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紹

介

K
・
ラ
レ
ン
ヅ
「
裁
判
官
の
法
創
造
の
た
め
の
指
標
」

三

島

淑

臣

は
　
し
　
が
　
き

　
　
　
戦
後
の
わ
が
国
の
法
学
界
に
お
い
て
、
法
解
釈
の
科
学
性
に
関

　
　
す
る
諸
問
題
が
し
ぼ
し
ば
簡
題
に
な
っ
た
。
戦
後
の
法
解
釈
に
関

　
　
す
る
方
法
論
的
反
省
は
、
先
ず
何
よ
り
も
切
実
な
実
践
的
関
心
に

　
　
連
関
を
も
つ
時
の
問
題
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
、
法
律
家
の
実
践

　
　
的
関
心
と
深
く
か
か
わ
．
っ
て
い
た
故
に
、
華
々
し
い
論
争
も
行
な

　
　
わ
れ
た
。
当
時
、
主
と
し
て
問
題
に
さ
れ
た
事
柄
は
、
当
時
の
政

　
　
治
状
況
を
反
影
し
て
、
特
に
法
解
釈
作
業
の
党
派
性
、
価
値
選
択

　
　
の
不
可
避
性
に
超
秘
す
る
法
解
釈
学
の
主
観
性
等
の
克
服
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
こ

　
　
た
と
云
へ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
充
分
な
解
決
も
、
方

・
介
　
向
づ
け
も
見
出
し
得
な
い
ま
ま
、
い
つ
し
か
学
界
の
表
舞
台
か
ら

紹
　
背
後
に
し
り
ぞ
い
た
『
し
か
し
、
法
解
釈
の
，
方
法
論
的
考
察
の
必

要
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
実
定
法
学

者
の
地
道
な
、
ね
ば
り
強
い
努
力
に
よ
っ
て
、
次
続
的
に
行
な
わ

れ
て
来
た
の
で
あ
り
、
今
や
そ
れ
ら
の
業
績
を
ふ
ま
え
た
理
論
的

体
系
化
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
段
階
に
あ
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
第
二
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
法
実
証
主
義
の
克
服
と

連
関
し
て
、
法
解
釈
の
方
法
論
的
研
究
は
か
な
り
活
劇
で
あ
る
ゆ

一
九
四
五
年
以
来
《
鋭
い
視
角
を
も
っ
て
法
解
釈
の
論
理
構
造
∀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

具
体
化
の
慧
、
法
的
田
一
考
の
分
析
を
追
求
し
て
い
る
K
．
エ
γ
麟

ギ
ッ
シ
ュ
、
現
代
論
理
学
の
成
果
に
拠
り
つ
つ
法
的
論
理
を
探
求
ひ

し
た
U
・
ク
ル
ー
ク
、
裁
判
官
に
よ
る
私
法
の
継
続
的
形
成
の
問
わ

題
と
取
組
ん
だ
ξ
モ
ッ
サ
ー
等
は
・
．
問
題
を
根
本
的
に
・
又
広
叙



紹、介

　
一
　
　
　
　
　
．
．
・
　
　
　
　
　
Ψ
　
　
　
　
（
二
）

汎
な
連
関
の
中
で
追
求
し
つ
づ
げ
で
い
る
。
本
紹
介
で
取
上
げ
よ

ヶ
と
す
る
論
文
の
著
者
、
．
K
・
ラ
レ
ン
ツ
も
又
、
戦
後
ド
イ
ツ
の

こ
う
し
た
運
動
に
、
そ
の
特
異
な
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
的
。
弁
証
法
的

立
場
が
ら
、
極
め
て
重
要
な
功
献
を
し
て
い
る
法
学
者
で
あ
る
。

K
・
ラ
レ
ン
ツ
は
人
も
知
る
よ
う
に
、
戦
前
ナ
チ
ズ
ム
は
な
や
か

な
砂
し
頃
は
、
具
体
的
秩
序
思
想
の
法
理
論
家
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ

ツ
ド
と
並
ん
で
、
新
ド
イ
ツ
法
学
の
理
論
的
指
導
者
で
あ
り
、
当

時
わ
が
国
に
も
盛
ん
に
紹
介
さ
れ
た
法
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
彼
の
法
哲
学
的
立
場
が
、
決
し
て
偏
狭
な
ナ
チ
ス
法
理
論
と
．

同
一
視
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の

実
り
豊
か
な
発
展
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
敏
な
読
者

な
ら
見
誤
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
戦
後
、
も
ろ
も
ろ
の
ナ
チ
ス

理
論
家
が
影
を
ひ
そ
あ
た
な
か
で
、
ひ
と
り
ラ
レ
ン
ツ
の
み
が
な

お
学
会
の
第
一
線
に
立
ち
、
次
4
に
注
目
す
べ
き
業
績
を
発
表
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

て
い
る
の
も
、
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
彼
に
は
、
本
来
、
自

由
主
義
を
超
え
、
ナ
チ
ズ
ム
を
超
え
る
、
エ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な

法
理
念
が
中
核
に
お
か
れ
で
あ
う
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
取
上
げ
よ
う
と
す
る
彼
の
論
文
　
　
ミ
①
σ
q
≦
①
δ
臼
鵠
．
η

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

ニ
9
齢
①
島
9
Φ
『
知
Φ
。
澤
器
。
ま
嘗
§
ひ
q
・
・
”
田
ゴ
¢
8
9
a
ヨ
①
葺
〒
句

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
5
，

傷
。
δ
笹
ω
6
ゴ
①
d
ヨ
臼
ω
仁
。
ゴ
賃
コ
箔
”
お
α
。
。
，
は
》
●
Z
欝
尻
。
ゴ
、
祝
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喝
．

論
文
集
に
寄
せ
ら
れ
だ
も
の
で
あ
り
、
ラ
レ
ン
ツ
の
法
解
釈
方
法
、
＠
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釦

論
の
特
色
を
端
的
に
示
し
て
い
る
点
で
注
尽
に
あ
た
い
す
る
。
勿

論
彼
は
㌔
こ
の
後
で
大
部
な
方
法
論
に
関
す
る
体
系
的
著
作
を
公

け
に
七
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
前
著
も
現
代
法
解
釈
方
法
論
め
中

心
問
題
を
端
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
点
で
も
、
又
、
、
後
年
の
理
論

の
特
色
を
集
約
的
に
示
し
て
い
る
点
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を

引
く
に
充
分
な
も
の
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
専
ら
こ
の
論
文
に
焦
点

を
合
せ
て
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
へ
註
V

　
　
（
一
）
一
九
五
三
年
秋
の
私
法
学
会
に
お
け
る
「
法
の
解
釈
と
法
律
家
」
…

　
　
　
と
題
す
る
来
楢
三
郎
教
授
の
研
究
報
告
に
始
ま
る
問
題
提
起
と
一

　
　
　
連
の
論
争
を
想
起
せ
よ
。
な
お
、
こ
う
し
た
一
連
の
法
解
釈
論
争

　
　
　
の
明
快
な
整
理
・
論
評
と
し
て
碧
海
純
一
「
戦
後
日
本
に
お
け
る

　
　
　
法
解
釈
論
の
検
討
」
　
（
恒
藤
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
「
法
解
釈
の
理

　
　
　
論
」
所
収
）
参
照
。

　
　
（
二
）
国
●
団
旨
σ
Q
一
ω
o
F
O
冨
H
畠
①
①
α
霞
国
○
旨
堺
「
Q
訟
ω
搭
≡
昌
ひ
q
陣
口

　
　
　
閑
Φ
o
げ
什
鎧
6
”
ψ
o
げ
⑦
≦
一
ψ
ω
①
口
ω
o
ゴ
鋤
容
認
p
ω
興
①
門
　
N
Φ
一
計
お
㎝
ω
い
「



ラレソツ「裁判官の法創造のための指標」（三島）

　
馬
添
嘗
歪
5
α
q
冒
．
鳥
9
。
の
」
霞
δ
怠
ω
0
9
U
雪
冨
P
お
㎝
①
噛
9
」

　
国
一
轟
大
言
「
睡
畳
・
。
9
①
ピ
。
α
。
葺
N
・
》
黒
一
‘
お
㎝
。
。
罰
，
い
国
。
。
鷲
ひ

　
○
【
β
P
自
ψ
9
0
件
N
F
　
Z
O
【
ヨ
一
P
畠
O
円
ユ
O
ゴ
け
O
ユ
ざ
げ
O
勢
団
O
答
げ
出
一

　
α
＝
昌
騎
傷
Φ
ω
℃
ユ
〈
9
貫
①
o
葺
ρ
一
の
切
9
国
両
ヨ
ひ
q
ρ
℃
『
二
〇
◎
。
o
”
げ
一
①

　
自
①
噌
菊
Φ
o
ゴ
ε
≦
帥
ω
ω
①
昌
ω
o
ゴ
9
。
圃
酔
”
お
⑦
ρ

（
三
）
戦
後
の
業
績
と
し
て
主
な
も
の
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
、

　
N
下
切
①
ロ
ニ
虫
冒
旨
σ
q
傷
Φ
ω
2
讐
鑑
胃
①
o
導
Φ
。
・
’
．
聞
。
鴇
。
げ
¢
ロ
σ
q
Φ
ロ

　
＝
り
聞
。
『
冨
9
ユ
ま
F
お
洗
い
ピ
Φ
腎
げ
虹
9
、
侮
。
ω
ω
9
巳
臼
⑦
o
巨
益

　
切
侮
●
ご
一
⑩
α
ω
り
，
口
早
妙
お
α
①
…
7
【
①
け
げ
。
像
①
昌
一
①
げ
円
。
創
⑦
雫
肉
Φ
o
ゲ
匿
一

　
慧
鴇
Φ
駐
9
鋤
計
お
①
O
　
な
ど
が
あ
る
。
た
お
瀞
最
後
の
も
の
に
諄

　
つ
い
は
て
、
「
小
林
直
樹
教
授
の
紹
介
が
あ
る
（
国
家
学
会
雑
誌
第

一
七
五
巻
・
第
九
臓
十
合
三
号
）
、
。
、

　
　
　
．
工

．
今
日
，
で
は
も
は
や
、
い
か
な
る
裁
判
官
の
活
動
も
そ
こ
に
創
造

的
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
よ
し
そ

の
活
動
が
単
に
事
実
関
係
に
法
律
規
範
を
適
用
す
る
だ
け
に
止
る

湯
合
ど
い
え
ど
も
そ
う
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
　
「
該
当
す
る
」
規

範
を
選
び
出
す
こ
と
も
・
、
当
該
規
範
に
よ
・
ρ
て
与
え
ら
れ
て
い
る

諸
規
準
に
従
・
っ
て
事
実
関
係
を
評
価
す
る
こ
と
も
、
い
つ
れ
も
単

な
る
機
械
的
思
考
作
業
以
上
の
も
の
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。

法
律
の
適
用
は
決
し
て
単
に
、
前
以
っ
て
充
分
に
規
定
さ
れ
た
量
　

を
計
算
す
る
が
ご
と
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
著
者

が
取
扱
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
、
そ
う
し
た
法
に
お
け
る
創
造
性

の
問
題
で
は
な
い
。
又
、
判
決
を
直
接
に
は
法
律
の
中
忙
与
え
ら
・

れ
た
規
範
か
ら
引
き
出
さ
な
い
と
し
て
も
、
間
接
的
に
法
律
の
全

体
を
介
し
て
引
き
出
す
と
い
う
意
味
．
で
の
法
創
造
、
即
ち
、
法
律
，

を
そ
の
全
体
．
的
連
関
、
認
識
可
能
な
目
的
、
根
本
思
想
に
連
関
さ

せ
そ
れ
か
ら
体
系
的
。
目
的
論
的
解
釈
と
か
、
制
限
的
解
釈
－
と

か
、
類
推
と
か
云
っ
た
周
知
の
方
法
の
助
け
を
か
り
て
、
法
律
規

則
の
意
味
を
明
か
に
し
、
法
律
の
寸
鉄
を
補
充
す
る
と
い
っ
た
種

類
の
法
創
造
も
、
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
ご
で
著
者
が
問

題
と
す
る
法
創
造
は
「
法
律
の
中
に
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
れ
へ
の
連

結
点
》
昌
二
二
口
b
旨
昌
α
q
ω
》
q
昌
寄
が
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
じ
馴

寒
明
な
指
示
の
存
し
な
い
や
う
な
新
し
い
法
思
想
や
法
制
度
に
よ
励

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
法
生
活
を
豊
か
に
す
る
と
こ
ろ
の
、
裁
判
官
　
喝

に
よ
る
法
の
発
展
的
形
成
聞
。
暮
⑦
ヨ
≦
搾
鉱
⊆
5
0
q
畠
①
ω
男
o
o
鐸
。
・
」
　
q
・

（
ω
』
蕊
Y
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
ラ
レ
ン
ツ
の
解
明
3
0

■



紹介

せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
何
を
手
が
か
り
に
し
て
裁
判
官
は
、
こ

う
し
た
も
は
や
法
律
の
み
に
よ
っ
て
は
導
か
れ
得
な
い
法
創
造
的

活
動
を
方
向
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
文
方
向
づ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
著
者
は
、
か
よ
う
な
意
味
で
の
裁
判
官
に
よ
る
法
創
造
の
必
要

が
今
日
の
法
秩
序
の
中
に
不
可
避
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、

一
般
的
人
格
権
、
相
続
権
の
譲
渡
可
能
、
労
資
関
係
に
お
け
る
信

義
則
と
注
意
義
務
等
を
例
と
し
な
が
ら
明
か
に
し
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
の
ケ
ー
ス
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
い
つ

れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
単
に
法
律
の
中
で
与
え
ら
れ
る
《
信
義

誠
実
》
の
一
般
原
則
と
か
、
《
善
良
の
風
俗
》
と
か
を
引
き
合
い

に
出
す
の
み
で
は
、
そ
れ
ら
の
中
に
含
ま
れ
る
筈
の
特
殊
な
原
則

を
導
き
出
す
の
に
不
充
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
う
し
た
場
合

に
裁
判
官
は
直
ち
に
彼
の
主
観
的
判
断
や
《
法
感
情
》
に
従
っ
で

良
い
と
い
う
考
え
方
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
自
由
法
運
動
に
由
来
す
る
右
の
考
え
方
は
、
裁

判
官
が
実
現
す
べ
き
法
幻
①
O
葺
は
あ
ら
ゆ
る
人
か
ら
妥
当
な
規

準
と
し
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
要
請
を
本
来
常
に
伴
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
ω
』
。
。
○
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
判
決
が
全
く
新
し
い
道
に
歩
み
入
り
、
《
法
創

造
的
》
冨
。
鐸
ω
ω
o
げ
｛
い
鷺
沼
一
ω
o
げ
と
な
っ
て
お
り
な
が
ら
、
而
も

な
お
そ
の
《
客
観
性
》
、
《
正
当
性
》
に
対
す
る
要
請
を
持
っ
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
ら
の
方
向
づ
け
の
《
指
標
》
の
解
明
が
必

然
的
課
題
と
な
る
根
拠
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
明
に
際
し
て
著

者
の
と
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
、
《
法
社
会
学
的
》
な
そ
れ

（
判
決
に
事
実
上
影
響
を
及
ぼ
し
た
因
果
的
諸
要
因
の
分
析
）
で

は
な
く
し
て
、
《
方
法
論
的
並
び
に
規
範
的
》
ヨ
Φ
爵
。
α
。
ざ
α
Q
竿

ω
。
げ
①
ω
d
・
⇔
負
ヨ
響
ぞ
Φ
ω
な
そ
れ
で
あ
る
。
即
ち
「
い
か
な
る
仕
方

で
、
法
律
の
み
か
ら
で
は
導
き
出
す
こ
と
の
出
来
な
い
よ
う
な
新

し
い
裁
判
官
法
の
創
造
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
法
及
び
法
に

固
有
な
妥
当
要
求
の
意
味
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
得
る
か
」

　
（
ω
畠
○
。
◎
）
を
明
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
の

’
法
創
造
の
指
標
と
し
て
著
者
が
取
上
げ
る
の
は
《
事
物
の
本
性
》

・
2
餌
窪
憎
鳥
Φ
門
ω
鋤
6
ぴ
①
、
《
事
案
の
比
較
》
閃
巴
才
禽
ぴ
身
δ
ぎ
ず
∬
う
α
◎
、

・
《
成
熟
し
た
学
説
〉
①
暮
乱
。
屏
巴
9
ピ
①
薯
①
、
《
歴
史
的
な
法

的
全
体
の
諸
原
則
及
び
諸
原
理
》
O
急
巳
畏
訂
①
F
℃
ユ
嵩
一
営
①
跨
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島
Φ
ω
露
の
8
憎
凶
ω
9
0
ロ
ガ
①
6
葺
ω
鳴
謬
N
①
昌
、
《
法
理
念
》
掬
①
9
房
一

嵐
①
Φ
の
五
う
で
あ
る
。
以
下

観
し
て
み
よ
ケ
。
．

　
　
　
∬
、
　
　
　
．
　
　
　
．

、
順
を
追
っ
て
著
者
の
論
述
を
概

　
　
　
　　
謄
　
　
■
　
Ψ
　
∴
・
　
　

　
　
：
ω
事
物
の
本
性

　
　
　
　
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
h
因
果
関
係
の
相
当
性
」
等
を
例
と

’
勘
．
し
な
が
ら
、
　
著
者
は
現
代
法
解
釈
学
並
び
に
判
決
に
お
い
て
《
事

G
物
の
本
性
》
が
認
識
根
拠
と
し
て
果
た
す
決
定
的
な
役
割
を
明
ら

測
か
に
す
6
ゆ
今
日
な
お
《
事
物
の
本
性
》
に
反
対
す
る
人
達
は
、

端
そ
れ
の
多
書
ど
そ
れ
塞
く
解
釈
の
主
程
を
論
拠
と
す
る

めた
　
が
、
著
者
は
多
義
性
は
容
認
し
つ
つ
も
、
そ
の
こ
と
は
概
念
を
充

の蜷
．
分
精
確
に
規
定
す
る
可
能
性
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て

な磁
次
の
よ
う
な
概
念
規
定
を
行
な
．
て
い
る
。
①
朱
つ
そ
れ
は
舎

棺
・
然
法
》
ど
異
る
．
後
者
は
人
間
又
は
人
間
関
係
の
本
性
か
ら
・
あ

　識
る
い
ば
直
接
的
に
洞
察
さ
れ
た
最
高
原
則
か
ら
、
理
性
に
よ
っ
て

”
　
導
き
出
さ
れ
る
駐
範
の
総
体
を
意
味
す
る
に
対
し
・
前
者
は
直
接

レラ
に
は
こ
の
規
範
を
意
味
ぜ
ず
、
生
活
関
係
自
体
（
勿
論
そ
れ
自
体

意
味
を
持
ち
、
あ
る
仕
方
で
既
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て

の
）
・
を
指
す
。
従
っ
て
、
自
然
法
が
特
殊
な
例
外
を
除
い
て
歴
史
．

用
的
変
遷
を
超
え
て
無
時
間
的
に
妥
当
す
る
と
解
さ
れ
る
の
に
対
し
・

・
て
機
《
事
物
の
本
性
〉
の
方
は
意
識
と
制
度
の
歴
史
的
変
遷
に
服

．
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
②
他
方
そ
れ
は
、
性
の
相
異
と
か
権
力
衝

口
動
と
か
い
っ
た
単
な
る
事
実
上
の
所
与
そ
の
も
の
の
み
を
意
味
す

．
・
る
の
で
も
な
い
。
こ
の
場
合
《
本
性
》
と
は
何
ら
か
精
神
的
な
も

の
、
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
云
う
《
事
物
の
意
味
的
形
象
》
」
玖
§
冨
津
Φ

O
①
ぴ
9
。
潔
α
霞
ω
碧
ゲ
Φ
を
意
味
し
、
従
っ
て
、
い
わ
ば
事
物
に
内
在

す
る
理
想
性
を
云
ひ
、
《
事
物
》
の
方
は
個
々
の
生
関
係
や
そ
の

自
然
的
現
実
存
在
性
を
で
は
な
く
、
反
復
す
る
と
こ
ろ
の
関
係
即

ち
《
型
》
↓
壱
口
ω
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
《
事
物

の
本
性
》
の
思
惟
形
式
は
型
的
思
惟
形
式
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
、
へ

」
ゲ
ル
の
《
具
体
的
普
遍
概
念
》
に
近
親
な
関
係
を
有
す
る
」

（
ω
曲
Q
。
○
。
）
。
そ
の
限
り
で
そ
れ
は
存
在
論
的
に
し
て
且
つ
規
範
的
な

事
物
の
構
造
、
即
ち
存
在
の
中
に
多
少
と
も
実
現
さ
れ
て
い
る
当

為
に
外
な
ら
な
い
。
③
そ
れ
は
更
に
、
単
な
る
経
験
的
所
与
性
を

，
超
え
て
い
る
故
に
、
経
験
的
思
惟
に
よ
っ
て
は
把
握
さ
れ
ず
、
存
・3Q　（e4ese59）　37，．



ゑ刀
小i＝1 介

在
の
意
味
の
解
釈
を
要
求
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
・
人
間
の
諸
関
係
は

そ
の
意
味
を
唯
人
間
か
ら
の
み
、
即
ち
結
局
は
倫
理
的
，
精
神
的

規
定
か
ら
の
み
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
《
事
物
の
本
性
》
の
認
識

は
包
括
的
な
形
而
上
学
的
1
1
宗
教
的
現
存
在
分
析
の
枠
組
み
の
中

で
の
み
可
能
で
あ
る
や
う
に
見
え
る
。
こ
こ
に
、
実
証
主
義
者
達

が
《
事
物
の
本
性
》
に
反
対
す
る
終
局
の
根
拠
が
あ
り
、
又
主
観

主
義
に
道
を
ゆ
ず
る
危
険
性
が
生
ず
る
根
拠
が
あ
る
。
し
か
し
、

ぞ
う
し
た
危
険
が
い
か
に
大
き
い
と
は
い
え
、
法
律
家
は
そ
れ
と

の
対
決
な
し
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
。
そ
れ
を
同
存
し
て
、
法
の
純

粋
実
定
性
に
固
執
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
自
体
既
に
一
つ
の
暗

黙
の
形
而
上
学
的
前
提
に
の
み
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

問
題
に
対
し
、
法
律
家
は
少
く
と
も
入
間
関
係
の
中
に
か
く
さ
れ

た
、
活
動
し
つ
つ
あ
る
意
味
（
人
々
が
無
意
識
的
あ
る
い
は
意
識

的
に
実
現
せ
ん
と
し
て
い
る
意
味
）
を
意
識
に
も
た
ら
し
、
そ
れ

を
し
て
語
ら
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
わ
れ

わ
れ
は
哲
学
的
H
自
然
法
的
伝
統
が
保
障
す
る
認
識
か
ら
身
を
し

り
ぞ
け
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
作
業
は
多
く
の
場
合
、
あ

る
い
は
社
会
的
体
験
が
教
え
る
と
こ
ろ
を
反
省
す
る
だ
け
で
充
分

な
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
体
験
は
方
法
的
に
訓
練
さ

れ
た
思
惟
に
よ
る
反
省
な
し
に
は
す
ま
さ
れ
ず
、
な
お
主
観
性
の

危
険
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
解
釈
一
般
に
存
す
る
主
観
性
め
危

険
よ
り
大
き
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
②
　
事
案
　
の
　
比
　
較

　
前
述
の
《
事
物
の
本
性
》
は
、
多
く
の
場
合
具
体
的
規
則
の
決

定
に
対
し
単
に
消
極
的
な
役
割
　
（
《
事
物
の
本
性
》
に
反
す
る

と
い
う
）
を
果
た
す
だ
け
で
、
積
極
的
に
判
決
を
導
き
出
す
も
の

で
は
な
い
。
一
般
原
則
か
ら
具
体
的
判
決
に
至
る
た
め
に
は
、
当

該
事
案
を
他
の
既
に
判
決
済
み
の
事
案
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

そ
そ
の
規
準
を
取
り
出
す
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る
。
①
こ
う
し

た
比
較
は
し
か
し
、
比
較
さ
る
べ
き
も
の
の
法
的
意
味
に
お
け
る

根
本
的
な
共
通
性
を
前
提
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
共
通
性
の
決

定
に
は
個
人
的
判
断
を
必
要
と
す
る
。
　
「
事
案
の
比
較
は
裁
判
官

に
判
決
を
容
易
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
裁
判
官
の

個
人
的
判
断
を
不
要
な
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
」
（
ω
・
b
。
逡
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

②
こ
う
し
た
事
案
の
比
較
が
判
決
の
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
み

と
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
《
一
般
的
法
意
識
》
に
適
合
し
、
あ
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ら
ゆ
る
《
法
的
思
惟
》
の
同
意
を
予
想
し
得
る
が
故
で
あ
る
。
彼

　
は
こ
の
《
比
較
》
に
よ
っ
て
、
彼
の
固
有
の
判
断
を
一
般
的
法
意

　
識
乃
至
当
該
法
共
同
体
の
「
客
観
精
神
」
と
調
和
さ
せ
る
の
で
あ

　
　
る
。
　
こ
う
し
た
調
和
な
り
、
　
一
般
的
法
意
識
の
同
意
な
り
が
ま

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ

　
　
た
逃
判
決
．
の
連
続
性
と
法
的
安
定
性
を
保
障
す
る
の
で
あ
る
が
、

　
　
こ
の
「
客
観
精
神
」
は
そ
れ
自
身
裁
判
官
の
判
決
や
人
格
の
中
に

　
　
自
己
を
表
現
し
つ
つ
生
き
て
働
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
故
に
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

勘
　
の
変
遷
と
と
も
に
変
化
し
、
従
っ
て
ま
た
非
連
続
性
の
原
理
で
も

年
あ
る
・
こ
の
観
点
か
ら
著
者
は
先
例
に
固
執
す
る
判
例
法
主
義
を

園
批
判
し
て
い
る
。

指
の
、
，
㈹
　
成
層
熟
し
た
：
学
．
恵

めた
　
幽
成
熟
し
た
学
説
と
こ
こ
で
著
者
が
呼
ん
で
い
る
の
は
、
例
え
ば

の蜷
　
．
「
権
利
濫
用
の
理
論
」
　
「
無
過
失
責
任
の
理
論
」
・
等
々
の
よ
う

な
嘩
に
、
一
般
的
法
思
想
が
様
々
の
方
向
に
展
開
さ
れ
、
運
の
類
型

縮
的
ケ
ー
ス
に
適
合
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い

曇
る
も
の
を
云
う
・
薯
に
よ
れ
ば
・
こ
う
し
た
学
説
は
次
の
二
つ

ヅ
ソ
　
の
仕
方
で
普
遍
的
法
思
想
乃
・
至
一
般
的
原
則
と
個
別
的
判
決
と
を

．
レラ

媒
介
す
る
ρ
①
既
に
行
な
わ
れ
て
い
る
判
決
を
介
し
て
、
そ
れ
ら

の
多
数
の
判
決
の
基
礎
を
な
す
思
想
を
指
摘
し
顕
わ
に
す
る
仕
方

に
よ
っ
て
。
又
②
判
決
に
先
行
し
、
今
ま
で
判
決
が
充
分
に
解
決
を

．
見
出
し
て
い
な
い
一
連
の
ケ
ー
ス
に
、
学
説
の
基
本
的
思
想
が
満

足
す
べ
き
解
決
を
も
た
ら
し
得
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
。

こ
う
し
た
新
し
い
理
論
の
判
決
へ
の
採
用
の
如
何
は
、
　
一
般
的

に
云
っ
て
学
説
の
論
理
的
斉
合
性
と
は
関
係
な
く
、
む
し
ろ
、
そ

れ
が
結
果
的
に
み
て
、
一
般
的
法
意
識
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
か
か
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
　
「
個
々
の
裁
判
官
の
法
意
識

な
ら
び
に
判
決
全
体
の
運
動
を
動
か
す
も
の
は
、
普
遍
的
な
《
客

観
精
神
》
の
運
動
で
あ
り
、
そ
れ
に
各
人
は
参
与
し
、
又
同
時
に

各
回
の
部
分
に
応
じ
て
そ
れ
を
規
定
し
て
い
る
」
　
（
ω
●
魑
¶
）
か

ら
で
あ
る
。
・
こ
う
し
た
《
成
熟
し
た
学
説
》
が
判
決
の
前
進
、
安

定
性
、
等
質
性
に
対
し
て
も
つ
価
値
は
い
か
程
高
調
さ
れ
て
も
良

　
い
。
《
学
説
》
は
新
し
い
法
思
想
を
伝
統
的
な
思
考
形
式
に
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晒

つ
け
る
働
き
を
す
る
。
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
一
定
の
法
律
規
定
，
的

　
の
類
推
適
用
の
基
礎
を
な
す
の
で
あ
り
、
一
般
原
則
の
一
層
の
展
・
ひ

　
開
と
充
実
を
も
た
ら
す
。
勿
論
、
個
々
の
判
決
に
際
し
て
の
最
終
い

的
具
体
化
は
・
各
裁
判
官
の
個
人
的
な
決
断
塞
い
て
行
な
わ
れ
瓢



介
　
ゐ
外
な
い
の
で
あ
る
が
、
　
成
熟
し
た
学
説
は
彼
に
《
響
導
的
思

紹
　
想
〉
ピ
Φ
算
σ
Q
①
島
き
騨
Φ
を
提
供
し
、
彼
の
判
決
の
行
な
わ
れ
得
る

　
　
枠
組
み
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
は
た
だ
に
、
個
4
の
判
決
を
容
易
に
す
る
だ
け
で
は
な

　
　
い
。
そ
れ
は
他
方
で
は
更
に
、
そ
れ
ら
の
判
決
と
法
秩
序
の
根
本

　
　
思
想
や
体
系
と
の
調
和
を
確
保
す
る
働
き
を
す
る
。
し
た
が
っ
て

　
　
「
《
成
熟
し
た
学
説
》
は
個
別
的
認
識
、
《
法
学
的
発
見
》
を
全

　
　
体
的
な
法
体
系
に
媒
介
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
体
系
は
勿
論

　
．
不
変
的
な
静
止
的
構
造
物
で
は
な
く
、
常
に
発
展
の
途
上
に
あ
っ

　
　
て
決
し
で
完
成
し
切
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
の
な
い
意
味
的
全

　
　
体
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
　
（
ω
N
り
⑩
）
。

　
　
　
㈲
　
歴
史
的
な
法
的
全
体
の
諸
原
則
と
諸
原
理

　
　
　
「
法
は
法
共
同
体
の
全
体
秩
序
と
し
て
、
そ
の
各
部
分
の
調
和

　
　
と
内
的
統
晶
を
要
求
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
内
的
統
一
の
認
識

　
　
と
記
述
と
が
本
質
的
に
法
学
の
使
命
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
こ
う

　
　
し
た
内
的
統
一
を
与
え
て
い
る
も
の
が
原
則
と
原
理
に
外
な
ら
な

　
　
い
。
　
著
者
に
よ
れ
ば
、
　
原
則
と
は
一
定
の
法
領
域
に
基
礎
的
な

　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
規
範
で
あ
っ
て
、
個
別
的
な
も
の
に
お
い
て
様
4
の
制
限
や
修
正

に
服
し
は
す
る
が
こ
う
し
た
制
限
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
直
接
個

別
的
事
件
に
適
用
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
市
民
法
の

領
域
で
は
契
約
の
拘
束
性
、
債
権
法
に
お
け
る
契
約
自
由
の
原

則
、
債
務
関
係
の
枠
内
に
お
け
る
《
責
を
負
う
べ
き
義
務
違
反
》

に
対
す
る
賠
償
責
任
の
原
則
、
相
続
法
に
お
け
る
遺
言
の
自
由
と

い
っ
た
も
の
が
こ
れ
に
当
る
。
こ
れ
に
対
し
《
原
理
V
の
方
は
、

一
連
の
個
別
的
規
則
な
り
、
法
制
嵐
な
り
の
基
礎
に
意
味
付
与
的

仲
介
者
（
ω
貯
轟
。
び
Φ
a
①
9
葺
Φ
）
と
し
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
、

構
成
的
に
働
く
法
思
想
を
云
う
。
こ
れ
は
、
そ
れ
薄
曇
は
直
接
事

件
に
適
用
さ
れ
得
る
規
範
で
は
な
く
、
法
的
規
則
の
《
根
本
思
想

》
あ
る
い
は
《
内
在
的
意
味
》
巨
ヨ
鋤
器
暮
①
h
ω
ぎ
嵩
で
あ
る
。

伝
統
的
表
現
を
借
り
れ
ば
、
　
一
①
鋼
に
対
す
る
狂
江
。
一
⑦
α
q
一
ω
で

あ
る
。
　
例
え
ば
、
　
未
成
年
者
保
護
、
危
険
負
担
、
組
合
団
体
の

機
関
の
行
為
に
対
す
る
組
合
団
体
の
責
任
等
の
諸
原
理
が
こ
れ
に

当
る
。
こ
れ
ら
の
原
理
は
、
法
律
に
充
分
な
表
現
を
見
出
し
て
い

る
限
り
で
法
律
か
ら
認
識
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
規
範
の
場
合

の
よ
う
に
立
法
者
が
こ
れ
を
立
て
た
わ
け
で
は
な
く
し
て
、
む
し

ろ
原
理
が
立
法
者
を
（
し
ば
し
ば
無
意
識
に
）
，
導
き
、
彼
に
よ
り
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立
て
ら
れ
る
法
規
範
に
そ
の
意
味
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
・

　
《
妥
当
↓
て
い
る
法
秩
序
の
全
体
》
」
冨
o
q
Φ
犀
魯
α
o
閑
o
o
算
ω
卜
，

　
o
『
曾
琶
σ
Q
筥
ψ
0
9
嵩
①
ω
の
意
味
で
の
実
定
法
の
内
容
に
属
す
る

　
　
け
れ
ど
も
、
法
律
や
判
決
か
ら
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に

　
先
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
「
客
観
精
神
の
表

　
　
現
形
式
、
運
動
方
向
、
傾
向
性
で
あ
っ
て
、
一
般
的
法
意
識
の
中

　
　
に
働
き
、
法
律
や
判
決
の
中
に
沈
澱
し
て
い
る
も
の
」
（
ψ
ω
O
H
）

翻
で
あ
る
。

に
現
実
の
法
秩
序
の
中
で
は
・
こ
れ
ら
の
原
則
・
原
理
の
間
に
は

劇
矛
盾
、
対
立
が
生
ず
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
取
引
安
全
の
原

臥
竜
未
成
年
者
保
護
の
原
理
と
が
い
か
に
し
ば
し
ば
対
立
し
合

あ吐
い
、
否
定
し
合
っ
て
両
者
の
調
和
が
困
難
な
問
題
を
か
も
し
て
い

槌
み
か
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
規
則
の
指
導
原
理
を
・

な嚥
見
出
す
だ
け
で
は
ま
渠
充
分
で
、
そ
れ
を
更
に
他
の
頂
響
結

縮
合
ざ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
原
理
間
に
矛
盾
の
存
す
る
場
合

隙
に
・
判
決
は
当
該
原
理
の
ラ
ン
キ
ン
グ
に
適
合
し
・
あ
る
い
亘

ガ
　
般
的
法
意
識
の
発
展
方
向
に
適
合
し
た
解
決
を
求
め
な
け
れ
ば
な

μ
「ラ

　
ら
な
い
。
あ
る
原
理
の
ラ
ン
キ
ン
グ
な
り
適
用
範
囲
な
り
は
、
結

局
は
当
該
法
秩
序
の
基
礎
に
横
た
わ
る
価
値
体
系
に
従
っ
て
決
め

ら
れ
る
外
な
い
。
し
か
し
こ
の
価
値
体
系
も
又
歴
史
的
変
遷
か
ら

完
全
に
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
㈲
法
　
　
理
　
　
念

　
上
述
の
よ
う
な
、
実
定
法
に
内
在
す
る
法
原
理
は
、
著
者
に
よ

れ
ば
、
歴
史
的
に
具
体
化
さ
れ
た
法
理
念
、
云
い
か
え
れ
ぼ
歴
史

の
あ
る
時
期
に
お
け
る
《
相
対
的
》
自
然
法
以
外
の
何
物
で
も
な

い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
法
理
念
は
、
そ
れ
が
直
接
適
用
し
得
る
い

か
な
る
規
則
を
も
含
ん
で
い
な
い
限
り
《
形
式
的
》
な
根
本
原
理

で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
故
に
無
内
容
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
一
定
の
表
現
可
能
な
意
味
内
実
を
も
っ
て
お
り
、
特

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
哲
学
H
自
然
法
論
の
発
展
の
中
で
自
ら
を
顕

わ
に
し
て
来
た
。

か
く
し
て
、
そ
れ
は
特
に
、
同
等
の
事
案
に
関
す
る
法
的
評
価
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭

同
等
性
と
か
、
判
決
の
公
正
さ
と
か
、
《
事
物
の
本
性
》
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
示
さ
カ
る
（
法
的
客
体
の
）
差
異
性
の
尊
重
と
か
、
法
秩
序
の
　
5
。

内
的
統
甚
と
か
、
又
一
磐
あ
ら
ゆ
る
人
間
関
係
の
中
で
の
人
＠

正
義
》
の
保
護
と
か
い
っ
た
要
請
を
含
ん
で
い
る
と
著
者
は
主
張
3
0



紹介
す
る
。「

法
理
念
は
前
述
の
四
つ
の
指
標
に
更
に
第
五
の
も
の
と
し
て
加

わ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
実
は
そ
れ
ら
全
て
の
内
部
に
既
に
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
《
事
物
の
本
性
》
が
判
決
の
中
に

導
入
さ
れ
る
基
礎
で
あ
り
、
《
成
熟
し
た
学
説
》
を
し
て
単
な
る

法
社
会
学
的
認
識
に
止
ら
ず
法
解
釈
学
の
学
説
た
ら
し
め
る
根
幹

で
あ
り
、
事
案
の
比
較
を
法
的
事
案
の
比
較
た
ら
し
め
る
共
通
の

基
盤
で
あ
り
、
終
局
的
基
礎
を
な
す
意
味
統
一
と
し
て
、
種
々
の

国
家
法
秩
序
の
比
較
と
普
遍
的
妥
当
性
を
も
っ
た
一
般
的
法
原
理

の
形
成
と
を
可
能
な
ら
し
あ
る
。

　
法
理
念
は
、
あ
る
特
定
の
歴
史
上
の
法
秩
序
の
原
則
や
原
理
、

学
説
や
根
本
思
想
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
ら

ゆ
る
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
法
原
理
の
総
体
で
も
な
け
れ
ば
．
そ

れ
ら
全
て
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は

人
間
の
永
遠
的
な
倫
理
的
規
定
性
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
、
変
遷

す
る
内
容
を
超
越
し
て
無
時
間
的
に
妥
当
す
る
意
味
内
実
で
み
っ

て
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
に
制
約
さ

れ
た
法
原
理
を
基
礎
づ
け
る
。
勿
論
、
こ
う
し
た
意
味
内
実
の
明

証
性
と
確
実
性
と
は
、
唯
、
良
心
の
中
に
の
み
、
超
感
性
的
な
も

の
と
人
格
と
の
出
合
い
の
中
に
の
み
基
礎
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
で
こ
そ
法
理
念
の
客
観
性
と
法
良
心
の
主
観
性
と
が
一
致
す

る
の
で
あ
る
。
　
法
理
念
は
こ
う
し
た
合
致
点
か
ら
出
発
し
て
、

《
意
味
付
与
的
仲
介
者
》
と
し
て
、
歴
史
的
法
秩
序
の
多
様
性
の

中
へ
と
入
り
こ
ん
で
行
き
、
そ
こ
で
意
味
付
与
的
”
形
成
的
根
本

原
理
と
し
て
永
久
に
働
ぎ
続
け
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
「
人
間
は

唯
時
間
の
中
に
自
か
ら
を
見
出
す
、
・
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
み
実

存
し
て
い
る
が
故
に
、
　
彼
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
無
時
間
的
な

《
理
念
》
を
㍉
、
唯
あ
る
時
間
的
、
歴
史
的
形
態
に
お
い
て
の
み
実

、
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
　
法
を
め
ぐ
る
あ
ら
ゆ
る
実
質
的
努
力

も
売
結
局
は
こ
の
法
理
念
の
認
識
と
実
現
と
を
目
指
し
て
い
る
。

法
理
念
は
裁
判
官
の
あ
ら
ゆ
る
法
創
造
⑳
目
標
で
あ
り
、
又
そ
れ

故
に
そ
の
正
当
性
根
拠
で
も
あ
る
の
で
あ
る
」
　
（
ω
の
ω
O
㎝
）
。

む
　
す
　
び

批
判
的
展
望

　
以
上
の
あ
ら
ま
し
の
紹
介
は
、
特
に
ラ
レ
ン
ッ
の
方
法
論
的
、

法
哲
学
的
特
色
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
行
っ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
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ラレソヅ「裁判官の法創造のための指標」（三島）

が
、
そ
こ
に
筆
者
の
誤
解
や
誤
読
の
お
そ
れ
が
な
い
と
は
い
え
な

い
．
。
し
か
し
以
上
の
あ
ら
ま
し
に
よ
っ
て
も
、
裁
判
官
の
法
創
造

の
指
標
を
め
ぐ
る
ラ
レ
ン
ツ
の
開
題
提
起
と
、
そ
の
立
論
の
特
色

は
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
特
色
と
は
、
法
解
釈
の
対
象
を

固
定
的
・
静
態
的
な
法
律
O
①
ω
①
旨
か
ら
、
流
動
的
、
デ
ィ
ナ
L

ミ
、
ッ
シ
ュ
な
法
高
。
。
茸
　
へ
ど
拡
大
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
努
力

で
あ
る
。
近
来
、
伝
統
的
な
法
実
証
主
義
の
克
服
と
連
関
し
て
、

法
解
釈
学
に
お
け
る
O
傍
Φ
欝
亡
。
ω
三
丘
ω
日
共
ω
の
克
服
、
い
わ

ゆ
る
法
律
外
的
価
値
判
断
の
法
解
釈
に
お
け
る
重
視
が
注
目
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
か
っ
て
エ
ン
ギ
ッ
シ
鑑
は
こ
の
問
題
に
注
目
し
、
法

的
思
考
に
お
け
る
法
律
か
ら
法
へ
の
視
界
の
拡
大
を
唱
え
な
が
ら

　
ヘ
コ

も
、
法
律
一
法
の
二
元
論
、
法
解
釈
学
と
法
理
念
学
（
法
哲
学
）

の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
を
充
分
に
克
服
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

本
来
、
，
こ
う
し
た
流
動
的
、
弾
力
的
な
法
解
釈
論
は
、
伝
統
的
な

主
観
－
客
観
の
対
立
、
認
識
田
津
の
対
象
創
造
性
の
否
定
の
立
場

か
ら
で
は
構
成
困
難
で
あ
σ
、
、
ラ
レ
ン
ツ
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル

弁
証
法
と
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
認
識
一
対
象
の
相
互
媒
介
を
強
調

す
る
方
法
論
を
待
っ
て
始
め
て
容
易
な
も
の
と
な
っ
た
と
い
え
よ

う
。
そ
こ
に
、
ラ
レ
ン
ツ
が
実
証
主
義
的
法
解
釈
論
戦
カ
ン
ト
主

義
的
法
学
方
法
論
に
も
勝
っ
て
現
代
法
解
釈
論
の
中
心
課
題
に
対

し
よ
り
強
力
な
解
涙
の
方
洵
を
も
た
ら
し
得
た
所
以
が
逃
渇
と
田
心

わ
れ
る
。
伝
統
的
な
法
解
釈
論
が
、
も
は
や
法
律
外
的
な
価
値
判

断
の
問
題
と
し
て
解
釈
者
の
主
観
に
ゆ
だ
ね
、
放
置
す
る
と
こ
ろ

の
問
題
、
少
く
と
も
擬
制
と
い
う
自
己
偽
備
的
な
方
法
に
よ
っ
て

し
か
理
論
化
し
得
な
い
問
題
、
そ
し
て
優
れ
た
法
解
釈
学
者
達
が

無
意
識
的
に
か
意
識
的
に
か
事
実
上
は
採
用
し
な
が
ら
そ
の
根
拠

を
明
確
に
し
得
な
か
っ
た
問
題
が
、
　
ラ
レ
ン
ツ
の
場
合
、
特
に

　
「
法
」
創
造
の
問
題
と
し
て
体
系
的
に
理
論
化
さ
れ
得
た
の
で
あ

’
る
・
勿
論
㌦
　
こ
の
理
論
的
体
系
化
は
、
彼
の
近
著
「
法
学
方
法

論
」
　
（
特
に
「
法
学
及
び
判
決
に
よ
る
法
の
継
続
的
形
成
」
U
一
〇

男
。
コ
玄
崔
鐸
旨
α
q
9
ω
幻
①
9
房
単
費
9
男
Φ
o
算
の
三
ω
ω
o
霧
。
冨
h
け

¢
．
ヵ
①
6
緊
霧
鴇
o
o
含
ロ
α
Q
の
章
）
に
お
い
て
、
　
よ
り
広
い
連
関

の
も
と
に
、
よ
り
具
体
的
分
析
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
に
至
る
の
で

あ
っ
て
、
ラ
レ
ン
グ
方
法
論
の
全
体
的
評
価
の
た
め
に
は
両
者
を

合
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
問
題
を
本
書
の
テ
ー
マ

た
る
裁
判
官
の
法
創
造
に
限
っ
て
見
た
場
合
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
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紹』介

著
者
の
も
つ
方
法
論
的
な
強
み
に
深
い
感
銘
を
受
け
ず
に
ぱ
い
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
本
書
に
展
開
さ
れ
た
よ

う
な
方
法
論
に
も
若
干
問
題
が
残
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
著
者
は
し
ば
し
ば
、
法
創
造
の
指
標
の
決
定
的
メ
ル
ク
マ
ー

ル
と
し
て
、
又
指
標
を
し
て
法
創
造
の
指
標
た
ら
し
め
る
根
拠
と

し
て
、
い
わ
ゆ
る
《
客
観
精
神
》
に
つ
い
て
語
り
、
又
当
該
法
共

同
体
の
一
，
般
的
法
確
信
に
つ
い
て
語
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
具
体
的

構
成
原
理
な
り
、
あ
る
い
は
規
準
な
σ
に
つ
い
て
は
は
な
は
だ
あ

い
ま
い
で
あ
る
。
固
定
化
し
た
《
法
律
》
解
釈
の
視
野
の
狭
さ
を

拡
大
す
る
も
の
と
し
て
、
生
き
て
働
く
《
客
観
精
神
》
を
対
立
さ

せ
る
こ
と
は
法
実
証
主
義
に
対
す
る
鋭
い
批
判
に
は
な
ゆ
．
得
て

も
、
、
そ
の
具
体
的
把
握
の
仕
方
が
明
確
で
な
け
れ
ば
積
極
的
な
提

言
と
し
て
は
無
力
さ
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
又
、
彼
は
例

へ
ば
《
事
物
の
本
性
〉
に
関
し
て
、
法
解
釈
者
の
宗
教
的
、
形
而

上
学
的
存
在
把
握
の
必
要
を
論
じ
、
《
諸
原
理
の
統
合
》
に
お
け

る
法
秩
序
の
基
礎
に
存
す
る
価
値
体
系
の
把
握
の
必
要
を
論
ず
る

が
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
解
附
は
な
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
は
結
局
、
、
著
者
の
《
法
理
念
》
そ
の
も
の
が
極
め
て

不
明
確
で
あ
り
、
　
充
分
な
規
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
基

く
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
欠
か
ん
は
も
は
や
本
書
の
み
で
な
く
、

「
法
学
方
法
論
」
を
も
通
じ
て
み
ら
れ
る
欠
か
ん
で
あ
り
、
お
そ

ら
く
《
弁
証
法
的
方
法
》
そ
の
も
の
の
も
つ
宿
命
で
ば
な
い
か
ど

　
　
　
瓢
二
）

思
わ
れ
る
。

〈
註
V

（
一
）
国
．
塁
α
・
一
ψ
。
戸
田
三
口
冨
・
鎚
g
。
・
。
a
4
国
9
。
艮
①
一
自
晒

　
　
　
、
＜
o
ヨ
．
φ
o
¢
0
9
凶
‘
ヨ
即
8
げ
け
．

（
二
）
な
お
「
法
学
方
法
論
」
・
の
こ
う
し
た
点
に
関
す
る
批
判
と
し
て
、

　
　
小
林
教
授
の
前
掲
紹
介
論
文
参
照
。
　
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、

　
　
ラ
レ
ソ
ツ
は
こ
う
し
た
弁
証
法
的
方
法
の
欠
か
ん
を
特
に
N
。
ハ

　
　
ル
ト
マ
ン
の
「
精
神
的
存
在
」
　
論
な
ど
の
吸
収
に
よ
っ
て
克
服
し

　
　
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
　
（
＜
σ
q
剛
・
竃
。
岳
a
o
ロ
ー

　
一
Φ
賞
⑨
ψ
衣
P
δ
ω
．
N
δ
〉
潟
ヨ
・
ご
ω
Φ
β
）
、
具
体
飼
に
い
か

　
　
に
そ
れ
が
展
開
せ
ら
れ
る
か
は
今
後
の
発
展
に
待
つ
外
な
い
。
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