃
霧
。
ゴ
吋
自
。
巳
ω
・
≧
茜
①
ヨ
①
ぎ
Φ
即
Φ
。
葺
匹
①
げ
希
6
昌
ゆ
9
碧
凶
ω
ヨ
信
ω
・
ω
・
下

ぎ
ご
●
O
・
ω
一
●
　
同
訳
、
四
八
頁
。

ζ
碧
×
”
曽
邑
①
一
さ
旨
伽
q
N
豊
国
ユ
件
涛
餌
2
℃
o
＝
江
ω
o
ゴ
①
昌
O
脚
。
昌
。
ヨ
一
〇
．
（
N
ξ
穴
ユ
江
評
P
勺
〇
三
一
ω
o
プ
①
嵩
σ
ぎ
口
。
ヨ
げ
》
艮
9
口
ひ
q
●
ω
・

壁
p
・
．
）

一
三
畠
・
O
・
ω
N
●
　
周
訳
、
四
九
頁
。
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（
七
）

（
八
）

（
九
）

（
一
〇
）

（
一
一
）

（
一
二
）

（
＝
二
）

ζ
9
簑
剛
N
三
国
円
三
評
ら
・
冒
9
一
江
8
冨
昌
9
δ
昌
。
ヨ
す
》
三
9
。
ロ
α
q
●
ω
●
N
ミ
σ

℃
曽
q
。
げ
＝
冨
三
の
し
甑
P
O
●
㎝
頓
●
山
之
内
訳
、
一
〇
一
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

勺
．
H
．
Q
D
ε
o
げ
閃
斜
》
・
σ
q
①
昌
①
鎚
一
α
8
㌶
ぎ
Φ
o
眺
一
切
≦
．
Q
．
Z
・
・
＝
9
N
碧
P
Q
D
o
≦
2
い
①
α
q
p
。
一
℃
三
δ
ω
o
b
げ
団
・
℃
・
D
。
。
●
）

一
び
ご
●
7
ω
O
一
ω
↓
8

ぎ
ご
・
娼
・
N
N
●

加
古
祐
二
郎
「
理
論
法
学
の
諸
問
題
」
、
一
⊥
ハ
三
頁
。

同
書
、
一
六
〇
頁
。
な
お
、
山
之
内
一
郎
「
将
会
主
養
国
家
の
法
」
、
四
〇
五
1
・
四
〇
六
頁
参
照
。
（
「
パ
シ
ユ
カ
ー
ニ
ス
の
自
己
批
判
と
ス

ト
ゥ
ー
チ
カ
と
の
論
争
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
法
の
存
在
領
域
を
社
会
の
上
部
構
造
と
し
て
の
観
念
形
態
の
う
ち
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
経
済
と

　
　
法
と
の
関
連
性
、
前
者
の
後
者
に
た
い
す
る
制
約
関
係
が
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
め
制
約
関
係
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う

　
　
な
あ
り
か
た
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
点
を
．
　
「
資
本
論
」
第
二
章
に
お
い
て
商
品
の
交
換
過
程
の
分
析
を
つ

　
　
う
じ
て
示
し
た
。

　
　
　
「
諸
商
品
は
鼠
身
で
市
場
に
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
自
身
で
自
分
た
ち
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
我
々
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
そ
れ
ら
の
保
護
者
た
ち
を
、
商
品
所
有
者
た
ち
を
、
さ
が
し
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
…
こ
れ
ら
の
物
を
諸
商
品
と
し
て
相
互
に
辿
関
さ

説
　
せ
る
た
め
に
は
・
商
品
保
護
者
た
ち
は
・
自
分
の
藤
志
を
こ
れ
ら
の
物
に
や
ど
す
誕
ん
格
と
し
て
・
相
互
に
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

論　
　
か
く
し
て
、
一
方
の
人
格
は
他
方
の
人
格
の
同
意
を
も
り
て
の
み
、
つ
ま
り
い
つ
れ
も
、
両
者
に
共
通
な
一
の
意
志
行
為
に
媒
介
さ
れ
て
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論説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
み
、
自
分
の
商
品
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
の
商
品
を
取
得
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
等
は
、
相
互
に
私
有
権
者
と
し
て
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

め
あ
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
法
的
関
係
は
、
一
i
そ
の
形
式
は
、
法
律
的
に
発
達
し
て
い
な
く
て
も
契
約
で
あ
る
が
、
f
l
そ
の
う
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

経
済
的
関
係
が
反
映
し
て
い
る
一
の
意
志
関
係
で
あ
る
。
こ
の
法
的
関
係
ま
た
は
意
志
関
係
の
内
容
は
、
経
済
的
関
係
そ
の
も
の
に
よ
っ

　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
諸
入
格
は
．
こ
こ
で
は
た
だ
、
商
品
の
代
表
者
と
し
て
，
し
た
が
っ
て
ま
た
商
品
所
有
者
と
し
て
、
相
互
的
に
の

　
　
　
　
　
こ

み
実
存
す
る
。
」

　
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
、
商
品
生
産
と
そ
の
最
高
の
形
態
た
る
資
本
制
生
産
様
式
を
支
配
す
る
基
本
的
経
済
法
則
た
る
私
的
所
有
の
法

則
と
価
値
法
則
に
よ
り
、
交
換
に
入
り
こ
む
人
間
の
意
志
関
係
も
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
関
係
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

体
と
法
関
係
の
主
体
一
－
い
つ
れ
も
人
1
の
内
容
的
関
連
性
を
実
証
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
法
学
の
問
題
と
し
て
は
、
し
か
ら
ば
い
か

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
る
経
済
的
関
係
あ
る
い
は
要
因
か
ら
法
関
係
は
発
生
す
る
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
こ
こ
か
ら
近
代
法
に
か
ん
し
て
提
起
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
た
い
し
て
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
は
い
か
に
答
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
を
検
討
し
よ
う
。

　
「
そ
れ
ゆ
え
に
、
労
働
の
生
産
物
が
商
品
の
性
質
を
獲
得
し
、
価
値
の
担
当
者
と
な
る
と
同
時
に
、
入
は
法
的
主
体
の
性
質
を
獲
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

し
、
権
利
の
担
当
者
と
な
る
。
」
　
「
物
は
、
商
品
と
し
て
、
人
に
従
属
し
な
い
社
会
関
係
を
自
己
の
う
ち
に
物
質
化
す
る
が
ゆ
え
に
、
経

済
的
に
は
物
が
入
を
支
配
す
る
と
す
れ
ば
、
法
的
に
は
人
が
物
を
支
配
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
入
み
つ
か
ら
は
、
物
の
占
有
者
・
所
有
者
と

し
て
、
た
だ
抽
象
的
な
、
非
喜
入
的
な
権
利
主
体
の
肉
附
け
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
社
会
関
係
の
純
粋
な
産
物
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら

　
　
コ
ニ
　

で
あ
る
。
」
　
「
そ
の
一
般
的
な
規
定
の
う
ち
に
把
握
さ
れ
た
法
、
す
な
わ
ち
形
態
と
し
て
の
法
も
、
た
ん
に
博
学
な
法
学
者
の
頭
脳
お
よ

び
理
論
の
う
ち
に
の
み
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
、
思
想
の
体
系
と
し
て
で
は
な
く
、
関
係
の
特
別
な
体
系
と
し
て
展
開
す
る
と
こ
ろ
の

現
実
の
歴
史
を
も
つ
。
そ
し
て
、
入
は
、
こ
の
体
系
を
意
識
的
に
選
択
す
る
が
ゆ
え
に
こ
の
体
系
の
う
ち
に
入
る
の
で
は
な
く
、
生
産
の

条
件
が
入
を
こ
の
う
ち
に
入
る
よ
う
に
強
い
る
が
故
に
入
る
の
で
あ
る
。
入
は
、
自
然
的
な
生
産
物
が
価
値
の
不
可
愚
議
な
件
質
を
も
つ
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ら
　
　

　
　
商
品
に
転
化
す
る
の
と
同
じ
必
然
性
に
よ
っ
て
、
法
主
体
に
転
化
す
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ

　
　
　
以
上
の
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
の
見
解
は
、
経
済
と
法
と
の
論
理
的
な
制
約
・
照
応
関
係
の
一
般
的
な
規
定
と
し
て
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
応
肯
定
さ
れ
る
。
だ
が
、
彼
は
、
か
か
る
規
定
の
う
え
に
お
い
て
、
前
記
引
用
の
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
商
品
交
換
過
程
の
分
析
を
つ
う
じ

　
．
て
、
法
関
係
を
成
立
せ
し
め
る
経
済
的
要
因
を
商
品
の
交
換
に
求
め
た
。

　
　
　
「
そ
れ
ゆ
え
に
、
法
的
主
体
ー
ー
こ
れ
は
、
天
上
に
昇
ら
せ
ら
れ
た
抽
象
的
な
商
品
所
有
者
で
あ
る
。
法
的
意
味
で
理
解
す
れ
ば
、
．
法

　
　
的
主
体
の
意
味
は
、
そ
の
現
実
の
基
礎
を
、
獲
得
す
る
一
方
に
譲
渡
し
、
ま
た
譲
渡
す
る
一
方
に
獲
得
す
る
、
と
い
う
希
望
の
う
ち
に
存

　
　
す
る
。
こ
の
希
望
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
商
品
所
有
者
の
希
望
が
他
の
商
品
所
有
者
の
希
望
と
合
致
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
　
法
的
に
は
、
こ
の
関
係
は
、
独
立
な
意
志
の
間
の
契
約
あ
る
い
は
合
意
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
契
約
は
法
に
お
け
る
中
心

　
　
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。
誇
張
し
て
い
え
ば
、
契
約
は
法
め
理
念
の
構
成
部
分
と
な
る
。
法
的
概
念
の
論
理
的
体
系
に
お
炉
て
は
、
契
約
は

　
　
た
だ
法
的
行
為
一
般
の
諸
形
態
の
う
ち
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
助
け
に
よ
っ
て
主
体
が
彼
の
周
囲
に
拡
が
っ
て
い
る
法
的
範
囲
に
反

　
　
作
用
す
る
、
密
命
的
な
意
志
表
示
の
手
段
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
、
反
対
に
、
歴
史
的
か
つ
現
実
的
に
は
、
法
的
行
為
の
概
念
は
契
約
か
ら
発

　
　
生
す
る
。
契
約
の
外
で
は
法
的
意
味
に
お
け
る
主
体
お
よ
び
意
志
の
概
念
自
体
は
生
命
な
き
抽
象
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
契
約
に
お
い

　
　
て
こ
の
概
念
は
真
正
な
る
運
動
を
取
得
し
、
同
時
に
交
換
の
行
為
の
う
ち
に
お
い
て
も
っ
と
も
簡
単
な
、
も
っ
と
も
純
粋
な
形
態
に
お
け

　
　
る
そ
れ
の
物
質
的
な
、
基
礎
的
な
法
的
形
態
を
獲
得
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
交
換
の
行
為
は
、
経
済
に
と
っ
て
も
法
に
と
っ
て
も
最
も
本

　
　
質
的
な
要
因
を
焦
点
と
し
て
の
自
分
の
う
ち
に
集
中
す
る
。
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
交
換
に
お
い
て
、
　
『
意
志
関
係
あ
る
い
は
法

　
　
的
関
係
は
経
済
的
関
係
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
』
契
約
の
理
念
は
、
一
度
び
発
生
す
る
や
、
普
遍
的
な
意
義
を
獲
得
す
る
こ

説　
　
と
に
努
め
る
。
商
品
所
有
者
達
が
互
に
所
有
者
と
し
て
『
承
認
す
る
』
よ
り
以
前
に
彼
等
は
勿
論
商
品
所
有
者
で
あ
る
が
、
他
の
、
組
織

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
5

　
　
的
な
、
法
以
外
の
意
味
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
」
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パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
は
、
法
関
係
発
生
の
基
礎
を
交
換
関
係
に
求
め
つ
つ
、
さ
ら
に
法
関
係
成
立
の
直
接
的
な
媒
介
的
要
因
を
商
品
主
体

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
　
闘
の
共
通
の
意
志
行
為
（
合
意
）
の
特
定
の
形
態
た
る
契
約
に
求
め
た
。
そ
し
て
、
交
換
契
約
を
つ
う
じ
て
の
み
、
商
品
主
休
間
の
所
有

論　
関
係
の
相
互
承
認
、
す
な
わ
ち
所
有
権
が
発
生
す
る
と
解
釈
す
る
。
加
古
祐
二
郎
氏
は
そ
の
論
文
「
社
会
定
型
と
し
て
の
法
的
主
休
に
就

　
　
て
」
の
な
か
で
、
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
の
見
解
を
説
明
し
て
、
交
換
関
係
を
法
関
係
の
原
基
形
態
と
み
ら
れ
る
。
　
（
同
書
、
一
〇
四
頁
参
照
）

　
　
　
「
か
く
し
て
労
働
生
産
物
が
交
換
に
よ
っ
て
商
品
と
な
る
こ
と
に
お
い
て
、
労
働
生
産
物
が
そ
れ
を
生
産
す
る
主
体
の
意
志
か
ら
独
立

　
　
し
て
価
値
を
獲
得
す
る
と
き
、
　
逆
に
か
か
る
交
換
に
お
け
る
価
値
実
現
は
商
品
所
有
者
の
上
述
す
る
意
味
で
め
意
志
行
為
と
し
て
現
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
れ
、
そ
の
後
者
の
場
合
に
お
け
る
人
格
が
物
化
に
基
く
抽
象
者
た
る
性
格
を
担
う
こ
と
の
必
然
性
に
よ
っ
て
始
め
て
か
の
抽
象
的
法
的
主

　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
　

　
体
に
転
化
す
る
。
」

　
　
　
即
ち
、
交
換
と
い
う
経
済
的
契
機
を
つ
う
じ
て
商
品
が
価
値
を
実
現
す
る
と
き
、
価
値
物
と
し
て
の
商
品
主
体
た
る
人
は
抽
象
的
人
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
、
彼
の
意
志
は
自
由
な
具
体
的
な
意
志
か
ら
抽
象
的
意
志
に
転
化
し
、
そ
し
て
、
こ
の
必
然
性
を
つ
う
じ
て
商
品
主
体
（
生
産
関
係
の

　
　
主
休
）
は
法
主
体
（
権
利
主
体
）
に
転
化
す
る
、
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
一
見
す
ぐ
れ
た
論
理
の
展
開
と
も
み
ら
れ
る
が
、
や
は
り
こ
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

　
論
理
も
形
式
的
と
い
う
批
判
を
ま
ぬ
か
れ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
　
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
に
せ
よ
、
　
こ
の
場
合
の
加
古
氏
に
せ
よ
、
商
品
の

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
成
立
を
た
ん
に
交
換
過
程
に
の
み
求
め
、
商
品
の
価
値
実
現
過
程
た
る
交
換
過
程
を
価
値
形
成
過
程
た
る
生
産
過
程
か
ら
切
り
離
し
て
抽

　
象
的
に
分
析
し
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
法
関
係
発
生
を
説
明
せ
ん
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
こ
れ
ら
の
理
論
の
形
式
主
義
的
な

　
、
側
面
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
は
、
ま
た
こ
う
述
べ
て
い
る
。
　
「
物
が
交
換
価
値
と
し
て
作
用
す
る
と

　
き
、
物
は
非
個
人
的
な
物
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
権
利
の
客
体
と
な
り
、
ま
た
物
を
処
分
す
る
主
体
、
そ
れ
は
、
純
粋
な
法
的
主
休
と
な

　
　
ハ
ヒ
　

　
　
る
。
」
　
「
価
値
も
所
有
権
も
同
一
の
現
象
、
す
な
わ
ち
、
商
品
と
な
っ
た
生
産
物
の
流
通
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
。
法
的
意
味
に
お
け

　
　
る
所
有
権
は
、
人
々
が
互
に
こ
の
法
的
性
質
を
附
与
せ
ら
れ
て
い
る
乙
と
を
彼
等
の
頭
脳
の
中
に
生
ぜ
し
め
た
が
故
に
で
は
な
く
、
彼
等
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が
た
ん
に
所
有
者
の
仮
面
を
つ
け
て
商
品
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
ゆ
え
に
、
発
現
す
る
。
　
『
物
の
上
の
無
制
限
な
権
力
』
は
、
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

　
　
だ
商
品
の
無
制
限
な
流
通
の
反
映
に
過
ぎ
な
い
。
」

　
　
　
労
働
生
産
物
が
交
換
の
媒
介
に
よ
っ
て
商
品
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
「
商
品
と
な
る
た
め
に
は
．
生
産
物
は
、
そ
れ
が
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
用
価
値
と
し
て
役
だ
て
ら
れ
る
他
人
の
手
に
、
交
換
を
通
し
て
移
譲
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
交
換
は
、
諸
使
用
価
値
た
る
諸
商
品
を
「
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　

　
値
と
し
て
相
互
に
連
関
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
諸
価
値
と
し
て
実
現
さ
せ
る
。
」

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
交
換
は
生
産
物
を
商
品
に
転
化
せ
し
め
る
媒
介
的
契
機
と
し
て
意
義
を
も
つ
。
け
れ
ど
も
、
生
産
物
を
商
品
た
ら
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
基
本
的
な
経
済
的
条
件
は
、
流
通
過
程
で
な
く
、
生
産
過
程
に
、
換
言
す
れ
ぼ
、
社
会
的
分
業
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
的
分
業
は
商
品
生
産
の
笑
存
条
件
で
あ
る
」
　
「
資
本
制
生
産
の
も
と
で
社
会
的
分
業
を
形
成
す
る
の
は
、
生
産
者
た
ち
に
よ
っ
て
相
互
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
独
立
し
て
営
ま
れ
る
、
質
的
に
異
な
る
、
有
用
労
働
で
あ
る
。
そ
し
て
、
　
た
だ
、
　
自
主
的
な
、
そ
し
て
相
互
に
独
立
的
な
、
私
的
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

　
　
の
諸
生
産
物
の
み
が
、
相
互
に
商
品
と
し
て
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
」
　
「
諸
使
用
対
象
が
商
品
と
な
る
の
は
、
総
じ
て
、
そ
れ
が
相
互
に

　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
じ

　
　
独
立
し
て
営
ま
れ
る
私
的
諸
労
働
の
生
産
物
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
」
す
な
わ
ち
、
質
的
に
相
互
に
異
な
る
具
体
的
な
有
用
労
働

　
　
の
産
物
と
し
て
の
使
用
価
値
の
み
が
、
商
品
と
し
て
対
応
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
交
換
の
客
体
と
な
る
の
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
私

　
　
的
労
働
と
し
て
現
象
す
る
個
別
的
な
る
労
働
は
、
質
を
こ
と
に
す
る
且
胴
体
的
な
有
用
労
働
と
い
う
属
性
の
み
な
ら
ず
、
無
区
別
の
。
同
等

　
　
の
。
抽
象
的
な
人
間
的
労
働
と
い
う
属
性
を
も
ち
、
そ
し
て
こ
の
属
性
に
お
い
て
商
品
の
価
値
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
産
過

　
　
程
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
生
産
物
の
使
用
価
値
と
価
値
と
は
、
交
換
に
お
い
て
実
証
さ
れ
、
生
産
物
は
商
品
と
し
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
こ
う
み
る
と
き
、
法
主
体
性
成
立
の
経
済
的
要
因
は
、
流
通
の
う
ち
で
な
く
、
生
産
の
う
ち
に
、
換
言
す
れ
ば
労
働
過
程
に
求
め
ら
れ

説　
　
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
す
で
に
川
島
武
宜
氏
も
、
「
所
有
権
法
の
理
論
」
の
な
か
で
、
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
を
批
判
し
て
つ

論　
　
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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「
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
『
法
の
一
般
理
論
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
』
第
四
章
は
、
近
代
法
の
特
殊
H
法
的
性
質
お
よ
び
そ
の
基
礎
た
る
法
的
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

格
の
基
礎
を
、
　
『
市
場
に
お
け
る
商
品
の
処
分
』
す
な
わ
ち
商
品
の
流
通
に
求
め
て
い
る
。
右
の
理
論
は
二
つ
の
点
で
正
し
く
な
い
。
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

一
に
、
右
の
理
論
は
、
法
的
人
格
の
基
礎
を
商
晶
流
通
に
求
め
て
い
る
が
、
流
通
に
お
か
れ
た
商
品
の
所
有
権
の
私
的
性
質
は
、
流
通
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

な
わ
ち
『
市
場
に
お
け
る
処
分
』
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
資
本
制
的
な
商
品
生
産
。
再
生
産
の
社
会
構
造
そ
の
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

よ
っ
て
直
接
的
に
、
1
す
な
わ
ち
商
品
生
産
・
再
生
産
の
物
的
側
面
そ
の
も
の
と
し
て
一
i
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
商
品
流
通
は

　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ハ
　

そ
の
結
果
、
そ
の
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
」
そ
れ
ゆ
え
に
、
　
「
所
有
権
を
独
立
の
も
の
と
し
て
つ
く
り
だ
す
根
本
的
モ
メ
ン
ト
は
、
生
産
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

お
け
る
人
、
家
族
等
の
分
裂
と
対
立
、
す
な
わ
ち
ひ
ろ
い
意
味
で
の
分
業
で
あ
る
。
　
分
業
と
所
有
権
と
は
同
一
の
こ
と
を
表
現
し
て
い

　
　
カ
　

る
。
」

　
川
島
氏
が
近
代
的
所
有
権
の
私
的
性
質
を
資
本
制
生
産
様
式
の
も
つ
流
通
の
性
格
で
な
く
、
生
産
の
性
格
に
、
換
言
す
れ
ば
、
社
会
的

分
業
に
帰
臆
せ
し
め
た
の
は
、
た
し
か
に
す
ぐ
れ
た
、
正
し
い
観
点
と
い
え
る
。
だ
が
、
氏
に
お
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
法
関
係
と
し

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

て
の
所
有
権
と
生
産
関
係
と
し
て
の
所
有
・
と
が
混
同
さ
れ
、
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
．
「
所
有
権
は
、
生
産
関
係
の
基
礎
的
な
構
造
の
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
側
面
で
あ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
、
生
産
関
係
そ
の
も
の
の
中
に
ま
た
生
産
関
係
そ
の
も
の
と
し
て
直
接
的
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
・
端

初
的
直
接
的
存
在
型
態
に
お
け
る
法
の
・
某
礎
的
部
分
で
あ
藍
．
」
生
産
関
係
分
基
礎
●
端
初
た
る
関
係
た
る
も
の
は
・
入
間
労
働
生
産

物
に
た
い
す
る
入
の
基
本
的
関
係
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
か
ん
す
る
人
々
相
互
間
の
必
然
的
関
係
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
所
有
関
係
で
あ

る
。
社
会
の
必
然
的
な
。
物
質
的
関
係
た
る
所
有
と
、
形
成
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
入
間
の
意
識
と
意
志
を
通
過
す
る
と
こ
ろ
の
、
だ
が
物

質
的
関
係
に
制
約
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
そ
れ
自
体
物
質
的
関
係
自
身
と
は
こ
と
な
る
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
関
係
に
属
す
る
権
利
関
係
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

現
す
る
・
所
有
権
と
は
、
厳
密
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
み
る
と
、
川
島
氏
の
右
の
見
解
は
、
こ
の
区
別
の
否
定
に
導
く
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
氏
は
、
私
的
所
有
権
を
成
立
せ
し
め
る
経
済
的
モ
メ
ン
ト
を
流
通
で
は
な
く
、
生
産
に
、
す
な
わ
ち
社
会
的
分
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業
に
求
め
つ
つ
も
、
他
方
に
お
い
て
、
近
代
的
所
有
権
の
私
的
性
質
の
論
理
を
構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
商
品
交
換
に
お
け
る
交
換
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ロ
　

　
　
い
う
社
会
的
過
程
の
媒
介
・
対
立
に
お
い
て
所
有
の
私
的
性
質
を
規
定
さ
れ
て
い
る
。
一
見
功
緻
を
き
わ
め
た
，
理
論
構
成
と
み
え
る
に
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
よ
、
氏
み
つ
か
ら
の
理
論
の
統
一
と
し
て
は
あ
き
ら
か
に
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
批
判
に
お
け
る
氏
の
立
場
を
つ
ら
ぬ
く
な

　
　
ら
ば
、
社
会
的
分
業
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
、
生
産
過
程
に
お
け
る
個
別
的
労
働
が
、
み
つ
か
ら
の
う
ち
に
使
用
価
値
を
つ
く
る
と
ζ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ろ
の
私
的
な
具
体
的
な
有
用
労
働
と
価
値
を
つ
く
る
と
こ
ろ
の
社
会
的
な
人
間
的
抽
象
労
働
と
を
対
立
の
統
一
と
し
て
も
っ
て
い
る
ζ

　
　
と
、
し
か
も
こ
こ
に
こ
そ
所
有
の
私
的
性
質
の
基
礎
が
定
在
し
て
い
る
こ
と
を
こ
そ
指
摘
。
蔵
調
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
れ
ゆ
え
に
、
法
関
係
と
し
て
の
所
有
権
と
生
産
関
係
と
し
て
の
所
有
を
厳
し
く
区
別
す
る
前
提
の
も
と
に
、
所
有
の
特
定
の
歴
史
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
形
態
と
し
て
の
私
的
所
有
を
私
的
な
も
の
と
規
定
す
る
要
因
は
、
社
会
的
分
業
を
形
成
す
る
。
使
用
価
値
を
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
有
用
労
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
働
の
相
互
的
独
立
性
と
い
う
私
的
性
質
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
で
、
所
右
の
私
的
性
質
が
、
階
級
と
国
家
の
媒
介
を
つ

　
　
う
じ
て
、
所
有
権
の
私
的
性
質
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
な
お
詳
説
し
よ
う
。

　
　
　
ま
つ
、
所
有
と
生
産
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
入
間
に
よ
る
自
然
の
取
得
（
所
右
）
は
、
生
産
的
労
働
の
目
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　

　
　
た
だ
、
そ
れ
が
労
働
の
媒
介
な
く
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
　
「
労
働
の
前
提
と
し
て
、
そ
れ
に
先
行
す
る
。
」
だ
か
ら
、
労
働
は

　
　
生
産
の
琳
粉
と
し
て
、
　
「
人
間
と
自
然
と
の
間
の
過
一
重
、
す
な
ね
ち
、
そ
れ
に
お
い
て
人
間
が
自
然
と
の
質
料
変
換
を
彼
自
身
の
行
為

　
　
・
蟻
ぞ
媒
介
し
・
規
制
し
・
統
制
す
る
一
過
程
で
あ
る
・
人
間
は
自
然
質
料
そ
の
も
の
に
一
の
黒
力
と
し
て
対
応
す
る
・
彼
は
自
然

　
　
質
料
を
彼
自
身
の
生
活
の
た
め
に
使
用
さ
れ
う
る
形
態
で
取
得
す
る
た
あ
に
、
彼
の
身
体
に
属
す
る
自
然
力
た
る
腕
や
脚
や
頭
や
手
を
運

　
　
　
　
　
　
　
ん
　

　
　
動
さ
せ
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
生
産
物
・
の
取
得
を
は
な
れ
た
生
産
。
労
働
は
あ
り
え
な
い
。
生
産
と
所
有
（
取
得
）
と
は
、
本
質
的
に
は

説
跡
｛
で
あ
る
。
だ
か
ら
・
マ
ル
ク
ス
は
ご
う
か
い
で
い
る
・
　
「
生
産
と
は
す
べ
て
、
あ
る
一
定
の
社
会
形
態
の
内
部
で
・
ま
た
そ
の
媒
介

論　
　
に
よ
っ
て
、
個
人
の
が
わ
か
ら
す
る
自
然
め
取
得
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
所
有
（
取
得
）
が
生
産
の
一
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
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論説
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
）

同
義
反
復
で
あ
る
。
」

　
そ
れ
ゆ
え
に
、
．
権
利
の
発
生
の
経
済
的
基
礎
は
生
産
関
係
の
う
ち
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
人
間
は
、
彼
ら
の
生
活
の
社
会
的
生
産

に
お
い
て
、
一
定
の
、
必
然
的
な
、
彼
ら
の
意
志
か
ら
独
立
七
た
諸
関
係
を
、
す
な
わ
ち
彼
ら
の
物
質
的
生
産
諸
力
の
二
三
の
発
展
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
こ

に
照
応
す
る
生
産
諸
関
係
を
受
容
す
る
。
」
人
は
、
社
会
的
分
業
と
と
も
に
発
生
す
る
私
的
所
有
と
い
う
生
産
関
係
を
、
彼
の
意
志
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

独
立
し
、
彼
を
拘
束
す
る
関
係
と
し
て
、
必
然
的
に
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
私
的
所
有
権
発
生
の
基
礎
が
存
す
る
の
で

あ
る
。
私
的
所
有
権
発
生
の
根
拠
を
、
商
品
交
換
過
程
に
お
け
る
生
産
者
た
ち
の
共
通
の
意
志
行
為
（
相
互
承
認
）
に
求
め
る
こ
と
は
、

マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
解
釈
と
し
て
，
一
見
正
し
い
か
に
み
え
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
こ
で
は
、
価
値
実
現
を
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
の
商
品
交

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

換
の
主
体
的
。
媒
介
的
要
因
と
し
て
入
の
意
志
行
為
を
措
定
し
、
こ
の
意
志
行
為
の
一
つ
の
内
容
乏
し
て
交
換
者
間
の
私
的
所
有
権
に
お

け
る
相
互
承
認
を
み
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
マ
ル
ク
ヌ
は
、
こ
こ
で
は
、
基
本
的
に
は
、
交
換
過
程
が
生
産
過
程
と
同
一
の
法
則
に
し
た
が

う
こ
と
を
、
そ
し
て
こ
の
法
則
に
意
志
過
程
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
　
「
分
業
が
な
け
れ
ぼ
な
ん
の
交
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
）

換
も
な
い
、
私
的
交
換
は
私
的
生
産
を
前
提
と
す
る
。
」
と
、
交
換
と
生
産
と
の
関
係
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
、
生
産
関
係
は
、

交
換
、
分
配
の
］
定
の
，
関
係
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
パ
シ
ュ
カ
ー
・
ニ
ス
に
お
け
る
よ
う
に
、
交
換
に
お
け
る
生
産
者
た
ち
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

相
互
承
認
と
い
う
同
一
の
意
志
行
為
を
根
拠
と
し
て
私
的
所
有
権
の
発
生
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
形
式
主
義
的
理
論
で
あ
り
、
論
理
的
に

は
飛
躍
で
あ
る
。
商
品
所
有
者
は
、
か
か
る
意
志
行
為
以
前
に
お
い
て
も
必
然
的
に
所
有
権
者
な
の
で
あ
る
が
、
交
換
に
お
い
て
も
、
生

産
関
係
と
同
一
の
法
則
に
よ
り
、
既
成
の
所
有
関
係
を
必
然
的
に
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
の
過
程
は
偶
然
で
は
な
く
、
人
間
の

意
志
を
拘
束
す
る
法
則
性
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
さ
ら
に
、
　
パ
シ
ュ
カ
毛
仔
ス
は
、
近
代
法
の
み
な
ら
ず
法
一
般
に
か
ん
し
て
、
法
関
係
を
発
生
せ
し
め
る
根
拠
を
交
換
の
必
要
に
み

た
。
即
ち
、
法
は
交
換
の
必
要
か
ら
発
生
す
る
と
み
る
。
曰
く
、
　
「
法
が
体
系
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
は
、
支
配
の
必
要
に
よ
っ
て
惹
起
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…ム

百冊 説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
三
）

さ
れ
な
い
で
、
ま
さ
に
、
統
一
し
た
権
力
範
囲
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
諸
種
族
と
の
商
取
引
の
必
要
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ロ
　

そ
れ
で
、
　
「
法
形
態
の
起
原
は
、
交
換
関
係
の
う
ち
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

　
そ
こ
で
、
彼
に
お
け
る
法
発
生
の
要
因
と
な
る
も
の
は
（
イ
）
客
観
的
要
因
i
交
換
に
お
け
る
必
要
性
、
　
（
ロ
）
主
観
的
要
因
一

交
換
に
お
け
る
生
産
者
の
共
通
意
志
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
彼
の
か
か
る
立
場
は
、
す
で
に
批
判
さ
れ
た
形
式
主
義
的
性
格
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
し
て
、
法
発
生
の
決
定
的
な
、
主
体
的
な
媒
介
的
契
機
と
し
て
の
国
家
権
力
の
看
過
、
ま
た
法
の
も
つ
階
級
的
強
制
的
、
性
格
の
否
定
に

　
　
　
　
　
　
（
二
百
）

い
た
る
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
　
「
か
く
し
て
、
生
産
関
係
か
ら
法
関
係
あ
る
い
は
財
産
関
係
に
い
た
る
道
程
は
、
媒
介
的

な
連
鎖
　
　
国
家
権
力
及
び
そ
の
規
範
　
　
な
し
に
は
す
ま
せ
な
い
と
こ
ろ
の
所
謂
実
証
法
学
が
考
え
る
よ
り
も
、
よ
り
短
い
の
で
あ

　
ニ
　
　

る
。
」
　
さ
ら
に
、
彼
は
、
同
書
第
五
章
「
法
と
国
家
」
に
お
い
て
国
家
権
力
の
問
題
を
論
じ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が

「
家
族
、
私
有
財
産
、
国
家
の
起
原
」
に
お
い
て
あ
た
え
た
、
そ
し
て
レ
ー
ニ
ン
が
「
国
家
と
革
命
」
に
お
い
て
高
く
評
価
し
た
、
国
家

権
力
成
立
に
か
ん
す
る
鋭
い
論
理
に
た
い
す
る
疑
惑
を
提
起
し
て
、
国
家
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
に
た
い
す
る
無
理
解
を
暴
露

　
　
　
（
ニ
ヒ
）

し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
彼
の
理
論
上
の
形
式
主
義
的
欠
陥
、
換
言
す
れ
ば
、
商
品
交
換
を
抽
象
的
に
把
握
し
て
、
そ
れ
と
法
関
係

の
定
立
と
を
機
械
的
に
連
結
す
る
思
惟
方
法
は
、
マ
ル
ク
ス
「
ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
」
の
解
釈
を
つ
う
じ
て
構
成
さ
れ
た
社
会
主
義
の
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
八
）

に
お
け
る
国
家
と
法
の
本
質
と
そ
れ
ら
の
死
滅
に
か
ん
す
る
理
論
に
お
い
て
、
完
全
な
破
産
に
到
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

他
日
ま
た
更
め
て
、
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ
．
一
理
論
の
再
検
討
と
併
せ
て
綜
合
的
に
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
一
）

（
二
）

（
三
ウ

（
四
）

国
9
且
3
レ
リ
6
っ
．
9
0
一
⑬
一
●

℃
曽
ω
o
ゴ
冨
三
ω
ポ
一
ぼ
9
0
・
N
P
　
山
之
内
訳
、
．

一
三
α
・
O
・
ゴ
・
　
山
之
内
訳
、
．
一
四
三
頁
。

一
三
畠
●
0
・
N
の
．
同
訳
、
四
四
頁
ゆ

一
四
二
・
頁
ρ
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（
五
）

説　
　
　
（
六
）

論

〈（　（（　〈　（ （ （（　（　（　（　（（
ニー一一一一一一一一一一九八七
〇九八七六『五四三ニー○）））
） ）　） ）　）　）　）　）　）　）　）

帥
甑
自
・
O
・
『
N
l
N
c
。
●
　
同
訳
、
一
五
八
－
一
五
九
頁
。

加
古
祐
二
郎
、
前
揚
書
、
一
〇
七
頁
。

な
お
、
こ
の
論
文
で
は
氏
は
パ
シ
ュ
カ
L
ニ
ス
の
理
論
を
整
備
・
発
展
せ
し
め
る
に
と
ど
ま
り
、
ま
だ
そ
の
批
判
に
ま
で
は
い
た
つ
て
い
な
い
。

つ
ぎ
の
論
文
「
近
代
法
の
形
態
性
に
就
て
」
に
お
い
て
、
加
古
氏
は
は
じ
め
て
、
法
関
係
発
生
の
基
礎
を
商
品
流
通
に
お
く
パ
シ
ユ
カ
ー
ニ
ス

の
理
論
を
，
「
形
式
主
義
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

℃
Ω
。
ω
。
ゴ
閃
9
日
ρ
一
露
9
0
・
お
．
　
同
訳
、
七
九
頁
。

ま
ご
・
O
・
c
。
O
t
・
c
。
一
．
　
同
訳
、
　
一
六
五
頁
。

閑
①
b
ヰ
巴
・
H
●
ω
●
轟
9

一
σ
乙
●
ω
・
2
●

与
峯
●
ω
・
斜
①
・

甘
乙
●
ω
●
轟
9

ま
箆
．
ω
●
N
o
◎
●

川
島
「
所
有
権
法
の
理
論
」
、
一
五
頁
。

同
書
、
一
四
頁
Q

同
書
、
一
四
頁
。
な
お
、
二
三
頁
参
照
。

同
書
、
二
五
頁
。

竃
霞
山
国
自
ヨ
①
P
巳
①
傷
葭
冨
b
一
富
一
同
ω
江
ω
。
げ
Φ
昌
℃
H
o
含
ζ
一
〇
重
く
○
島
①
薦
①
げ
①
昌
・
ω
・
一
。
。
1
一
P
　
飯
田
訳
、
二
七
t
二
八
頁
。

国
自
。
官
♂
一
・
H
●
ω
・
c
。
ρ

］
≦
碧
〆
○
【
億
昌
匹
二
ω
ω
①
自
巽
「
o
二
江
ω
∩
げ
①
昌
O
犀
。
昌
。
ヨ
沖
Φ
●
Q
Q
．
⑩
・
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（〈（（（
五四三ニー
）））））

（
二
六
）

（
二
七
）

（
二
八
）

」
≦
霞
×
鴇
N
‘
「
犀
ユ
酔
涛
畠
葭
b
o
＝
江
ω
o
げ
①
旨
○
屏
。
昌
。
ヨ
δ
．
ω
・
N
O
●

回
≦
①
【
×
”
O
目
二
昌
傷
ユ
ω
o
Φ
α
●
℃
o
＝
江
ω
o
げ
①
旨
O
評
。
昌
。
ヨ
一
ρ
ω
■
D
P

℃
9
。
。
。
ゴ
惹
巳
ω
」
ぼ
P
O
・
望
・
　
同
訳
、
一
〇
〇
頁
。

一
三
α
・
O
・
q
⊃
・
　
同
訳
、
二
版
序
文
、
四
五
頁
。

炉
く
．
℃
o
〈
δ
〈
．
○
鑓
N
〈
詳
置
ω
o
＜
Φ
8
評
9
づ
9
崔
匹
●
N
p
合
「
①
戸
（
ω
o
＜
g
罫
。
Φ
σ
q
O
ω
＆
霞
ω
宴
。
一
℃
鎚
く
。
・
一
①
U
N
．
）
ρ
ω
c
o
．

な
お
、
加
古
氏
「
近
代
法
の
形
態
性
に
就
て
」
（
前
掲
書
）
、
一
六
三
頁
、
一
七
六
頁
。
山
之
内
「
社
会
主
義
国
家
の
法
」
、
四
〇
八
頁
。

℃
p
ω
ゴ
伍
冨
巳
ρ
O
・
紹
．
　
山
之
内
、
四
九
1
・
九
五
頁
。

柳
「
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
起
原
』
に
お
け
る
家
族
お
よ
び
国
家
の
間
題
に
つ
い
て
」
、
　
「
法
政
研
究
」
．
塊
二
二
巻
、
第
二
一
四
合
併
号
、
一
三
九
1
．

一
四
二
頁
。
加
古
、
…
同
童
田
、
　
一
山
ハ
三
頁
。

柳
「
ソ
ヴ
ェ
ト
社
会
主
義
法
の
性
格
」
、
　
「
法
政
研
究
」
第
十
九
巻
、
第
三
号
、
一
九
五
二
年
一
月
。

な
お
、
加
古
、
同
書
、
一
七
六
一
一
七
七
頁
参
照
。
山
之
内
、
前
掲
書
、
四
一
四
一
四
三
四
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
五
八
・
一
・
三
一
－

説
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