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論

説

権
限
濫
用
説
（
］
≦
ω
ω
び
H
き
9
ω
ぎ
①
o
ユ
Φ
）
と

背
信
説
（
目
お
＝
ぴ
ヨ
。
げ
ω
9
①
O
ユ
①
）
の
由
来

井

ヒ

正

ム
ロ

・
》
イ
5

は
　
し
　
が
　
き

　
　
　
背
任
罪
の
本
質
を
顧
み
る
と
き
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
別
に
深
い
反
省
を
加
え
る
こ
と
も
な
く
、
背
信
説
が
圧
倒
的
に
支
配
し
て
い

　
　
る
。
だ
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
情
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
背
信
説
の
ほ
か
に
権
限
濫
用
説
が
存
在
し
、
そ
し
て
一
時
は
権
限
濫
用
説
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
有
力
な
る
学
説
に
よ
っ
て
強
い
支
持
を
受
け
る
こ
と
に
さ
え
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
権
限
濫
用
説
と
背
信

　
　
説
と
が
桔
抗
す
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
規
定
の
し
方
じ
た
い
に

　
　
由
来
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
ド
イ
ツ
刑
法
（
一
八
七
六
年
）
は
、
第
二
編
第
二
二
条
の
中
に
、
　
「
詐
欺
及
び
背
任
の
罪
」
と
し
て
、
背
任
罪
を
規
定
す
る
。
現
行
法

　
　
は
一
九
三
三
年
に
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
権
限
濫
用
説
と
背
信
説
と
の
対
立
の
様
子
を
端
的
に
う
か
が
い
う
る
も
の
と
し
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

説　
　
の
改
正
前
の
第
二
六
六
条
を
顧
み
よ
う
。
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

論　
　
　
第
二
六
六
条
　
左
に
掲
げ
る
場
合
は
之
を
背
任
の
罪
と
為
し
軽
懲
役
に
処
す
。
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一
　
後
見
人
、
財
産
管
理
人
、
係
争
物
保
管
人
、
保
佐
人
、
破
産
管
財
人
、
遺
言
執
行
人
ま
た
は
寄
附
財
団
管
理
人
が
、
故
意
に
そ
の

説　
　
　
　
管
理
を
委
託
せ
ら
れ
た
る
人
ま
た
は
物
に
損
害
を
習
う
べ
き
行
為
を
な
し
た
る
と
き
。

論　
　
　
二
　
代
理
人
故
意
に
委
任
者
の
債
権
そ
の
他
の
財
産
部
分
に
付
き
委
任
者
に
損
害
を
与
う
べ
き
処
分
を
為
し
た
る
と
き
。

　
　
　
三
　
土
地
測
量
入
、
競
売
人
、
仲
立
人
、
貨
物
鑑
定
人
、
労
働
者
供
給
人
、
秤
量
人
、
測
定
人
、
撰
定
人
、
荷
積
人
、
荷
積
監
査
人
そ

　
　
　
　
の
他
官
庁
の
命
に
よ
り
業
務
を
行
う
べ
き
義
務
あ
る
者
。
そ
の
委
託
さ
れ
た
事
務
を
行
う
に
当
り
、
故
意
に
委
託
者
に
損
害
を
加
え

　
　
　
　
た
る
と
き
。

　
　
　
自
己
に
財
産
上
の
利
益
を
得
ま
た
は
他
人
に
こ
れ
を
得
さ
せ
る
た
め
に
背
任
の
罪
を
犯
し
た
る
者
は
、
軽
懲
役
に
処
す
る
ほ
か
罰
金
を

　
　
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
背
信
説
は
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
を
基
礎
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
権
限
濫
用
説
は
第
二
号
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

　
　
で
、
こ
の
二
つ
の
学
説
を
十
分
に
理
解
す
た
た
め
に
は
、
第
一
号
及
び
第
三
号
、
そ
れ
に
第
二
号
が
い
か
な
る
経
緯
を
へ
て
生
れ
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
　
が
現
行
ド
イ
ツ
刑
法
に
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
を
少
し
く
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

（一

j
　
権
限
濫
用
説
と
代
理
権
濫
用
説
（
H
．
ゴ
①
O
訪
日
〇
　
畠
Φ
ω
　
＜
○
一
一
昌
P
m
O
げ
梓
ω
目
P
一
①
ω
σ
『
9
d
［
O
げ
ω
）
と
は
、
そ
の
源
を
共
通
に
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
　
も

っ
と
も
正
確
に
い
え
ば
、
代
理
権
濫
用
説
は
、
　
権
限
濫
用
説
に
い
わ
ゆ
る
「
権
限
」
を
民
法
上
の
代
理
権
に
限
定
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が

あ
る
が
、
背
信
説
と
の
比
較
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
の
差
異
は
な
い
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
い
わ
く
、
　
「
背
任
罪
は
財
産
の
管
理
者
（
ノ
N
Φ
『
d
＜
9
9
一
再
Φ
「
）
又

は
監
守
者
（
し
口
Φ
暮
【
臼
）
が
、
法
律
上
認
め
ら
れ
た
る
権
力
的
地
位
を
濫
用
し
て
（
α
霞
。
ゴ
ζ
訪
ω
げ
鎚
⊆
。
ゴ
傷
葭
一
ゴ
日
σ
q
Φ
ω
9
N
一
8
ゴ
N
＝
Φ
葺
－

9
p
p
8
”
竃
碧
葺
ω
9
一
冨
⇒
ひ
q
）
、
故
意
且
っ
違
法
に
他
人
の
財
産
を
侵
害
す
る
こ
と
で
あ
る
」
　
（
し
ロ
ぢ
汗
取
α
Q
”
ピ
①
寓
げ
琴
プ
◎
Φ
ω
σ
Q
①
ヨ
Φ
ヨ
Φ
昌

創
Φ
昏
冨
。
ぽ
Φ
昌
Q
り
嘗
二
・
笥
Φ
。
葺
Q
・
”
σ
¢
P
日
Φ
嘗
N
・
〉
鼠
一
二
お
ω
①
．
Q
o
・
ω
⑩
①
）
。
フ
ラ
ン
ク
い
わ
く
「
背
任
罪
は
法
律
上
の
代
理
権
（
＜
自
9
Φ
ε
ロ
σ
Q
－

ω
ヨ
9
0
算
）
の
濫
用
に
よ
る
財
産
侵
害
で
あ
る
」
　
（
閃
屋
p
貫
U
9
ひ
ω
葺
弩
σ
q
①
ω
①
什
N
び
二
〇
7
含
「
9
。
・
U
窪
↓
ω
o
げ
Φ
幻
Φ
8
ゴ
ニ
。
。
一
》
薮
一
・
”
お
ω
ご
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q
D
“
①
O
N
）
。
ま
た
エ
ー
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
い
わ
く
「
背
任
罪
は
法
律
上
の
代
理
権
を
濫
用
し
て
、
委
託
さ
れ
た
る
財
産
的
利
益
の
管
理
に
関
す
る
法
律

　
　
　
　
　
又
は
法
律
行
為
上
の
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
で
あ
る
」
　
（
ζ
ω
N
雫
Q
o
9
ヨ
乙
ゴ
い
①
訂
σ
¢
。
ゴ
α
Φ
の
α
①
馨
ω
9
①
口
Q
り
け
雷
砕
Φ
畠
け
ρ
謡
．
〉
ロ
h
一
‘

　
　
　
　
　
お
N
N
．
ω
①
望
）
Q
そ
の
ほ
か
に
も
、
O
Φ
「
冨
昌
P
U
Φ
三
ω
o
げ
Φ
ω
幻
鉱
。
ゴ
ω
ω
貫
鋤
冑
Φ
o
耳
二
⑩
N
N
．
o
D
・
黒
焼
h
・
…
ピ
Φ
o
℃
o
一
9
N
¢
3
目
讐
σ
o
ω
δ
巳
①

　
　
　
　
　
◎
①
【
ω
貫
駄
σ
鋤
8
鵠
d
旨
言
Φ
5
Φ
”
ω
貫
・
》
び
げ
G
寓
Φ
P
畏
噌
お
O
ム
噂
ω
・
一
N
諏
・

　
　
　
（
二
）
　
江
家
、
前
掲
九
六
頁
以
下
に
詳
し
く
立
法
過
程
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
立
法
過
程
に
つ
き
権
限
濫
用
説
と
信
説
背
の
対
立
と
い
う

　
　
　
　
　
視
点
か
ら
考
察
を
加
え
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
一
　
ド
イ
ツ
刑
法
成
立
の
経
緯

　
　
嗣
　
一
九
三
三
年
改
正
前
の
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
六
六
条
の
成
立
は
、
二
つ
の
由
来
を
も
っ
て
い
た
。
第
一
に
、
そ
の
第
一
項
第
一
号
及
び

　
　
第
三
号
は
、
一
八
五
一
年
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
第
二
四
六
条
が
そ
の
起
源
を
な
し
た
し
、
第
二
に
そ
の
、
第
二
号
は
一
八
五
五
年
ザ
ク
セ
ン
刑

　
　
法
の
横
領
罪
の
規
定
に
背
景
を
有
し
た
。

　
　
　
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
に
お
け
る
背
任
罪
の
規
定
は
大
要
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

　
　
　
第
二
四
六
条
　
左
に
掲
ぐ
る
場
合
は
之
を
背
任
の
罪
と
し
…
…
…
に
処
す

　
　
　
　
一
、
後
見
人
…
…
…
故
意
に
其
の
管
理
を
委
託
せ
ら
れ
た
る
人
又
は
物
に
損
害
を
加
う
置
き
行
為
を
為
し
た
る
と
き

　
　
　
　
二
、
仲
立
人
…
…
…
其
の
委
託
せ
ら
れ
た
る
事
務
に
付
き
故
意
に
委
託
者
に
損
害
を
加
え
た
る
と
き

　
　
　
　
自
己
に
利
益
を
得
又
は
他
人
に
之
を
得
せ
し
む
る
目
的
を
以
て
背
任
の
罪
を
犯
し
た
る
者
は
…
…
…

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
の
規
定
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
州
法
（
O
鋤
ω
蔑
①
ロ
巴
ω
9
Φ
鋤
＝
α
q
Φ
ヨ
Φ
一
斗
Φ
ピ
9
。
巳
『
Φ
。
耳
）
に
起
源
を

説　
　
有
し
、
さ
ら
に
プ
ロ
イ
セ
ン
州
法
（
一
）
四
ω
　
b
H
Φ
自
ω
一
ω
O
げ
Φ
　
】
「
Ω
D
α
円
①
O
げ
梓
）
に
ま
で
遡
る
。
そ
も
そ
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
現
行
法
の
ご
と
く

論　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
背
任
罪
が
独
立
に
規
定
さ
れ
た
の
は
、
一
五
七
七
年
連
邦
警
祭
法
（
沁
Φ
8
7
ω
b
。
＝
N
Φ
δ
a
已
箒
σ
q
）
に
お
い
て
後
見
人
の
背
任
を
処
罰
し
た28　（3●3）　197



　
　
の
が
始
め
て
で
あ
っ
た
。
次
い
で
、
一
七
一
八
年
プ
ロ
イ
セ
ン
後
見
法
（
＜
o
憎
ヨ
島
α
8
『
飢
沖
ω
o
a
昌
§
α
q
）
が
後
見
人
の
背
任
に
裁
量
刑
を

説
　
　
　
　
　
　
　
　
三
）

　
　
科
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
州
法
や
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
州
法
は
、
要
す
る
に
、
そ
れ
ま
で
の
背
任
罪
の
主
体
を
拡
張
し
た
と
こ

論　
　
う
に
そ
の
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
州
法
に
お
い
て
は
、
任
意
代
理
人
、
仲
立
人
、
組
合
員
、
財
産
管

　
　
理
人
な
ど
に
つ
い
て
も
背
任
罪
が
適
用
さ
れ
た
し
、
ま
た
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
州
法
に
お
い
て
は
、
か
な
り
そ
の
主
体
も
拡
げ
ら
れ
て
い

　
　
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
八
四
七
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
草
案
に
お
け
る
ま
で
は
、
背
任
罪
は
詐
欺
罪
の
章
下
に
規
定
さ
れ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ニ
ワ

　
　
わ
ば
信
義
誠
実
を
侵
害
す
る
加
重
詐
欺
罪
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
後
見
人
の
背
任
は
、
職
務
上
の
義
務
違
反
に
そ
の
本
質
が
あ
る
。
ま
た

　
　
代
理
人
、
仲
立
人
、
組
合
員
の
背
任
は
、
契
約
な
い
し
は
そ
れ
に
準
じ
る
義
務
違
反
に
そ
の
本
質
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
背
任

　
　
罪
は
信
任
関
係
の
違
背
を
本
質
と
し
、
い
わ
ば
背
任
罪
は
、
そ
の
は
じ
め
に
お
い
て
、
財
産
管
理
に
関
す
る
義
務
違
反
に
あ
っ
た
と
い
っ

　
　
て
よ
い
。
そ
こ
に
背
信
説
の
由
来
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
権
限
濫
用
説
の
由
来
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
六
六

　
　
条
第
一
項
第
二
号
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
ご
と
く
、
ザ
ク
セ
ン
刑
法
の
横
領
罪
に
起
源
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ザ
ク
セ
ン
刑
法
第
二
八

　
　
七
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　
　
第
二
八
七
条
　
業
務
担
当
者
其
の
占
有
に
属
せ
ざ
る
業
務
主
の
債
権
其
の
他
の
財
産
部
分
に
付
利
得
の
意
思
を
以
て
業
務
主
に
損
害
を

　
　
　
　
加
う
可
き
処
分
を
為
し
た
る
と
き
は
之
を
横
領
罪
と
同
視
す
（
．
、
U
①
同
d
暮
巽
。
。
〇
三
£
D
σ
q
⊆
口
σ
q
一
馨
Φ
ω
σ
q
】
虫
。
『
N
⊆
鋤
。
ゴ
8
P
≦
Φ
口
p

　
　
　
Φ
ぎ
○
①
ω
9
弾
の
豊
ζ
Φ
【
ε
ω
『
閏
。
a
Φ
≡
ロ
σ
q
Φ
口
a
臼
餌
＆
Φ
触
Φ
＜
2
ヨ
α
σ
q
①
器
ω
三
・
冨
α
①
ω
O
①
ω
。
冨
h
ω
冨
霞
p
≦
巴
9
Φ
①
【

　
　
　
　
巳
。
窪
一
望
b
d
①
ω
一
直
ゴ
9
L
口
σ
Q
Φ
≦
一
日
あ
9
色
入
σ
q
Φ
門
》
び
巴
。
『
梓
N
ロ
日
Z
鋤
。
茸
Φ
一
一
畠
Φ
ω
O
Φ
ω
o
冨
一
ω
冨
ほ
昌
く
Φ
諏
口
α
Q
壁
．
．
）

　
　
　
こ
の
規
定
を
ド
イ
ツ
刑
法
に
継
受
す
る
に
当
り
、
そ
の
草
案
理
由
書
は
大
い
に
参
考
と
さ
れ
て
よ
い
。
い
わ
く
、
　
「
実
際
裁
判
に
お
い

　
　
て
今
な
お
、
横
領
罪
の
構
成
要
件
を
、
他
人
の
財
産
権
に
関
し
権
利
者
に
損
害
を
思
う
べ
き
違
法
の
処
分
に
も
適
用
し
得
る
か
否
か
の
問

　
　
題
が
論
議
さ
れ
て
い
る
。
法
律
は
た
だ
実
体
的
動
産
に
つ
い
て
の
み
規
定
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
人
々
は
単
な
る
債
権
に
つ
い
て
も
そ
れ
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が
他
人
の
所
有
の
対
象
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
横
領
罪
を
認
め
得
べ
き
も
の
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
草
案
は
、
か
く
の
如
き
場
合
は
背

　
　
任
罪
の
概
念
の
下
に
お
か
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
第
二
百
六
十
六
条
の
第
二
号
と
し
て
規
定
を
追
加
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
実

　
　
際
裁
判
に
現
わ
れ
且
つ
最
近
再
び
詳
細
に
論
議
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
要
求
に
応
ず
る
道
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
、
と
確
信
し
た
の
で
あ

　
　
る
」
。
従
来
横
領
罪
は
、
自
己
の
占
有
す
る
他
人
の
物
に
つ
き
、
こ
れ
を
領
得
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
い
い
か
え

　
　
れ
ば
横
領
罪
は
、
所
有
権
侵
害
を
前
提
と
す
る
領
得
罪
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
者
が
そ
の
債
権
を
侵
害
し
た

　
　
ば
あ
い
は
横
領
罪
と
は
な
ら
な
い
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
背
任
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
も
と
も
と
第
一
号
及
び

　
　
第
三
号
の
背
任
罪
は
、
公
的
性
格
を
も
つ
主
体
に
限
ら
れ
て
い
た
。
他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
者
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な

　
　
い
。
誠
実
義
務
と
い
う
概
念
を
自
由
に
拡
張
す
る
こ
と
は
、
背
任
罪
の
規
定
を
あ
い
ま
い
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
の
で
、
こ
れ
に
一
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
客
観
的
限
界
を
与
え
る
た
め
に
は
、
他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
も
の
の
う
ち
公
的
性
格
を
も
つ
関
係
に
限
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
他
人

　
　
の
事
務
を
処
理
す
る
者
が
そ
の
債
権
を
侵
害
し
て
も
背
任
罪
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
は
、
背
任
罪
と
横
領
罪

　
　
と
の
間
に
間
隙
を
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
間
隙
を
う
め
る
た
め
に
第
二
号
を
必
要
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
ザ
ク
セ
ン
刑
法
の
規

　
　
定
と
の
間
に
は
若
干
の
差
異
の
存
す
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
ず
「
そ
の
占
有
に
ぞ
く
し
な
い
」
と
い
う
制
限
が
除
か
れ
て

　
　
い
る
し
、
ま
た
「
利
得
の
意
思
」
を
必
要
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
利
得
の
意
思
を
必
要
と
し
な
い
点
に
お
い
て
ド
イ
ツ
刑
法
は

　
　
領
得
罪
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
占
有
に
ぞ
く
す
る
物
に
つ
い
て
も
背
任
罪
が
成
立
す
る
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

　
　
み
え
て
横
領
罪
と
の
限
界
を
あ
い
ま
い
に
し
た
。
そ
れ
は
別
と
し
て
、
こ
の
第
二
号
の
犯
罪
主
体
は
は
っ
き
り
代
理
人
と
唱
わ
れ
た
と
こ

　
　
ろ
か
ら
背
任
罪
の
本
質
に
つ
き
権
限
濫
用
説
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
背
信
説
は
、
第
二
号
に
直
面
し
て
も
そ
の
所
説
を
改

説　
　
め
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
号
は
背
任
罪
の
主
体
と
し
て
新
し
い
も
の
を
附
加
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り

論　
　
そ
の
規
定
の
適
用
範
囲
を
拡
げ
た
に
と
ど
ま
り
、
背
任
罪
の
本
質
を
変
え
た
も
の
と
は
い
わ
な
い
。
蓋
し
、
第
二
号
も
後
述
す
る
ご
と
く
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払百冊 説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

多
く
の
事
例
を
渉
猟
す
る
と
き
信
頼
関
係
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
四
〇
八
条
は
背
信
の
罪
（
》
げ
β
ω
α
Φ
8
艮
冨
⇒
。
Φ
）
を
規
定
し
て
い
る
。
同
条
は
一
八
一
〇
年
に
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
一
八

　
　
　
　
三
二
年
及
び
一
九
三
五
年
の
二
回
に
わ
た
り
改
正
さ
れ
て
い
る
。
同
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　
　
　
　
第
四
〇
八
条
（
一
九
三
五
年
八
月
八
日
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
）
返
還
若
し
く
は
引
渡
を
な
す
べ
き
条
件
又
は
一
定
の
使
用
若
し
く
は
用
途
に
当
て
る

　
　
　
　
べ
き
条
件
で
、
賃
貸
借
、
寄
託
、
委
任
、
担
保
若
し
く
は
使
用
貸
借
の
名
義
の
み
を
も
っ
て
交
付
さ
れ
、
又
は
、
給
料
の
有
無
を
問
わ
ず
、
一
の

　
　
　
　
業
務
に
つ
い
て
の
み
交
付
さ
れ
た
証
券
、
金
銭
、
商
品
、
手
形
、
領
収
証
そ
の
他
債
権
若
し
く
は
借
．
務
免
除
を
含
み
若
し
く
は
こ
れ
を
生
じ
さ
せ

　
　
　
　
る
一
切
の
証
書
を
横
領
又
は
濫
費
し
て
、
そ
の
所
有
者
、
占
有
者
又
は
保
管
者
に
損
害
を
加
え
た
者
は
、
第
四
〇
六
条
に
定
め
る
刑
に
処
す
る
。

　
　
　
　
　
自
己
の
た
め
に
又
は
会
社
若
し
く
は
商
工
業
に
関
す
る
企
業
の
支
配
人
、
管
理
者
若
し
く
は
代
理
人
（
鋤
伽
Q
①
a
）
と
し
て
、
寄
託
、
委
任
若
し

　
　
　
　
く
は
担
保
の
名
儀
で
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
交
付
を
受
け
る
た
め
、
公
衆
に
対
し
て
引
受
の
募
集
を
す
る
者
が
背
信
の
罪
　
（
〉
び
⊆
ω
住
①
8
鼠
7

　
　
　
　
9
目
8
）
を
犯
し
た
と
き
は
、
拘
禁
は
一
〇
年
ま
で
、
罰
金
は
一
八
万
新
フ
ラ
ン
ま
で
加
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
更
に
、
第
四
〇
五
条
末
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
（
一
九
六
〇
年
六
月
二
一
日
ロ
ワ
）
　
（
本
条
の
第
二
項
、
第
三
項
は
、
背
信
の
罪
が
仲
立
人
、
仲
買
人
、
職
業
的
顧
間
若
し
く
は
証
書
の
代
書

　
　
　
　
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
か
つ
、
不
動
産
若
し
く
は
営
業
財
産
の
売
買
代
金
、
不
動
産
会
社
の
株
式
若
し
く
は
持
分
の
引
受
、
購
買
若
し
く
は
購
売

　
　
　
　
代
金
、
又
は
、
賃
貸
借
の
譲
渡
が
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
譲
渡
代
金
を
対
象
と
す
る
と
き
は
、
適
用
す
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
き
る
。
）

　
　
　
　
　
（
官
吏
（
o
h
ゆ
9
巽
℃
‘
σ
一
ざ
。
吊
手
一
旨
い
鼠
ユ
Φ
一
）
が
第
一
項
に
規
定
す
る
背
信
の
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、
懲
役
に
処
す
る
廓
〔
五
年
以
上
一
Q

　
　
　
　
年
以
下
の
懲
役
〕
）

　
　
　
　
　
但
し
、
以
上
の
規
定
は
、
公
託
所
に
お
い
て
犯
し
た
金
銭
、
証
券
又
は
書
類
の
窃
取
及
び
奪
取
に
関
す
る
第
二
五
四
条
、
第
二
五
五
条
及
び
第

　
　
　
　
二
五
六
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。
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論説

　
　
－
1
刑
四
四
以
下
（
＞
H
け
・
ム
O
c
。
●
（
U
9
「
●
占
．
。
。
き
〇
二
の
ω
㎝
）

　
　
　
と
く
に
そ
の
第
二
項
は
、
　
一
九
三
五
年
の
改
正
に
際
し
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
一
般
に
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
い
う
背
信
の
罪
は
委
託
物
横
領

　
　
罪
で
あ
っ
て
背
任
罪
と
幡
異
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
第
二
項
は
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
委
託
物
横
領
罪
で
は
な
く
む
し
ろ
背

　
　
任
罪
に
近
い
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
普
通
法
に
は
横
領
罪
ま
た
は
背
任
罪
と
い
う
独
立
の
犯
罪
は
な
い
。

　
　
横
領
は
窃
盗
罪
　
（
ド
9
。
需
①
昌
団
）
　
の
中
に
規
定
さ
れ
、
背
任
と
い
う
犯
罪
を
全
く
知
ら
な
い
。
た
だ
、
一
九
一
六
年
の
窃
盗
罪
（
い
9
。
旨
o
p
団
》
9
）

　
　
第
一
七
条
に
委
．
託
物
横
領
罪
（
①
5
P
げ
①
N
N
一
①
b
P
Φ
】
P
↓
）
雇
人
（
ω
Φ
「
〈
餌
三
）
ま
た
は
彼
ら
が
そ
の
権
限
に
お
い
て
雇
傭
し
た
者
が
、
第
三
者
か
ら
主

　
　
人
ま
た
は
雇
主
の
た
め
ま
た
は
そ
の
名
に
お
い
て
若
く
は
そ
の
計
算
に
お
い
て
受
領
し
た
動
産
、
金
銭
ま
た
は
有
価
証
券
を
邪
心
を
も
っ
て
横
領

　
　
し
た
と
き
は
重
罪
と
な
す
。
第
二
〇
条
に
は
代
理
人
（
四
σ
Q
①
葺
）
受
託
者
（
需
霧
8
Φ
）
に
つ
き
、
略
同
じ
よ
う
な
規
定
を
お
い
て
軽
罪
と
な
し
て

　
　
い
る
。
こ
の
第
一
七
条
、
第
二
〇
条
は
背
任
的
性
質
を
帯
び
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
　
（
国
Φ
雪
ざ
〇
二
岳
昌
①
ω
鼠
O
ユ
B
首
巴
ピ
9
。
朝
’
お
N
9

　
　
℃
●
N
ω
9
ω
け
①
℃
ゴ
Φ
P
頃
一
ω
8
目
団
。
囲
け
ゲ
Φ
∩
ユ
乱
言
巴
ピ
Ω
。
≦
o
胤
国
司
σ
q
δ
昌
F
＜
o
一
・
ω
一
一
。
。
c
。
ω
一
b
’
一
望
ω
①
ρ
・
）
Q

（
二
）
　
　
缶
．
】
≦
自
。
団
Φ
斜
U
δ
d
旨
↓
H
①
¢
①
凶
ヨ
N
二
㈲
凶
日
】
β
⑦
p
ゴ
9
0
旨
ゆ
q
自
Φ
【
〈
①
讐
B
α
ひ
Q
①
昌
ω
ぐ
①
H
げ
同
①
ら
ゲ
9
P
一
⑩
N
9
　
ω
・
ω
ω
h
h
・

（
三
）
　
国
．
竃
鋤
鴇
①
5
ω
・
ω
鳶
引
ピ
①
o
℃
o
一
9
0
℃
．
9
け
G
Q
D
ム

　
　
　
　
レ
エ
オ
ポ
ル
ト
に
よ
ホ
ば
、
　
「
プ
ロ
イ
セ
ン
州
法
は
背
任
を
第
二
編
第
二
〇
章
に
加
重
さ
れ
た
詐
欺
の
一
類
型
と
し
て
非
常
に
詳
し
く
扱
っ
て

　
　
い
る
。
ま
ず
第
一
三
二
九
条
に
総
括
的
な
規
定
を
お
き
、
　
一
般
的
義
務
の
ほ
か
に
、
他
人
に
対
し
信
義
誠
実
を
も
っ
て
処
理
す
べ
き
特
別
の
義
務

　
　
を
負
っ
て
い
る
者
が
詐
欺
し
た
も
の
と
性
格
づ
け
て
い
る
」
。

（
四
）
　
U
【
自
・
ぽ
①
冒
》
d
昌
貫
2
①
二
巳
d
三
①
誘
。
巨
鋤
ひ
q
ロ
コ
o
q
噂
ω
け
き
〉
げ
ゴ
ニ
鵠
Φ
津
ω
9
一
の
O
ご
ω
・
ゴ

（
五
）
　
N
o
一
一
①
5
＞
賃
ω
像
①
げ
5
⊆
5
σ
q
＝
コ
畠
国
一
づ
鷲
ゴ
鼠
口
犀
＝
昌
σ
Q
山
①
ω
d
口
霞
。
自
①
げ
①
ひ
Q
二
津
ω
言
自
①
「
幻
①
o
げ
冨
b
噌
①
o
ゴ
⊆
づ
o
q
α
①
の
幻
①
一
〇
ゴ
ω
σ
q
Φ
ユ
。
プ
酔
ω
讐

　
　
　
ω
貫
．
〉
げ
ゴ
こ
出
①
津
斜
O
N
．
お
ム
0
．
ω
●
ω

（⊥

n
）
　
　
国
●
ζ
①
望
Φ
き
O
℃
。
O
一
け
二
ω
・
N
ω
…
O
一
ω
げ
9
ρ
ロ
ω
Φ
P
宍
O
口
辺
①
P
一
9
【
N
誓
β
ω
当
国
h
σ
q
Φ
ω
Φ
一
N
げ
q
O
げ
h
二
目
二
四
ω
U
Φ
¢
け
0
。
O
ゴ
①
カ
①
ざ
戸
一
ご
　
》
β
鵠
二
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論説

　
　
　
お
N
評
〉
昌
ヨ
．
一
N
二
ゆ
N
8

　
二
　
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
背
信
説
に
た
い
し
新
ら
し
く
権
限
濫
用
説
が
醤
抗
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
数
度
に
わ
た

る
ド
イ
ツ
刑
法
改
正
草
案
の
中
に
こ
の
対
立
ぽ
ど
の
よ
う
に
反
映
し
、
そ
し
て
将
来
の
改
正
に
お
い
て
い
か
に
扱
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
か

を
み
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
ま
た
両
学
説
の
現
在
に
お
け
る
比
重
を
物
語
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
一
九
二
五
年
案
と
一
九
三

〇
年
案
の
二
つ
を
引
用
し
て
お
け
ば
足
り
る
（
一
九
＝
二
年
案
と
一
九
一
九
年
は
一
九
二
五
年
案
と
同
じ
で
あ
っ
た
し
、
一
九
二
七
年
案

は
一
九
三
〇
年
案
と
異
ら
な
い
）
。

　
一
九
二
五
年
草
案
．

　
第
三
四
一
条

　
　
法
律
ま
た
は
法
律
行
為
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
た
　
（
与
え
ら
れ
た
）
他
人
の
財
産
を
処
分
す
る
権
限
を
、
　
三
ω
ω
Φ
葺
一
♂
ゴ
　
故
意
に

　
濫
用
し
、
そ
の
他
人
に
損
害
を
与
え
た
者
は
、
軽
懲
役
に
処
す
。

　
　
（
㈱
ω
に
芝
Φ
『
巳
①
葺
ヨ
畠
亘
8
ゴ
O
①
ω
⑦
欝
o
O
Φ
田
図
①
ω
馨
α
q
Φ
8
ず
鋒
梓
Φ
ぎ
α
Q
Φ
鼠
。
ヨ
8
し
d
①
詮
σ
q
三
ω
b
9
肖
畠
9
ω
＜
Φ
『
ヨ
O
α
Q
Φ
旨
①
ぎ
①
ψ

　
鋤
昌
9
ヨ
N
ロ
く
臼
旨
σ
q
Φ
ジ
≦
一
ω
ω
①
口
島
。
ゴ
N
二
日
窯
9
斎
け
Φ
一
一
住
Φ
ψ
鋤
嵩
α
Φ
希
昌
ヨ
一
。
・
ω
げ
冨
ロ
。
げ
計
毛
一
a
日
即
O
①
言
口
σ
q
巳
ω
げ
①
ω
窪
9
。
h
ε

　
第
三
〇
〇
条

　
　
第
一
項
　
自
己
に
不
法
の
利
益
を
得
、
ま
た
は
第
三
者
に
之
を
得
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
、
委
託
さ
れ
た
他
人
の
動
産
を
領
得
し
た

　
者
は
、
軽
懲
役
に
処
す
。
　
（
励
G
。
O
O
ミ
①
『
ω
寄
ゴ
Φ
貯
Φ
ぎ
B
碧
く
Φ
巴
霞
簿
巨
①
坤
Φ
B
山
Φ
幽
げ
Φ
類
①
σ
Q
一
一
〇
ケ
Φ
ω
帥
6
げ
Φ
ぎ
α
白
下
ぴ
ω
ざ
『
け

　
§
Φ
一
σ
q
昌
①
計
ω
一
3
0
α
2
Φ
貯
Φ
目
U
ユ
茸
①
口
9
ヨ
津
＝
謹
Φ
6
算
ヨ
位
ω
ω
お
N
偉
げ
Φ
お
一
9
Φ
ヨ
》
甫
ヰ
α
日
出
O
Φ
暁
ぎ
o
q
巳
ω
げ
①
ω
霞
鑑
ε

　
　
第
二
項
　
前
項
の
目
的
を
も
っ
て
、
委
託
さ
れ
た
財
物
特
に
金
銭
を
費
消
し
ま
た
は
支
出
し
た
者
亦
同
じ
。
　
　
（
国
び
①
昌
ω
。
ミ
ヰ
ら

　
ぴ
Φ
ω
跨
9
津
℃
≦
臼
一
口
α
q
冨
ぎ
げ
Φ
円
諺
げ
ω
一
〇
三
①
コ
〈
無
爵
Ω
。
三
①
ω
〇
三
一
ヨ
ω
び
Φ
ω
o
口
島
Φ
お
O
Φ
一
9
＜
Φ
円
ぴ
冨
＝
6
耳
。
傷
Φ
円
く
Φ
惹
賃
ω
σ
q
鋤
げ
一
．
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】
）
Φ
円
　
く
Φ
目
ω
二
〇
ゴ
　
一
ω
酔
　
ω
酔
同
凶
h
げ
9
憎
●

　
　
　
　
　
一
導
び
Φ
り
O
口
（
冨
円
ω
ω
O
ゲ
≦
Φ
『
Φ
鵠
団
蝕
＝
Φ
昌
一
ω
け
傷
一
Φ
Q
o
辞
『
鋤
h
Φ
N
ロ
O
ず
け
ず
曽
⊆
ω
び
δ
N
口
N
Φ
げ
昌
一
Ω
D
げ
同
Φ
嵩
●
）

　
　
　
〔
一
九
三
〇
年
草
案
〕

　
　
　
　
第
三
四
八
条

　
　
　
　
　
法
律
ま
た
は
法
律
行
為
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
た
（
与
え
ら
れ
た
）
他
人
の
財
産
を
処
分
し
ま
た
は
他
人
に
義
務
を
課
す
る
（
負
わ
す

　
　
　
　
べ
き
）
権
限
を
、
　
三
器
Φ
昌
島
。
げ
　
故
意
に
、
濫
用
し
、
因
っ
て
そ
の
他
人
に
損
害
を
加
え
た
る
者
は
軽
懲
役
に
処
す
。
　
　
（
伽
鍵
◎
。

　
　
　
　
芝
①
円
O
Φ
円
一
巨
B
α
ロ
『
O
ず
O
Φ
ω
Φ
酔
N
O
匹
Φ
【
幻
Φ
O
『
一
ω
σ
q
Φ
ω
O
ぴ
自
営
①
一
口
σ
q
Φ
円
皆
目
白
け
Φ
b
d
Φ
h
虹
σ
q
ロ
一
9
口
び
Φ
『
｛
円
Φ
ヨ
α
Φ
ω
＜
Φ
『
B
α
σ
Q
Φ
口
　
N
ロ
＜
①
『
，

　
　
　
　
h
口
σ
Q
①
昌
O
傷
Φ
『
虫
嵩
①
嵩
鋤
コ
α
Φ
門
Φ
昌
N
¢
＜
①
円
b
h
＝
O
ゴ
け
Φ
P
朝
一
ω
ω
Φ
昌
ユ
一
日
目
】
β
一
ω
ω
げ
【
Ω
ρ
鐸
O
ゴ
け
q
昌
島
住
鋤
山
鐸
円
O
ず
亀
①
ヨ
鋤
コ
ユ
①
噌
①
昌
　
Z
⇔
O
ず
↓
Φ
臨

　
　
　
　
N
¢
｛
ロ
σ
q
戸
♂
＜
ヰ
山
営
諄
○
曽
h
鉱
昌
σ
q
旨
δ
び
①
ω
酔
憎
自
⊃
津
．
）

　
　
　
　
　
第
二
項
　
第
三
三
三
条
（
［
「
三
碧
ω
o
巨
9
。
α
q
ロ
コ
σ
q
）
及
び
第
三
三
四
条
（
［
「
コ
σ
巽
①
o
窪
凶
α
Q
件
①
跨
昌
虫
σ
q
コ
二
二
o
q
）
を
除
き
、
委
託
さ
れ
た
ま

　
　
　
　
た
は
他
人
の
為
め
に
受
領
．
し
た
金
銭
そ
の
他
の
物
を
、
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
た
め
に
費
消
し
、
権
利
者
に
損
害
を
与
え
た
る
者
亦
同

　
　
　
　
じ
（
国
げ
①
冨
ω
O
書
a
び
Φ
ω
爲
鋤
P
≦
巽
Ω
。
げ
o
q
Φ
ω
巴
μ
Φ
P
〈
○
昌
α
Φ
ヨ
国
蝕
＝
Φ
口
α
Φ
円
㈲
G
Q
ω
ω
”
ω
ω
企
O
Φ
置
O
α
Φ
円
鎚
昌
α
Φ
円
Φ
ω
O
ロ
計
9
の

　
　
　
　
一
げ
ヨ
鋤
昌
く
Φ
暮
餌
鐸
一
一
ω
け
O
q
Φ
【
傷
口
ω
Φ
目
h
ρ
【
Φ
一
コ
Φ
コ
飴
⇒
α
①
『
⑦
口
Φ
ヨ
O
h
鋤
P
σ
q
Φ
旨
ゴ
Ω
Ω
戸
　
N
ロ
ヨ
　
　
Z
潜
O
ゴ
榊
Φ
＝
　
α
Φ
◎
D
　
し
d
Φ
【
Φ
O
ゴ
ニ
σ
q
一
Φ
口
h
ロ
【

　
　
　
　
ω
繭
O
び
　
○
α
Φ
『
　
Φ
一
昌
Φ
昌
　
】
）
『
時
酔
一
Φ
口
　
く
①
【
薫
Φ
昌
自
Φ
壁

　
　
　
　
　
一
昌
び
Φ
ω
O
づ
α
Φ
【
ω
ω
O
ぴ
≦
Φ
円
Φ
コ
聞
蝕
一
一
Φ
づ
一
ω
酔
島
田
Φ
ω
什
『
鋤
h
Φ
N
自
O
げ
け
げ
鋤
ロ
の
げ
一
ω
N
β
h
ロ
コ
h
一
男
ず
円
Φ
ロ
）

　
　
　
　
以
上
の
諸
規
定
を
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
容
易
に
う
か
が
え
よ
う
ご
と
く
、
一
九
二
五
年
案
と
｝
九
三
〇
年
率
と
の
間
に
は
背
任
罪
の
本

説　
　
質
の
理
解
に
お
い
て
大
き
な
距
り
が
あ
っ
た
。
　
一
九
二
五
年
案
は
無
条
件
に
は
権
限
濫
用
説
に
立
脚
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
権
限
濫
用
説

論
　
　
に
基
き
背
任
罪
を
規
定
す
れ
ば
横
領
罪
と
の
間
に
間
隙
を
生
じ
る
た
め
、
そ
の
補
充
と
し
て
敢
て
第
三
〇
〇
条
に
第
二
項
を
附
加
せ
ざ
る
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論説
を
え
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
第
三
〇
〇
条
は
委
託
物
横
領
罪
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
二
項
は
、
し
か
し
元
来
委
託
物
横
領
で

は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
立
法
の
上
で
は
理
論
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
三
〇
年
案
は
、
一
九
二
五
年
案
に
お
け
る
第

三
〇
〇
条
第
二
項
を
背
任
罪
の
一
つ
と
し
て
設
け
て
い
る
。
そ
こ
で
一
九
三
つ
年
案
は
、
背
任
罪
の
本
質
に
つ
き
、
権
限
濫
用
説
を
採
る

と
と
も
に
背
信
説
を
も
採
用
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。
蓋
し
、
こ
の
第
二
項
は
、
他
人
の
た
め
に
事
務
を
処
理
す
る
者
が
そ
の
事
務
処
理
の

過
程
に
お
い
て
、
金
銭
そ
の
他
の
物
の
所
有
権
を
取
得
し
た
た
め
そ
の
取
得
し
た
金
銭
そ
の
他
の
物
を
馬
入
に
引
き
渡
す
べ
き
義
務
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
引
き
渡
さ
な
か
っ
た
ば
あ
い
で
あ
っ
て
信
任
関
係
に
基
く
義
務
違
反
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
所
有

権
侵
害
で
は
な
く
債
権
侵
害
な
の
で
、
横
領
罪
を
解
し
て
所
有
権
侵
害
と
す
る
立
場
に
固
執
す
れ
ば
横
領
罪
で
は
な
い
。
む
し
ろ
背
任
罪

で
あ
っ
た
。
横
領
罪
の
本
質
に
忠
実
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
横
領
罪
の
規
定
に
加
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
う
か
と
言
っ
て
権

限
濫
用
説
に
立
て
ば
背
任
罪
と
も
な
ら
な
い
。
背
信
説
に
よ
る
と
き
は
じ
め
て
背
任
罪
と
し
て
説
明
で
き
る
。
一
九
三
〇
年
案
が
背
信
説

に
よ
る
背
任
罪
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
所
以
の
も
の
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。

　
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
も
、
古
く
は
背
任
罪
の
本
質
を
背
信
説
に
よ
っ
て
説
明
す
る
立
場
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
途
中
に
お

い
て
権
限
濫
用
説
が
拾
頭
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
数
次
の
改
正
案
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
翌
冬
限
用
説
が
次
第
に
本
流
を
な
し
て
来
た
と

み
て
よ
い
。
背
信
説
は
わ
ず
か
に
そ
の
一
隅
を
占
め
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
関
係
は
現
行
第
二
六
六
条
に
お
い
て
も
っ
と
端
的
に
う
か
が

え
る
。

　
第
二
六
六
条
　
故
意
に
、
法
規
、
官
庁
の
委
託
若
く
は
法
律
行
為
に
依
り
与
え
ら
れ
た
る
他
入
の
財
産
を
処
分
す
可
き
若
く
は
他
人
に

　
義
務
を
負
わ
し
む
る
驚
き
権
限
を
濫
用
し
、
又
は
法
規
、
官
庁
の
委
託
、
法
律
行
為
若
く
は
信
任
関
係
に
依
り
他
人
の
財
産
的
利
益
を

　
管
理
す
響
き
義
務
に
違
反
し
、
因
て
其
の
保
護
す
融
き
他
人
の
財
産
的
利
益
に
損
害
を
加
え
た
る
者
は
、
背
任
罪
の
故
を
以
て
軽
懲
役

　
及
罰
金
に
処
す
。
伍
ほ
公
権
剥
奪
を
併
科
す
る
こ
と
を
得
。
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@　
@　ﾖ
等
量
ぎ
場
育
に
重
て
鐘
懲
役
に
代
え
＋
年
以
下
の
重
懲
役
に
処
す
。
行
為
が
国
民
の
福
利
重
．
し
若
く
は
他
人
に
対
し
特

　　

@　

ﾉ
重
大
な
る
侵
害
を
加
え
又
は
行
為
者
が
特
に
偽
計
を
用
い
た
る
と
き
は
之
を
情
状
特
に
重
き
場
合
と
す
。
　
（
ゆ
悼
①
①
〔
d
昌
霞
Φ
二
⑦
〕

　　

@　

@　

R
①
目
く
O
憎
組
員
＝
0
7
a
①
ぎ
自
傷
自
同
O
ぼ
O
Φ
ω
卑
N
噂
び
Φ
げ
9
巳
8
『
①
鯵
》
＝
h
霞
①
α
q
o
α
Φ
円
知
Φ
o
げ
富
σ
q
Φ
ω
o
げ
鋒
↓
Φ
ぎ
σ
q
Φ
鼠
鐸
ヨ
8
し
d
Φ
2
伽
Q
－

　　

@　
ﾊ
害
Φ
こ
器
巨
Φ
ω
＜
①
§
α
σ
Q
2
N
凄
く
Φ
含
σ
q
⑦
：
量
蝕
旨
Φ
＝
巳
Φ
§
碧
く
・
6
穿
げ
§
暮
一
ω
ω
げ
§
受
。
α
・
・
げ
・
＝
ぎ

　
　
　
　
屏
憎
自
Ω
h
け
O
Φ
ω
Φ
酔
N
Φ
ρ
げ
Φ
ゲ
C
門
α
嵩
O
ゴ
①
口
》
¢
h
一
同
①
σ
q
9
国
①
O
ゴ
酔
ω
σ
q
Φ
ω
O
げ
似
｛
酔
ω
　
O
亀
Φ
円
　
Φ
一
づ
①
ω
　
日
H
Φ
＝
く
Φ
【
ゲ
似
一
け
旨
一
ω
ω
Φ
ω
　
O
げ
＝
Φ
α
Q
Φ
口
α
Φ
　
℃
h
嵩
，

　
　
　
　
O
げ
世
時
①
】
B
6
1
Φ
＜
Φ
憎
臼
“
σ
Q
Φ
昌
ω
貯
諾
N
①
ω
ω
O
跡
目
鋤
ゴ
譜
二
鵠
Φ
び
B
⑦
P
く
Φ
＝
卑
N
酔
ロ
一
日
飢
田
猟
島
⊆
H
O
げ
α
①
ヨ
℃
α
①
ω
ω
Φ
昌
ぐ
．
Φ
『
ヨ
O
σ
q
Φ
ロ
ω
ぎ
一
Φ
H
Φ
ω
ω
Φ
⇒

　
　
　
　
N
Φ
N
ロ
げ
①
け
円
Φ
β
Φ
昌
ゴ
Ω
〇
一
博
］
Z
鋤
O
ゴ
一
Φ
出
N
⊆
h
口
ひ
Q
計
≦
ヰ
島
田
①
σ
q
Φ
旨
　
d
ゴ
博
H
①
信
①
ヨ
津
○
Φ
h
鋤
5
面
昌
一
ω
＝
b
α
　
目
白
　
O
⑦
一
Q
ω
酔
H
Ω
Q
h
Φ
　
ゴ
Φ
ω
酔
【
鋤
津
・

　
　
　
　
］
9
曽
昌
Φ
げ
Φ
昌
閃
餌
昌
ゆ
　
鋤
餌
h
＜
Φ
同
一
q
ω
一
且
Φ
『
　
げ
熔
目
α
Q
Φ
【
一
一
〇
げ
①
口
　
国
げ
【
Φ
b
円
①
O
ず
酔
①
①
円
吋
二
ρ
口
昌
一
　
≦
Φ
H
傷
Φ
昌
・

　
　
　
　
　
　
H
昌
び
Φ
ω
O
口
α
Φ
【
ω
ω
O
ず
♂
く
①
円
①
口
留
鋤
一
一
Φ
コ
一
円
一
口
鋤
＝
傷
一
Φ
ω
酔
Φ
＝
Φ
自
Φ
円
（
Ψ
①
h
鉱
コ
α
q
ロ
一
ω
ω
一
門
Ω
Ω
h
Φ
N
二
〇
7
け
ゴ
鋤
q
ω
び
一
ω
N
β
N
Φ
げ
⇒
｝
騨
げ
円
Φ
旨
●
切
一
コ

　
　
　
　
ぴ
①
ω
。
巳
Φ
笏
ω
9
壽
お
門
聞
巴
＝
δ
α
q
二
器
げ
Φ
ω
。
邑
Φ
8
畠
8
〈
・
♪
タ
．
Φ
目
象
①
目
。
。
什
9
ω
を
。
三
α
①
。
・
＜
。
一
塁
ω
σ
q
Φ
ω
9
巴
哩

　
　
　
　
O
α
Φ
円
Φ
一
昌
①
嵩
二
〇
コ
α
⑦
『
Φ
コ
　
げ
Φ
ω
O
昌
山
①
目
ω
σ
Q
『
O
ω
ω
Φ
コ
ω
O
財
鋒
。
亀
Φ
昌
N
二
『
閃
O
一
α
q
Φ
σ
q
Φ
げ
餌
げ
齢
ゴ
鋤
叶
○
自
Φ
円
α
①
『
　
］
り
四
一
Φ
門
げ
Φ
O
コ
ω
α
Φ
『
ω
国
門
σ
Q
＝
ω
ユ
ひ
q

　
　
　
　
σ
q
①
ゴ
鋤
づ
畠
①
一
↓
　
げ
①
廿
）

　
　
　
　
こ
の
第
二
六
六
条
に
お
い
て
、
第
一
項
前
段
が
権
限
濫
用
説
に
よ
る
も
の
で
あ
り
そ
の
後
段
が
背
信
説
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
億
明

　
　
　
ら
か
で
あ
る
。
シ
ェ
ン
ケ
ー
ー
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
も
第
二
六
六
条
を
解
釈
し
て
、
　
「
背
任
罪
に
は
二
つ
の
構
成
要
件
が
存
在
す
る
。
す
な
わ

　
　
　
ち
、
権
限
濫
用
的
構
成
要
件
（
露
一
ω
ω
げ
叫
9
の
0
6
げ
ω
一
⑳
仲
げ
¢
ω
峠
①
コ
山
）
と
背
信
的
構
成
要
件
　
（
日
お
昌
≡
。
げ
ω
酔
舞
σ
Φ
ω
山
口
α
）
　
と
が
相
互
に
対
立

　
　
　
す
る
。
そ
こ
で
そ
の
い
ず
れ
が
存
在
す
る
か
の
問
題
は
重
要
で
あ
っ
て
無
視
で
き
な
い
」
と
い
う
。
こ
こ
で
も
権
限
濫
用
的
構
成
要
件
が

説　
　
　
ま
ず
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。

論
　
　
　
　
と
こ
ろ
が
、
一
九
五
九
年
刑
法
各
則
草
案
第
二
六
九
条
お
よ
び
一
九
六
〇
年
同
案
第
二
六
三
条
を
み
る
と
き
は
、
そ
の
事
情
が
一
変
し
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て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

論　
　
　
第
二
六
九
条
（
一
九
五
九
年
草
案
）

論　
　
　
（
一
）
　
次
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

　
　
　
1
　
法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
機
関
と
し
て
ま
た
は
そ
の
機
関
の
構
成
員
と
し
て
、
後
見
人
、
遺
言
執
行
人
、
管
財
人
、
受
託
者
と
し

　
　
　
て
、
ま
た
は
、
そ
の
他
、
法
律
、
官
庁
の
委
任
ま
た
は
法
律
行
為
に
よ
り
、
他
人
の
財
産
を
管
理
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ
、
ま
た
は
、

　
　
　
2
　
そ
の
よ
う
な
財
産
管
理
の
監
視
を
委
託
さ
れ
、
そ
し
て
管
理
ま
た
は
監
視
を
義
務
に
違
反
す
る
方
法
で
行
う
こ
と
に
よ
り
、
他
人

　
　
　
に
対
し
、
そ
れ
と
知
っ
て
、
財
産
上
の
不
利
益
を
加
え
た
者
は
、
三
年
以
下
の
軽
懲
役
ま
た
は
拘
留
に
処
す
る
。

　
　
　
（
二
）
　
そ
の
他
、
法
律
行
為
の
締
結
に
よ
り
他
人
の
財
産
事
務
を
そ
の
他
人
の
た
め
に
処
理
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ
、
そ
し
て
、
財
産

　
　
上
の
利
益
を
入
手
し
ま
た
は
第
三
者
に
供
与
し
ま
た
は
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
自
己
が
そ
の
よ
う
な
事
務
を
処
理
す
る
た
め

　
　
ま
た
は
そ
の
処
理
に
際
し
て
得
た
手
段
ま
た
は
物
件
を
義
務
に
違
反
す
る
方
法
で
処
分
し
ま
た
は
自
己
に
委
任
さ
れ
た
仕
事
を
そ
の
他

　
　
義
務
に
違
反
す
る
方
法
で
行
う
こ
と
に
よ
り
、
他
人
に
対
し
、
そ
れ
と
知
っ
て
、
財
産
上
の
不
利
益
を
加
え
た
者
も
、
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
（
三
）
　
第
二
四
七
条
は
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

　
　
第
二
六
三
条
（
一
九
六
〇
年
草
案
）

　
　
　
（
一
）
　
次
の
者
、
す
な
わ
ち
、

　
　
　
1
　
他
人
の
財
産
を
、

　
　
　
　
（
イ
）
　
法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
機
関
と
し
て
ま
た
は
そ
の
機
関
の
構
成
員
と
し
て
、

　
　
　
　
（
ロ
）
　
後
見
人
、
保
佐
人
、
遺
言
執
行
人
、
遺
言
管
理
人
、
管
財
人
ま
た
は
受
託
者
と
し
て
、
ま
た
は
、

　
　
　
　
（
ハ
）
　
そ
の
他
、
法
律
、
官
庁
の
委
任
ま
た
は
法
律
行
為
に
よ
り
、
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管
理
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ
、

　
　
　
2
　
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
な
財
産
管
理
の
監
視
を
委
託
さ
れ
、

　
　
　
　
そ
し
て
管
理
ま
た
は
監
視
を
義
務
に
違
反
す
る
方
法
で
行
う
こ
と
に
よ
り
、
他
人
に
対
し
、
こ
と
さ
ら
に
ま
た
そ
れ
と
知
っ
て
、
財

　
　
　
産
上
の
不
利
益
を
加
え
た
者
は
、
三
年
以
下
の
軽
懲
役
ま
た
は
拘
留
に
処
す
る
。

　
　
　
（
二
）
　
そ
の
他
、
法
律
行
為
の
締
結
に
よ
り
他
人
の
財
産
事
務
を
そ
の
他
人
の
た
め
に
処
理
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ
、
そ
し
て
、
こ
れ

　
　
　
に
対
し
次
の
こ
と
を
行
っ
た
者
も
、
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
1
　
自
己
が
そ
の
よ
う
な
事
を
処
理
す
る
た
め
ま
た
は
こ
れ
を
処
理
す
る
に
際
し
て
得
た
手
段
ま
た
は
物
件
を
義
務
に
違
反
す
る
方
法

　
　
　
で
処
分
し
ま
た
は
自
己
に
委
任
さ
れ
た
仕
事
を
そ
の
他
義
務
に
違
反
す
る
方
法
で
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
と
さ
ら
に
、
財
産
上
の
不
利

　
　
　
益
を
加
え
る
こ
と
、
ま
た
は
、

　
　
　
2
　
そ
の
よ
う
な
行
為
に
よ
り
、
そ
れ
と
知
っ
て
、
み
ず
か
ら
利
益
を
得
ま
た
は
第
三
者
に
利
益
を
得
さ
せ
る
た
め
に
、
財
産
上
の
不

　
　
　
利
益
を
加
え
る
こ
と
。

　
　
　
（
三
）
　
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
は
、
委
託
の
基
礎
と
な
る
法
的
行
為
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
も
、
こ
れ
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
（
四
）
　
第
二
四
一
条
は
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
二
つ
の
条
文
に
徴
す
る
と
き
、
背
任
罪
は
い
ず
れ
も
財
産
管
理
義
務
の
侵
害
お
よ
び
財
産
処
理
義
務
の
侵
害
と
し
て
構
成
さ
れ

　
　
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
背
信
説
に
よ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
は
つ
い
に
権
限
濫
用
説
は
全
く
姿
を
没
し
て
し
ま
つ

　
　
た
。
ド
イ
ツ
刑
法
の
こ
の
推
移
に
は
興
味
の
つ
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
現
在
の
と
こ

説　
　
う
ま
だ
詳
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
或
は
学
説
と
し
て
だ
ん
だ
ん
と
背
信
説
が
有
力
に
な
っ
て
来
た
反
映
と
み
て
よ
い
の
で
は
あ
る

論　
　
ま
い
か
。
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そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
大
胆
な
推
測
を
裏
付
け
る
資
料
の
一
つ
と
し
て
、
最
近
の
立
法
例
を
顧
み
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
チ
ェ
コ
ス
ロ

説　
　
バ
キ
ァ
刑
法
（
一
九
五
〇
年
）
第
二
五
三
条
は
、
他
人
の
財
産
を
管
理
す
る
義
務
（
題
一
一
〇
簿
堵
蹄
Φ
ヨ
α
Φ
。
・
＜
虫
目
α
σ
Q
Φ
昌
N
ロ
び
Φ
霞
Φ
器
口

論　
o
学
田
N
自
く
Φ
；
、
巴
8
旨
）
の
侵
害
を
背
任
罪
と
な
し
、
或
い
は
ギ
リ
シ
ャ
刑
法
（
一
九
五
〇
年
）
第
三
九
〇
条
は
、
同
じ
く
他
人
の
財
産

　
　
管
理
義
務
の
侵
害
（
≦
Φ
円
く
。
『
ω
馨
N
＝
o
げ
〇
二
ρ
ω
ぐ
Φ
目
ヨ
α
σ
q
①
ロ
Φ
ぎ
Φ
。
。
鋤
コ
ゆ
①
屈
①
P
、
傷
Φ
ω
ω
①
ゆ
O
げ
ω
o
【
α
q
①
α
強
く
Φ
【
≦
巴
ε
昌
σ
q
ぎ
ヨ
…
：
…
．

　
　
…
…
o
ぼ
一
Φ
ひ
Q
計
げ
Φ
ω
。
冨
餌
戯
梓
一
…
…
…
…
…
）
　
に
そ
の
本
質
を
求
め
て
い
る
。
た
だ
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
刑
法
（
一
九
五
一
年
）
第
二
六
〇

　
条
は
、
依
然
と
し
て
、
背
信
説
と
権
限
濫
用
説
の
二
つ
に
立
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
犯
罪
の
種
類
と
し
て
く
①
暮
養
ロ
Φ
昌
ω
ヨ
尻
叩

　
ぴ
鑓
詫
び
　
と
よ
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
権
限
濫
用
の
底
に
や
は
り
背
信
的
な
も
の
を
み
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
で

　
あ
れ
ば
や
は
り
背
信
説
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
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二
　
背
信
説
と
権
限
濫
用
説
と
の
対
立

　
一
　
こ
の
よ
う
に
立
法
の
趨
勢
は
、
背
信
説
の
優
位
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。
し
か
し
、
　
一
ロ
に
背
信
説
と
い
っ
て
も
、
す
で
に
述
べ
た

ご
と
く
、
た
ん
に
信
任
関
係
と
い
う
ご
と
き
漠
然
と
し
た
概
念
を
内
容
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
も
っ
と
こ
れ
を
厳
し
く
制
限
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
内
容
的
に
は
、
背
信
説
と
権
限
濫
用
説
と
は
か
な
り
近
づ
き
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
差
異
が
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
だ
が
、
主
観
的
な
信
任
関
係
が
な
く
と
も
客
観
的
に
信
任
関
係
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
背
信
説
は
背
任
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る

限
り
に
お
い
て
、
や
は
り
権
限
濫
用
説
と
は
異
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
背
信
説
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
が
判
例
と
し
て
採
用
し
て
来
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
連
邦
裁
判
所
説
（
ヵ
①
ぎ
ゴ
ω
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

σ
⇔
Φ
ユ
。
鐸
ω
島
8
二
Φ
）
　
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
レ
オ
ポ
ル
ド
は
「
通
説
は
債
権
債
務
の
関
係
一
般
は
民
事
賀
任
の
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
第
二
六
六
条
に
掲
げ
ら
れ
た
関
係
は
他
の
特
別
な
も
の
即
ち
行
為
者
の
特
別
な
誠
実
義
務
が
特
徴
的
で



論説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
三
）

あ
る
。
こ
の
要
素
が
他
の
債
権
債
務
の
関
係
と
異
ら
し
め
刑
法
的
保
護
を
必
要
と
す
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
関
係
あ
る
ド
イ
ツ
の
判
例

い
く
つ
か
を
み
て
み
よ
う
。
　
「
刑
法
第
二
六
六
条
第
二
号
の
刑
罰
規
定
の
本
質
的
な
も
の
は
背
信
（
＜
Φ
『
齢
目
①
＝
①
昌
ω
σ
N
q
O
ゴ
）
で
あ
り
、
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゾ

理
人
に
課
せ
ら
れ
た
特
別
の
誠
実
義
務
の
侵
害
で
あ
る
」
。
　
「
刑
法
第
二
六
六
条
第
二
号
の
背
任
罪
の
構
成
要
件
に
ぞ
く
す
る
代
理
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

い
う
概
念
は
民
法
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
故
民
法
第
一
六
四
条
の
意
義
に
お
け
る
代
理
権
は
前
提
と
は
な
ら
な
い
」
。
「
行
為

者
が
委
託
者
の
財
産
を
事
実
的
あ
る
い
は
法
律
的
に
処
分
し
う
る
信
頼
的
な
い
し
権
限
的
地
位
を
有
す
る
な
ら
ば
、
背
任
罪
の
規
定
に
よ

っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
信
義
誠
実
の
関
係
　
（
日
お
円
く
Φ
｝
蝕
＃
三
ω
）
　
は
そ
の
法
的
関
係
を
民
法
的
に
構
成
す
る
ま
で
も
な
く
存
在
す

（
六
）

る
」
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
背
信
説
に
よ
れ
ば
、
背
任
行
為
は
、
権
限
濫
用
説
の
ご
と
く
法
律
行
為
に
限
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
事
実
行
為

で
あ
っ
て
も
足
り
る
。
要
す
る
に
、
信
義
誠
実
の
原
則
か
ら
認
め
ら
れ
る
信
任
関
係
が
基
礎
と
な
り
、
そ
の
信
任
関
係
に
違
反
し
た
か
ど

う
か
に
重
点
が
お
か
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
’
」
）
　
　
　
　
　
（
八
）
　
　
　
　
　
　
　
へ
九
）
　
　
　
　
　
（
一
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
（
一
｛
）

　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
背
信
説
の
提
唱
者
と
し
て
は
、
ア
ン
モ
ン
、
ダ
ー
ム
、
H
・
マ
イ
エ
ル
、
テ
ィ
ー
ス
、
ツ
ォ
ー
ラ
ー
な
ど
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
（
一
）
　
た
と
え
ば
、
幻
O
◎
し
d
F
ω
’
ω
．
D
c
。
ω
一
幻
○
●
ロ
ロ
“
．
刈
一
ω
’
ω
ω
貸
国
O
●
し
d
傷
．
一
9
ω
・
ω
ム
ω
一
閑
○
’
b
d
μ
曽
曵
一
Q
D
’
一
ム
ご
幻
○
．
ロ
d
匹
・
ω
N
・
ψ
ω
9
即
O
．

　
　
　
し
d
山
・
ω
一
ω
．
ω
①
ω
　
カ
O
．
じ
コ
侮
●
伊
c
o
一
ω
．
ω
虫

　
　
　
　
く
σ
q
r
ピ
①
o
O
o
乙
”
o
P
9
；
o
り
・
誌

（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

（
六
）

い
Φ
o
O
o
一
9
0
℃
．
o
算
」
ω
・
ゴ

幻
ρ
し
d
畠
・
ω
o
・
．
Q
D
・
ω
①
ω

即
○
．
b
d
α
’
①
ご
ω
南
ω
O

即
O
●
切
9
①
ω
一
Q
o
．
ム
0
鼻
＼
刈
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論説
　
（
七
）
　
〉
ヨ
ヨ
o
p
O
℃
．
9
け

　
（
八
）
　
U
①
げ
ヨ
一
d
嵩
貫
Φ
信
ρ
U
9
ω
囚
。
ヨ
ヨ
①
口
α
Φ
α
①
暮
ω
o
ゴ
Φ
ω
貫
目
蹄
①
。
げ
ゴ
げ
①
ω
・
↓
①
芦
N
・
〉
透
目
・
”
お
ω
9
ω
・
茸
切

　
（
九
）
　
国
．
ζ
蝉
団
①
5
0
℃
●
9
甘
こ
q
D
・
蔦
一
h
・

　
（
一
〇
）
　
↓
冨
。
・
”
U
幽
し
d
㊦
〈
o
＝
ヨ
似
。
げ
江
σ
q
8
昌
q
p
貫
①
信
①
傷
①
の
ゆ
冑
①
〉
σ
ω
●
一
N
篤
h
●
D
ω
一
〇
b
u
呂
律
9
ω
o
p
住
Φ
【
2
尊
u
Φ
巳
。
す
一
魯
江
α
q
二
p
σ
Q
自
Φ
『

　
　
　
国
昌
ぼ
≦
曽
ほ
Φ
u
Q
D
一
『
・
》
げ
げ
；
国
Φ
津
ω
O
評
　
一
⑩
ω
9
　
ψ
N
ω
頃
．

　
（
三
）
N
。
＝
①
5
。
p
9
け
ご
q
∩
’
ゴ

　
ニ
　
背
信
説
に
対
し
て
は
、
し
か
し
、
権
限
濫
用
説
を
採
る
立
場
か
ら
な
り
手
痛
い
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
一
に
、
権
限
濫
用
説
に
よ
れ
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
授
権
者
の
財
産
を
処
分
し
た
ば
あ
い
に
お
い

て
の
み
背
任
罪
が
成
立
す
る
。
も
し
権
限
を
踊
越
し
て
（
毒
け
2
d
σ
巽
ω
畠
Φ
ユ
ε
轟
ω
Φ
ヨ
Φ
円
ζ
9
。
耳
）
　
処
分
行
為
に
出
れ
ば
、
背
任

罪
で
ば
な
く
横
領
罪
を
構
成
す
る
に
と
ど
ま
牟
だ
か
ら
背
任
罪
の
成
否
を
決
定
す
べ
き
標
準
は
極
め
て
明
瞭
で
あ
っ
て
・
そ
の
権
限
に

基
か
な
い
行
為
に
出
れ
ば
背
任
行
為
た
る
本
質
を
失
う
。
そ
れ
は
ま
た
背
任
罪
と
横
領
罪
と
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
に
も
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
背
信
説
に
よ
れ
ば
、
背
信
行
為
か
ど
う
か
の
標
準
は
信
義
誠
実
と
い
う
あ
い
ま
い
な
標
準
に
依
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の

限
界
線
は
不
明
確
で
あ
り
、
権
限
に
．
基
く
法
律
行
為
的
な
処
分
行
為
の
み
な
ら
ず
純
粋
の
事
実
行
為
も
背
任
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
ニ
ノ

に
な
る
。
た
と
え
ば
、
レ
オ
ポ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
本
人
の
財
産
を
領
得
し
或
い
は
こ
れ
を
殼
損
す
る
と
い
う
よ
う
な
行
為
も
背
任
罪
に
問

　
　
ハ
　
き

わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
背
任
罪
と
横
領
罪
と
の
区
別
も
明
確
を
欠
く
。

　
こ
の
墨
黒
が
、
背
信
説
に
立
つ
と
き
背
任
罪
の
限
界
が
か
な
り
あ
い
ま
い
な
こ
と
を
非
難
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
十
分
傾
聴

に
価
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
直
ち
に
権
限
濫
用
説
な
い
し
は
代
理
権
濫
用
説
に
左
祖
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
蓋
し
、
そ

ご
で
は
、
つ
ね
に
代
理
権
の
存
在
を
前
提
と
す
る
の
で
、
後
見
監
督
人
や
会
社
の
監
査
役
の
ご
と
く
代
理
権
を
認
め
え
な
い
と
こ
ろ
で
は
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背
任
罪
は
成
立
し
え
な
い
し
、
ま
た
、
代
理
権
を
蹄
越
し
た
ば
あ
い
或
は
代
理
権
消
滅
後
も
背
任
罪
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

　
　
の
み
な
ら
ず
、
権
限
濫
用
説
や
代
理
権
濫
用
説
は
、
権
限
な
い
し
代
理
権
を
前
提
と
し
て
そ
れ
に
基
く
法
律
行
為
に
つ
い
て
の
み
背
任
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
ね

　
　
を
認
め
事
実
行
為
は
背
任
罪
を
構
成
せ
ず
、
更
に
不
作
為
に
よ
る
背
任
行
為
を
考
え
な
い
が
、
そ
れ
で
は
背
任
行
為
の
少
か
ら
ざ
る
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
を
可
罰
性
の
外
に
お
く
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
滝
川
博
士
は
、
か
っ
て
、
背
任
罪
を
除
く
以
外
の
財
産
罪
は
原
則
と
し
て
財
物
の
侵

　
　
害
を
本
質
と
す
る
。
こ
れ
に
反
し
背
任
罪
は
財
物
に
対
す
る
よ
り
も
、
権
利
に
対
す
る
犯
罪
で
あ
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
財
産
は
次
第
に

　
　
財
物
か
ら
紙
上
の
権
利
に
転
化
し
つ
つ
あ
る
の
が
現
代
で
あ
る
…
…
財
産
が
財
物
か
ら
紙
上
の
権
利
に
移
り
行
く
傾
向
は
、
今
後
益
々
背

　
　
任
罪
が
盛
に
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
斯
か
る
現
状
に
即
し
て
背
任
罪
の
地
位
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
横
領
罪
の

　
　
補
足
と
見
る
見
解
は
時
代
を
理
解
し
な
い
架
空
論
で
あ
る
こ
と
が
直
に
わ
か
る
。
刑
事
立
法
が
可
罰
価
値
あ
る
行
為
を
洩
れ
な
く
規
定
す

　
　
る
こ
と
、
及
び
各
犯
罪
の
概
念
が
明
確
で
あ
り
、
犯
罪
間
に
凝
然
た
る
区
別
あ
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
…
…
こ
の
立
場
か
ら
い
う
て
も
既

　
　
に
刑
法
に
認
め
ら
れ
て
居
る
背
任
罪
を
横
領
罪
等
の
伝
統
的
犯
罪
か
ら
切
離
し
、
対
等
の
地
位
を
も
つ
犯
罪
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
極

　
　
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
背
任
罪
の
規
定
を
横
領
罪
等
の
特
別
規
定
と
見
る
解
釈
は
排
斥
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
背
任
罪

　
　
に
独
立
対
等
の
地
位
を
与
え
る
に
は
、
従
来
の
信
義
破
壊
説
よ
り
も
、
権
限
濫
用
説
が
遙
か
に
優
れ
て
い
る
」
と
論
じ
ら
れ
た
。
犯
罪
概

　
　
念
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
よ
し
と
し
て
も
、
権
限
濫
用
説
は
以
上
の
ご
と
く
「
可
罰
価
値
あ
る
行
為
を
洩
れ
な
く
規
定
す
る
こ
と
」
に
は

　
　
な
ら
な
い
。
要
は
、
背
任
罪
の
本
質
に
つ
い
て
は
背
信
説
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
た
だ
、
背
任
罪
の
成
否
を
問
う
に
あ
た
り
誠
実
義
務
に

　
　
違
反
し
た
す
べ
て
の
行
為
を
背
任
罪
と
す
る
こ
と
な
く
そ
こ
に
一
定
の
厳
格
な
ワ
ク
を
探
し
出
せ
ば
足
り
る
。
わ
れ
わ
れ
の
提
唱
は
ま
た

　
　
そ
う
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。

説　
　
第
二
の
非
難
は
、
代
理
権
の
発
生
は
委
任
そ
の
他
の
契
約
関
係
を
前
提
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
背
信
説
が
信
任
関
係
と
い
う

論　
　
対
内
関
係
を
前
提
と
す
る
限
り
、
本
人
と
代
理
人
と
の
間
に
も
つ
ね
に
委
任
・
雇
傭
と
い
う
よ
う
な
契
約
関
係
の
存
在
を
必
要
と
す
る
は
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舜ム
li冊 説

ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
「
し
ば
し
ば
代
理
契
約
（
＜
o
昌
日
9
。
o
窪
ω
＜
Φ
円
霞
鋤
α
Q
）
と
い
う
こ
と
を
い
う
が
そ
れ
は
不
正
確
で
あ
り
、
そ
こ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

代
理
の
基
礎
と
な
っ
た
債
権
契
約
が
考
え
ら
れ
て
い
る
」
だ
け
で
あ
っ
て
、
本
人
と
代
理
人
と
の
対
内
関
係
と
は
観
念
上
区
別
さ
れ
た
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
り

立
の
地
位
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
背
信
説
に
よ
っ
て
は
、
代
理
人
の
背
任
行
為
を
説
明
で
き
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ソ
刑

法
第
二
六
⊥
聖
誕
第
三
号
の
ば
あ
い
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
は
誠
実
義
務
を
負
わ
し
む
べ
き
関
係
が
な
い
の
で
背
任
罪
を
認
め
え
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
り

に
も
な
る
。
だ
が
こ
の
批
判
は
、
信
任
関
係
が
主
観
的
な
契
約
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
と
考
え
る
誤
謬
に
根
差
し
て
い
る
。
信
任
関
係

は
客
観
的
に
も
認
め
ら
れ
う
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
例
え
ば
貨
物
引
換
証
の
所
持
人
と
運
送
人
と
の
間
の
ご
と
く
、
主

観
的
な
委
託
関
係
の
ば
あ
い
で
あ
っ
て
も
、
信
義
則
上
客
観
的
に
信
任
関
係
を
認
め
う
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
わ
が
大
審
院
の
判
例
に
お
い

て
も
そ
の
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
が
あ
．
た
（
大
判
昭
三
年
五
月
一
日
刑
集
七
巻
三
一
一
頁
）
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ク
の
非
讐
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
測

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
こ

量
人
、
仲
立
人
等
も
そ
の
職
務
か
ら
み
て
信
義
則
上
信
任
関
係
を
認
め
る
に
足
る
。
フ
ラ
ン
ク
は
、
信
任
関
係
が
と
く
に
法
律
の
規
定
ま

た
は
法
律
行
為
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
と
考
え
た
と
こ
ろ
に
誤
り
を
犯
し
て
い
た
。
ま
た
同
じ
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
代
理
人
と
本
人

と
の
間
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
委
任
そ
の
他
の
契
約
関
係
か
ら
独
立
の
も
の
で
あ
れ
、
客
観
的
に
は
や
は
り
信
任
関
係
を
認
め
う
る
。
い

な
む
し
ろ
、
代
理
権
濫
用
の
観
念
は
信
任
関
係
の
存
在
を
前
提
と
し
な
く
て
は
説
明
し
え
な
い
。
蓋
し
代
理
権
濫
用
の
観
念
は
、
本
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

代
理
人
と
の
間
に
お
い
て
信
任
関
係
に
基
く
許
容
さ
れ
た
範
囲
を
距
越
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
休
信
任
関
係
を
前

提
と
し
な
い
で
代
理
権
濫
用
と
い
う
こ
と
を
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ナ
チ
ス
刑
法
改
正
委
員
会
が
、
第
二
読
会

に
お
い
て
、
権
限
濫
用
に
よ
る
処
分
は
誠
実
義
務
違
反
の
ば
あ
い
に
の
み
背
任
罪
と
な
る
と
な
し
た
こ
と
は
正
し
い
。
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（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

、
幽
】
W
一
昌
“
一
づ
σ
q
”
o
P
9
一
ご
ω
．
ω
Φ
ざ
U
Φ
o
℃
o
乙
》
o
℃
。
o
一
～
Q
D
●
一
Q
o
…
O
一
ω
ゴ
四
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ω
①
戸
o
P
9
～
ω
ム
轟
ω
N

ピ
Φ
o
O
巳
9
0
℃
●
o
詳
ご
ω
・
一
c
Q

た
と
え
ば
、
不
正
競
業
に
よ
り
自
己
の
会
社
に
損
害
を
与
え
た
ば
あ
い
或
は
家
屋
管
理
人
が
無
償
で
家
屋
を
他
人
に
貸
し
た
ば
あ
い
な
ど
。

蓋
し
燈
の
濫
用
は
権
限
の
行
使
を
前
提
と
し
権
限
の
行
使
は
作
為
に
よ
．
て
の
み
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
江
家
・
前
掲
一
二
一
頁
参
照
）
．
そ
こ
で
故

　
　
　
意
に
上
訴
期
間
を
徒
過
し
た
ば
あ
い
は
権
限
の
濫
用
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
シ
ェ
ン
ケ
ー
ー
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
上
訴
期
間
を
徒
過

　
　
　
し
た
ば
あ
い
を
権
限
濫
用
に
よ
る
背
任
行
為
と
み
て
い
る
（
＜
σ
q
一
ご
匂
り
。
ゴ
9
民
①
1
ω
。
訂
。
旨
き
0
7
。
罫
㏄
・
Φ
畏
）
。

（
六
）
　
同
旨
・
江
家
・
前
掲
＝
一
五
頁
Q

（
七
）
　
滝
川
・
前
掲
「
民
商
」
一
四
頁
。

（
八
）
　
い
①
o
℃
o
置
噌
o
P
9
け
ご
ω
ニ
ム

（
九
）
　
切
一
p
ら
冒
o
q
”
o
b
・
9
辞
ご
o
D
顧
ω
①
刈
噛
U
同
ρ
。
ゴ
①
帥
ヨ
’
2
）
．
9
θ
・
”
ピ
⑦
o
℃
o
匡
”
o
℃
．
」
〇
一
ご
ω
・
茸
…
O
一
ω
ゴ
。
‘
ω
Φ
p
o
宰
9
け
ご
Q
o
．
式
ω
N

（
一
〇
）
　
団
【
Ω
。
旨
ぎ
。
娼
・
9
f
q
n
①
B

（
一
一
）
　
同
旨
・
江
家
・
前
掲
一
二
八
頁
。

（
一
二
）
　
江
家
・
前
掲
一
二
七
頁
以
下
参
照
。
シ
ェ
ン
ケ
ー
ー
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
も
権
限
濫
用
説
に
よ
る
背
任
行
為
に
つ
き
、
内
部
関
係
か
ら
生
じ
る
義
務
に
違

　
　
　
反
す
6
（
一
ヨ
箋
乙
Φ
房
O
；
。
げ
N
ロ
O
Φ
⇒
℃
島
。
ヨ
①
昌
四
二
ω
自
Φ
∋
二
段
①
p
〈
①
昌
巴
ヨ
冨
ω
、
Φ
ゴ
Φ
p
）
ば
あ
い
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た

　
　
　
（
ω
o
ゴ
9
貯
①
1
ω
o
冨
＆
①
♪
o
娼
●
9
f
ω
．
④
④
ω
h
・
）
Q

　
　
　
三
　
以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
繰
り
返
し
て
強
調
し
て
お
け
ば
、
背
任
罪
は
背
信
説
に
よ
っ
て
当
事
者
間
の
信
任
関
係
を
侵
害
す
る
犯

説　
　
罪
と
み
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
権
限
濫
用
説
の
欠
陥
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
処
罰
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
い
く
つ
か
の
事
例
を
無

仏
珊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⊃
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三

　
　
辛
し
て
し
ま
う
結
果
と
な
る
。
ツ
ォ
ー
ラ
ー
の
説
く
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
ド
イ
ツ
判
例
を
渉
猟
し
つ
つ
そ
の
点
を
う
か
が
っ
、
て
お
こ
う
。
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諭 説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
第
一
に
、
純
粋
に
民
法
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
代
理
権
の
授
受
は
観
念
的
に
契
約
と
別
の
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
契
約
関
係
の
直
接
の
効

　
　
　
　
　
　
　
へ
四
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
互

果
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
判
例
は
、
財
産
法
上
の
代
理
権
を
間
接
に
法
律
の
効
果
と
認
め
、
法
人
の
代
表
者
の
背
任
罪
を
認
め
て

い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
こ
に
民
法
上
の
代
理
権
が
存
在
す
れ
ば
足
り
そ
れ
が
必
ず
し
も
契
約
に
基
く
必
要
は
な
か
っ
た
。
同
種
の
判

　
　
　
　
へ
　
　

例
は
数
多
い
。

　
第
二
に
、
仲
買
人
・
問
屋
或
い
は
債
権
取
立
人
の
ご
と
く
、
第
三
者
と
自
己
の
名
前
を
も
っ
て
行
為
す
べ
き
間
接
代
理
人
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヒ
　

も
、
背
任
罪
の
成
立
を
否
定
で
、
き
な
い
。
代
理
権
濫
用
説
は
こ
れ
を
ど
う
説
明
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
三
に
、
ド
イ
ツ
の
判
例
は
こ
う
い
う
、
　
「
公
務
員
は
そ
の
国
法
的
性
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
個
々
の
ば
あ
い
に
国
ま
た
は
公
共
団
体
の

代
理
人
た
る
特
性
を
有
す
る
。
公
務
員
と
は
授
権
契
約
の
締
結
の
な
い
こ
と
、
民
法
に
規
定
さ
れ
た
形
式
か
ら
み
れ
ば
法
律
行
為
を
な
す

べ
く
委
任
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
刑
法
第
二
六
六
条
第
二
号
の
意
義
に
お
い
て
代
理
人
と
は
本

人
の
た
め
の
法
律
行
為
が
委
ね
ら
れ
本
人
の
名
に
お
け
る
処
分
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
人
の
こ
と
で
あ
っ
て
…
…
、
そ
れ
は
法
律
行
為
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

そ
の
公
務
員
の
権
利
義
務
に
ぞ
く
す
る
ば
あ
い
に
は
認
め
ら
れ
る
」
。
い
い
か
え
れ
ば
、
処
分
権
は
公
法
に
基
い
て
も
認
め
ら
れ
う
る
。

た
と
え
ば
乗
車
券
発
売
係
、
鉄
道
貨
物
取
扱
人
、
執
行
吏
な
ど
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　

　
第
四
に
、
た
と
え
ば
法
定
代
理
人
の
同
意
を
得
な
い
未
成
年
者
と
い
え
ど
も
、
第
三
者
に
対
し
て
は
代
理
権
を
有
し
う
る
が
、
そ
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

礎
と
な
る
べ
き
本
人
と
の
間
の
主
観
的
な
信
任
関
係
は
法
定
代
理
人
の
同
意
を
得
な
い
た
め
無
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
信
任
関
係
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

民
法
的
に
有
効
か
否
か
は
全
く
公
序
良
俗
に
違
反
し
強
行
法
規
に
反
す
る
ば
あ
い
に
も
、
刑
法
に
い
う
代
理
人
た
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ご

事
実
上
処
分
権
が
与
え
ら
れ
て
お
り
さ
え
ず
れ
ば
足
り
る
。

　
第
五
に
、
そ
れ
以
上
に
、
事
実
上
の
処
分
，
権
が
な
く
と
も
、
そ
こ
に
信
任
関
係
さ
え
あ
れ
ば
背
任
罪
は
成
立
す
る
。
た
と
え
ば
、
有
効
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な
代
理
権
が
あ
っ
た
が
後
に
こ
れ
が
撤
回
さ
れ
た
ば
あ
い
の
ご
と
し
。
代
理
権
が
撤
回
さ
れ
た
以
上
、
第
三
者
に
対
し
て
は
も
は
や
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
と
い
え
な
く
と
も
、
当
事
者
間
に
お
い
て
は
、
民
法
上
の
拘
束
関
係
が
存
在
す
る
限
り
、
や
は
り
代
理
人
と
い
い
う
る
。
そ
こ
で
、
第

二
六
六
条
第
二
号
の
誠
実
義
務
は
、
事
実
上
成
立
す
る
信
頼
関
係
で
あ
っ
て
代
理
権
が
民
法
上
有
効
か
ど
う
か
に
は
関
係
の
な
い
義
務
で

　
（
一
五
）

あ
る
。

　
第
六
に
、
そ
こ
で
、
　
「
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
六
六
条
第
二
号
の
背
任
罪
の
構
成
要
件
要
素
と
し
て
の
代
理
人
と
い
う
概
念
は
、
民
法
に
由

来
す
る
も
の
で
は
な
く
ま
た
民
法
第
一
六
四
条
の
意
義
に
お
け
る
代
理
権
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
代
理
人
と
い
う
観
念
は
刑
法

的
な
も
の
で
あ
り
刑
法
第
二
六
六
条
の
規
定
か
ら
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
事
実
上
存
在
す
る
信
頼
関
係
に
根
差
す
義
務
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ハ
　

れ
義
民
法
上
の
代
理
権
そ
の
他
基
礎
に
あ
る
法
律
関
係
か
ら
独
立
し
た
義
務
が
標
準
と
な
る
」
。
そ
こ
で
、
本
来
の
代
理
人
が
そ
の
代
理

権
を
委
託
者
の
同
意
を
得
て
補
助
者
に
委
ね
た
ば
あ
い
に
は
、
委
託
者
に
対
し
代
理
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
　
「
か
く
の
ご
と
き
指
導
的
地

位
に
あ
る
使
用
人
が
、
本
質
的
に
自
己
の
決
意
に
し
た
が
っ
て
営
業
全
体
を
独
立
に
営
む
べ
く
任
命
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

用
人
は
営
業
主
に
代
っ
て
顧
客
の
財
産
を
事
実
上
処
分
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
。

論説

（
一
）

（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

（
六
）

代
理
権
濫
用
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
　
山
●
ζ
ミ
。
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●
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け
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Φ
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一
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q
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諭説

（
七
）

Ol⊃〇二⊃二⊃二＝二⊃（（
七六五四三ニー○き5
）　）　）　）　）　）　）　 ）

間
接
代
理
人
の
背
任
罪
に
つ
い
て
は
、
↓
δ
ρ
o
b
・
9
侍
こ
ω
’
望
h
廿
嚇
い
8
℃
2
食
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．
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θ
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．
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。
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わ
れ
わ
れ
は
、
背
任
罪
の
本
質
は
、
背
信
説
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
正
し
い
こ
と
を
提
唱
し
て
来
た
。
権
限
濫
用
説
は
、
背
任
罪

と
し
て
可
罰
的
な
行
為
の
少
か
ら
ざ
る
部
分
を
処
罰
の
外
に
お
く
。
こ
こ
に
そ
の
欠
点
が
あ
る
。
だ
が
、
と
り
わ
け
わ
が
通
説
は
背
信
説

を
考
え
る
際
、
誠
実
義
務
と
い
う
甚
だ
漠
然
と
し
た
観
念
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
癒
え
、
そ
う
し
た
あ
い
ま
い
な
標
準
に
よ
っ
て
背
任
罪

の
成
否
を
問
う
。
こ
れ
で
は
背
任
罪
の
成
立
す
る
ば
あ
い
と
し
か
ら
ざ
る
ば
あ
い
と
の
限
界
を
極
め
て
不
明
確
な
も
の
と
す
る
。
そ
の

限
り
に
お
い
て
は
権
限
濫
用
説
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
は
十
分
傾
聴
に
価
す
る
。



し
か
し
・
権
限
濫
用
説
は
・
薗
の
立
法
の
趨
勢
に
照
・
り
し
て
も
、
も
は
や
鋭
い
批
判
を
浴
び
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
．
の
み

な
ら
ず
・
理
論
的
に
み
て
も
・
権
限
濫
用
説
に
よ
っ
て
背
信
説
に
加
え
ら
れ
た
非
難
は
必
ず
し
も
当
を
得
た
も
の
で
は
な
い
し
、
逆
に
権

限
七
巡
に
は
多
く
の
欠
陥
が
存
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
北
目
旧
説
を
支
持
す
べ
き
で
あ
る
．
だ

が
・
そ
こ
に
一
定
の
厳
し
い
ワ
ク
を
考
え
、
誠
実
霧
と
い
う
漠
然
と
し
た
禦
に
よ
っ
て
北
同
任
罪
の
成
否
を
間
つ
態
度
は
捨
て
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
通
説
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
。

諭 説
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