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は

じ

め

に

伝
統
的
に
裁
判
官
は
、

ポ
ー
カ
ー
フ
ェ
イ
ス
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
当
事
者
・
代
理
人
、
そ
の
他
第
三
者
か
ら
自
身
の
内

心
を
窺
わ
れ
な
い
よ
う
に
振
舞
う
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
に
な
っ
て
そ
の
理
想
像
は
変
容
を
遂
げ
て
き
て
い
る
。

議
論
の
中
心
は
、
係
属
中
の
事
件
に
つ
い
て
の
裁
判
官
の
心
証
開
示
の
在
り
方
で
あ
り
、
こ
こ
三
十
年
に
わ
た
っ
て
議
論
さ
れ
、
そ
れ
は

釈
明
権
や
釈
明
義
務
の
拡
大
な
ど
と
と
も
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
背
景
と
し
て
は
、
弁
論
の
活
性
化
な
い
し
争
点
の
明
確
化
等
に
よ
る
審
理

の
充
実
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
現
在
に
お
い
て
は
、
わ
が
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
裁
判
官
の
心
証
開
示
は
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て

お
り
、
隔
世
の
感
が
あ
る
。

心
証
開
示
は
、
争
点
、
証
拠
評
価
、
場
合
に
よ
っ
て
は
訴
訟
物
自
体
に
対
す
る
裁
判
官
の
そ
の
時
点
の
評
価
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ

る
。
和
解
期
日
に
お
け
る
和
解
案
の
提
示
も
そ
う
で
あ
る
が
、
合
理
的
な
観
点
で
総
合
的
に
良
好
な
案
を
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
裁
判
官
の
内
心
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
事
件
の
内
容
や
当
事
者
の
態
度
等
に
よ
っ
て
、
同
情
し
た
り
、
涙
を
誘
わ
れ
た

り
、
怒
り
を
覚
え
た
り
と
い
っ
た
こ
と
も
当
然
想
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
、
裁
判
官
は
こ
れ
ら
の
感
情
を

表
に
出
す
こ
と
は
控
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
自
身
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
共
通
項
が
あ
る
に
し
て
も
、

訴
訟
手
続
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
心
証
開
示
と
は
別
次
元
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

心
証
開
示
と
は
別
の
規
律
が
働
い
て
い
る
た
め
に
、
裁
判
官
は
、
状
況
に
応
じ
て
感
情
を
覚
え
な
い
よ
う
に
し
、
そ
れ
を
表
現
す
る
の
を

避
け
る
だ
ろ
う
。
逆
に
、
敢
え
て
そ
れ
を
表
に
出
す
（
場
合
に
よ
っ
て
は
演
技
す
る
）
こ
と
で
、
心
情
の
部
分
で
当
事
者
を
動
か
し
、
審
理

の
充
実
を
図
っ
た
り
和
解
を
促
進
し
た
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。

そ
れ
ら
が
あ
る
種
の
技
法
と
し
て
定
立
で
き
る
か
否
か
に
関
し
て
は
、
裁
判
官
は
感
情
を
出
さ
な
い
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
と

さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
節
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
事
者
の
感
情
に
訴
え
か
け
て
事
件
の
解
決
を
促
進
す
る
場
面
が
よ
り
多
い
と
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思
わ
れ
る
調
停
委
員
や
各
種
相
談
員
な
ど
に
お
い
て
も
同
様
の
事
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
当
事
者
の
感
情
に
ど
う
対
す
る
か
、
あ
る
い
は
ど
の

よ
う
に
自
ら
の
考
え
を
表
現
す
る
の
が
好
ま
し
い
か
と
い
う
こ
と
は
語
ら
れ
て
も
、
予
期
せ
ぬ
感
情
に
自
身
が
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
に

つ
い
て
は
、
十
分
に
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
一
・
裁
判
官
の
心
証
と
感
情
に
つ
い
て
、
感
情
を
開
示
す
る
こ
と
の
問
題
点
と
感
情
制
御
の
必
要
性
に
つ
い
て
考
察

を
加
え
、
二
・
心
理
学
の
知
見
を
踏
ま
え
た
米
国
の
議
論
な
ど
も
参
照
し
つ
つ
、
三
・
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
検
討
を
試
み
、
ま
と
め
と
し
た

い
。

一

裁
判
官
の
内
心
の
開
示
と
規
律

（
一
）
ポ
ー
カ
ー
フ
ェ
イ
ス
な
裁
判
官
像
か
ら
の
解
放
と
そ
の
限
界

古
く
は
、
訴
訟
の
審
理
の
過
程
、
特
に
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
主
張
や
提
出
し
た
証
拠
の
証
拠
力
な
ど
に
関
し
て
は
、

そ
の
評
価
に
つ
い
て
の
心
証
は
で
き
る
だ
け
開
示
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
裁
判
官
が
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ー
カ
ー
フ
ェ
イ
ス
」
で
あ
る
こ
と

が
、
裁
判
の
公
正
性
・
中
立
性
を
維
持
す
る
う
え
で
重
要
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
旧
民
訴
法
下
に
始

ま
っ
た
審
理
充
実
の
流
れ
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
方
策
は
大
き
く
転
換
さ
れ
た１

）。
即
ち
、
積
極
的
な
心
証
開
示
に
よ
り
必
要
な
当
事
者
の
主
張

立
証
を
促
し
、
重
要
度
の
低
い
争
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
脇
に
置
く
こ
と
で
、
裁
判
の
帰
趨
を
決
す
べ
き
争
点
に
絞
っ
て
手
続
き
を
進
め

る
こ
と
で
、
弁
論
の
充
実
、
審
理
期
間
や
当
事
者
の
コ
ス
ト
縮
減
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
流
れ
は
、
近
年
に
お
け
る
釈
明
権
の
積
極
的
な
行
使
、
釈
明
義
務
の
範
囲
の
拡
大
や
、
法
的
観
点
指
摘
義
務
の
議
論
の
深
化
と

い
っ
た
こ
と
に
も
み
て
と
れ
る
。
こ
の
傾
向
の
是
非
に
つ
い
て
は
議
論
も
あ
ろ
う
が
、
従
来
弁
論
主
義
の
建
前
か
ら
裁
判
所
が
積
極
的
に
関
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与
し
な
か
っ
た
部
分
に
ま
で
こ
の
傾
向
が
進
ん
で
き
て
い
る
こ
と
は
、
裁
判
官
の
公
正
性
や
中
立
性
に
関
す
る
概
念
が
大
き
く
変
化
し
て
い

る
こ
と
の
表
れ
と
言
え
よ
う
。

和
解
や
調
停
と
い
っ
た
当
事
者
の
利
害
関
係
の
調
整
や
感
情
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
に
お
い
て
は
、
さ

ら
に
こ
の
傾
向
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
弁
論
期
日
と
は
異
な
り
非
公
開
で
開
催
さ
れ
、
闊
達
な
意
見
交
換
や
当
事
者
の
「
本
音
」
の
部
分

で
の
欲
求
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
と
も
相
ま
っ
て
、
裁
判
官
や
調
停
委
員
の
心
証
は
、
よ
り
積
極
的
に
開
示
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
、
そ
れ
が
、
交
渉
の
促
進
や
合
意
形
成
を
強
力
に
後
押
し
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
和
解
案
・
調
停
案
の
提
示
な
ど
は
、
そ
れ
が
形
式

と
し
て
裁
判
所
・
調
停
委
員
か
ら
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
実
務
は
、
事
実
認
定
や
法
的
評
価
を
冷
静
に
合
理
的
な
観
点
で
行
っ
た
結
果
の
表
明
で
あ
り
、
裁
判
官
等
が
理
性
的
に
判
断
し
た

結
果
の
現
れ
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
証
拠
に
よ
る
事
実
認
定
に
お
い
て
も
法
の
適
用
に
お
い
て
も
、
裁
判
官
や
調
停

委
員
ら
が
、
人
間
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
バ
イ
ア
ス
が
生
じ
た
り
、
感
情
を
覚
え
た
り
す
る
こ
と
は
想
定
し
う
る
。
実
際
、
弁

論
の
全
趣
旨
か
ら
心
証
を
得
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
以
上
、
当
事
者
の
行
動
や
態
度
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
評
価
が
さ
れ
る
余
地
は
あ
る
わ
け

で
、
そ
れ
が
特
定
の
感
情
と
結
び
つ
き
や
す
く
な
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
官
が
抱
い
た
感
情
に
よ
り
訴
訟
の
帰
趨
が
左

右
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
弁
論
の
全
趣
旨
の
一
部
を
形
成
す
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
容
認
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
う
い
っ

た
感
情
を
何
ら
か
の
形
で
露
わ
に
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
法
専
門
家
の
間
で
好
ま
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

感
情
の
表
現
を
抑
え
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
感
情
に
よ
っ
て
思
わ
ぬ
行
動
に
出
る
恐
れ
が
生
じ
る
場

合
で
あ
る
と
か
、
合
理
的
な
判
断
を
歪
め
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
と
い
う
状
況
で
具
体
的
に
自
ら
を
ど
う
律
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
技
法

に
つ
い
て
は
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
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（
二
）
裁
判
官
の
感
情
制
御
の
必
要
性

裁
判
官
が
自
ら
の
感
情
に
影
響
さ
れ
ず
に
裁
判
を
す
る
こ
と
は
、
合
理
的
な
紛
争
解
決
、
手
続
の
公
正
性
を
担
保
す
る
う
え
で
重
要
な
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
判
決
に
お
い
て
も
、
和
解
や
調
停
に
お
い
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
自
ら
の
感
情
に
具
体
的
に
ど
う
対
応
す

べ
き
な
の
か
、
そ
れ
を
ど
う
い
っ
た
方
法
で
実
現
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

裁
判
官
は
、
自
身
が
感
情
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
在
廷
者
が
感
情
的
な
振
舞
い
を
し
た
場
合
に
こ

れ
を
落
ち
着
か
せ
、
あ
る
い
は
、
逆
に
当
事
者
や
証
人
に
い
っ
た
ん
感
情
を
発
散
さ
せ
る
こ
と
で
満
足
を
与
え
る
と
い
っ
た
方
法
で
、
関
係

者
の
感
情
を
最
終
的
に
は
落
ち
着
か
せ
て
法
廷
の
秩
序
を
保
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
弁
論
や
和
解
の
期
日
に
お
い
て
当
事
者
や
代
理
人
弁

護
士
、
証
人
、
鑑
定
人
や
傍
聴
人
と
い
っ
た
人
々
が
、
緊
張
し
、
事
件
の
顛
末
を
思
い
出
し
て
う
ろ
た
え
た
り
、
泣
き
出
し
た
り
、
相
手
方

の
対
応
や
代
理
人
の
発
す
る
尋
問
に
怒
り
の
声
を
発
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
え
る
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
遭
遇
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
裁
判
官
自
身
が
、
こ
れ
ら
の
感
情
を
露
わ
に
す
る
こ
と
が
広
く
許
容
さ
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
も
そ

も
公
正
・
中
立
の
立
場
で
法
に
基
づ
く
合
理
的
な
解
決
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
裁
判
官
は
、
手
続
の
過
程
で
、
特
に
当
事
者
の
主

張
立
証
の
過
程
を
含
む
弁
論
に
お
い
て
、
当
事
者
の
主
張
の
内
容
、
当
事
者
・
代
理
人
・
証
人
・
傍
聴
人
等
の
態
度
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
な

ど
に
起
因
し
て
感
情
を
覚
え
る
こ
と
自
体
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
も
、
理
論
的
に
は
あ
り
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
は
法

理
論
的
に
は
理
想
の
極
致
と
し
て
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
裁
判
官
も
ま
っ
た
く
の
無
感
情
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ

り
、
社
会
一
般
を
は
じ
め
、
当
事
者
も
法
専
門
家
も
そ
こ
ま
で
期
待
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
人
間
で
あ
る
以
上
、
あ
る
程
度
は
や
む
を
得
な
い
が
、
感
情
を
覚
え
る
こ
と
自
体
を
で
き
る
だ
け
抑
え
る
べ
き
と
い
う
選
択
肢

が
考
え
ら
れ
る
。
裁
判
官
は
、
そ
の
職
責
と
両
立
す
る
範
囲
に
収
ま
る
よ
う
に
感
情
を
抑
制
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
感
情
を
覚
え
る
こ

と
自
体
の
抑
制
で
な
く
、
裁
判
官
が
得
た
感
情
を
法
廷
で
表
現
す
る
こ
と
を
抑
制
す
る
と
い
う
こ
と
に
力
点
を
置
く
選
択
肢
も
あ
り
得
よ

（79-３- ）787 579
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う
。
現
実
的
な
選
択
肢
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
動
が
要
求
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
裁
判
官
が
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
力
点
は
、
で
き
る
だ
け
感
情
を
覚
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
自
身
の
感
情
を
外
部
に
表
さ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
自
身
の
感
情
に
よ
っ
て
裁
判
の
帰
趨
が
左
右
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
感
情
と
言
っ
て
も
、
感
情
を
覚
え
る
所
か
ら
感
情
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
ま
で
、
複
数
の
段
階
が
あ
る
。
感
情
を
覚
え
る
こ

と
自
体
を
回
避
す
べ
き
な
の
か
、
感
情
を
覚
え
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
が
、
そ
れ
を
表
に
出
す
こ
と
が
好
ま
し
く
な
い
こ
と
な
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
演
技
力
の
あ
る
裁
判
官
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
感
情
を
表
に
出
し
た
よ
う
に
見
せ
て
、

場
合
に
よ
っ
て
は

実
際
の
感
情
と
は
異
な
る
も
の
も
あ
ろ
う
）
当
事
者
の
感
情
に
訴
え
る
こ
と
で
、
事
件
処
理
を
あ
る
方
向
に
誘
導
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。一

般
論
と
し
て
、
裁
判
官
に
限
ら
ず
専
門
家
一
般
、
さ
ら
に
言
え
ば
社
会
人
一
般
が
、
職
務
に
お
い
て
感
情
を
表
に
出
し
た
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
判
断
が
歪
め
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
望
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
れ
は
、
訴
訟
と
い
う
法
的
に
紛
争
の
解
決
を
図
る

場
合
に
特
有
な
要
素
が
存
在
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
和
解
期
日
や
裁
判
外
の
手
続
き
に
お
い
て
は
こ
れ
と
異
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
あ

る
い
は
技
法
と
し
て
感
情
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
が
有
益
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
）
感
情
制
御
の
必
要
性
根
拠

裁
判
官
が
感
情
を
有
す
る
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
表
に
出
す
こ
と
が
望
ま
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
公

の
場
で
感
情
を
露
わ
に
す
る
の
は
理
性
的
な
態
度
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
よ
う
が
、
訴
訟
に
つ
い
て
言
え
ば
、
最
も
重
要
な
の
は
公

正
性
の
維
持
を
疑
わ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
裁
判
官
が
感
情
を
表
す
こ
と
で
、
法
の
解
釈
適
用
に
よ
る
事
件
の
合
理
的
な
解
決
能
力

が
疑
わ
れ
か
ね
な
い
し
、
当
事
者
に
と
っ
て
不
合
理
な
圧
力
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
正
常
な
訴
訟
運
営
の
妨
げ
と
な
り
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か
ね
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
裁
判
官
が
自
ら
の
感
情
を
表
に
出
す
こ
と
で
、
公
正
性
・
中
立
性
の
保
持
と
い
っ
た
こ
と
へ
の
当
事
者
・

代
理
人
・
関
係
者
や
社
会
か
ら
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
か
ね
な
い２

）。
こ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
、
感
情
を
覚
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
感
情
を
表
に

出
す
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
許
否
や
程
度
に
つ
い
て
は
、
裁
判
の
公
正
性
・
中
立
性
が
維
持
さ
れ
う
る
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
考
え
る
べ

き
で
あ
る３

）。
訴
訟
の
過
程
で
裁
判
官
が
感
情
を
表
す
こ
と
に
よ
り
、
一
方
当
事
者
を
不
当
に
利
す
る
こ
と
に
な
っ
た
り
、
当
事
者
を
委
縮
さ

せ
た
り
し
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
感
情
を
表
に
出
さ
な
く
と
も
、
感
情
を
覚
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
の
帰
趨
が
不
当
に
歪
め

ら
れ
る
こ
と
は
、
民
事
訴
訟
の
趣
旨
に
反
し
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

法
曹
倫
理
の
観
点
か
ら
は
、
裁
判
官
自
身
が
こ
の
よ
う
な
公
正
性
・
中
立
性
な
ど
を
確
保
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
努
力
と
そ
れ
を
支
え

る
制
度
の
維
持
が
第
一
義
的
に
必
要
と
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
当
事
者
・
代
理
人
・
傍
聴
人
、
そ
の
他
第
三
者
か
ら
は
、
裁
判
官
の
内
心
を
直

接
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
外
観
か
ら
し
か
判
断
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
法
曹
倫
理
に
関
す
る
報
告
書
」
で
は
、
裁
判

官
倫
理
の
基
準
原
則
と
し
て
、
裁
判
活
動
に
お
け
る
法
忠
実
性
、
独
立
性
、
公
平
中
立
性
及
び
公
正
の
保
持
の
義
務
を
説
き
、
そ
の
窮
極
的

な
保
障
の
た
め
、
各
裁
判
官
の
良
心
と
そ
の
内
的
な
自
覚
と
自
制
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
「
裁
判
官
は
、
右
の
よ
う
な
自
覚
と
自
制

の
義
務
に
加
え
て
、
裁
判
官
が
内
的
に
右
の
よ
う
に
要
請
に
こ
た
え
て
裁
判
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
一
般
的
信
頼
を
傷
つ
け
る

よ
う
な
行
動
、
態
度
を
避
止
す
べ
き
義
務
を
有
す
る
。
け
だ
し
、
裁
判
官
の
内
心
的
事
象
は
、
外
部
か
ら
窺
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

で
あ
り
、
当
時ママ
者
を
含
む
第
三
者
は
、
裁
判
官
の
外
部
に
あ
ら
わ
れ
た
言
動
や
態
度
か
ら
こ
れ
を
推
定
す
る
ほ
か
な
く
、
裁
判
制
度
は
、

こ
よ
ママ

う
な
推
定
的
判
断
に
基
づ
く
裁
判
の
独
立
と
そ
の
公
平
及
び
公
正
に
対
す
る
一
般
的
信
頼
に
よ
っ
て
の
み
有
効
に
機
能
し
う
る
も
の
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
信
頼
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
言
動
や
態
度
の
避
止
、
抑
制
の
義
務
は
、
そ
の
職
務

活
動
の
み
な
ら
ず
、
広
く
職
務
外
の
活
動
に
お
い
て
も
、
要
求
さ
れ
る
。」
と
述
べ
て
い
る４

）。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
裁
判
官
も
普
通
の
人
間
で
あ
り
、
事
件
に
関
し
て
、
感
情
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
が
表
に
出
る
こ
と
で
、
当
事
者
、
同
僚
を
含
む
法
曹
関
係
者
、
社
会
一
般
か
ら
「
公
正
な
裁
判
が
で
き
な
い
裁
判
官
」
と
判
断
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さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
視
点
を
変
え
れ
ば
、
感
情
を
覚
え
る
部
分
と
そ
れ
が
表
現
さ
れ
る
と
い
う
部
分
は
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
外
部
か
ら
は
表
現
さ
れ
た
部
分
で
判
断
す
る
ほ
か
な
い
と
も
言
え
る
。
最
終
的
に
感
情
が
表
に
出
な
け
れ
ば
、
裁
判
の
秩
序
を
あ
る

程
度
維
持
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
裁
判
官
の
技
法
と
し
て
は
、
感
情
が
あ
っ
て
も
意
識
し
な
い
と
い
う
方
向
性
を
用
い
る
の
が
第
一
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い

は
、
感
情
を
表
す
の
を
抑
え
る
こ
と
が
必
要
な
場
面
も
出
て
く
る
が
、
そ
の
た
め
の
技
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
な

る
。

（
四
）
和
解
期
日
や
調
停
等
の
場
合

和
解
期
日
は
、
訴
訟
に
お
け
る
弁
論
よ
り
も
紛
争
解
決
の
核
心
に
迫
っ
た
議
論
が
期
待
さ
れ
る
場
面
だ
が
、
裁
判
官
が
公
正
性
・
中
立
性

を
保
持
し
理
性
的
行
動
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
弁
論
に
お
け
る
場
合
と
差
異
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

調
停
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
調
停
人
の
役
割
は
、
交
渉
を
促
進
す
る
、
和
解
案
を
提
示
す
る
、
当
事
者
を
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
こ
と
な

ど
、
状
況
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
。
多
様
な
見
地
か
ら
多
様
な
裁
判
官
像
が
あ
る
よ
う
に
、
調
停
人
に
期
待
す
る
役
割
像
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
立
の
第
三
者
た
る
調
停
者
の
立
場
は
あ
る
程
度
共
通
し
て
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
複
数
の
当
事
者
の
間

に
た
ち
、
両
者
か
ら
信
頼
を
得
て
手
続
き
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
以
上
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

他
方
、
い
ず
れ
も
弁
論
期
日
と
異
な
り
非
公
開
の
席
で
あ
り
、
必
ず
し
も
法
の
解
釈
適
用
に
よ
る
紛
争
解
決
だ
け
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
利
益
衡
量
や
当
事
者
の
感
情
を
満
た
す
と
い
う
点
に
も
配
慮
し
た
解
決
も
併
せ
て
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
裁
判
官

が
自
ら
の
感
情
に
つ
い
て
期
待
さ
れ
て
い
る
抑
制
の
度
合
い
は
、
弁
論
期
日
に
お
け
る
そ
れ
と
異
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

当
事
者
に
嫌
悪
感
を
持
た
せ
た
り
、
中
立
性
を
疑
わ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
、
双
方
の
当
事
者
に
と
っ
て
裁
判
所
や
裁
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判
官
へ
の
信
頼
を
揺
が
す
も
の
で
あ
り
、
紛
争
解
決
の
促
進
と
い
う
目
的
に
反
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
が
、
逆
に
こ
れ
ら
の
範

囲
を
満
た
す
の
で
あ
れ
ば
、
交
渉
促
進
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
感
情
に
訴
え
る
こ
と
も
そ
の
技
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
許
容
さ
れ
よ
う
。
調

停
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

例
え
ば
、『
和
解
技
術
論
』
に
お
い
て
「
人
間
味
を
出
し
て
雑
談
す
る
方
が
う
ま
く
い
く
」
場
合
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る５

）。
少

な
か
ら
ず
当
事
者
は
「
固
く
て
冷
静
な
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
裁
判
官
に
自
分
の
気
持
ち
な
ど
分
か
る
は
ず
も
な
い
」
と
か
「
法
律
論
で
判
断
し

て
人
間
の
情
が
な
い
」
と
い
っ
た
先
入
観
を
持
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
当
事
者
は
、
法
に
よ
る
紛
争
解
決
を
求
め
て
裁
判
所
の
門
を

く
ぐ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
法
解
釈
と
は
異
な
る
人
間
の
情
の
部
分
で
動
か
さ
れ
る
部
分
は
あ
る
。
紛
争
類
型
や
個
別
事
件
の
性
質
に
よ
る
差

異
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
紛
争
解
決
の
促
進
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
裁
判
官
が
感
情
を
表
に
出
す
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
場
合

も
公
正
性
・
中
立
性
に
疑
問
が
持
た
れ
な
い
範
囲
で
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
弁
論
に
お
け
る
原
則
と
同
様
で
あ
る
が
、
や
や
緩
や
か
に

解
釈
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
表
現
さ
れ
る
段
階
で
は
、
何
ら
か
の
制
御
が
さ
れ
た
感
情
と
な
る
こ
と
は
同
様
で
あ
る
。

（
五
）
小
括

訴
訟
、
特
に
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
感
情
の
表
現
は
ど
の
程
度
許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
民
事
訴
訟
の
議
論
と
し
て
、
裁
判
官

の
心
証
開
示
に
つ
い
て
積
極
的
な
流
れ
が
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
、
事
実
認
定
や
法
的
判
断
に
つ
い
て
の
も
の
が
許
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

り
、
裁
判
官
自
身
が
覚
え
た
感
情
を
言
葉
で
表
現
し
た
り
、
態
度
に
表
し
た
り
す
る
こ
と
の
是
非
は
別
で
あ
る
。
事
実
認
定
、
法
の
解
釈
適

用
、
訴
訟
の
勝
敗
な
ど
に
つ
い
て
の
裁
判
官
の
心
証
開
示
の
議
論
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
裁
判
官
が
感
情
に
左
右
さ
れ
ず
に
行
動
で
き
る

こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
だ
が
、
裁
判
官
も
人
間
で
あ
る
以
上
感
情
を
覚
え
る
こ
と
を
完
全
に
抑
止
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
内
心
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
は
外
観
か
ら
し
か
判
断
が
で
き
な
い
。
規
範
的
に
は
感
情
を
覚
え
る
こ
と
自
体
を
制
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
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い
う
こ
と
も
言
え
る
が
、
現
実
に
是
非
を
判
断
す
る
際
に
は
、
裁
判
官
の
感
情
表
現
を
基
準
と
す
る
の
は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
。
し
た

が
っ
て
、
感
情
を
表
現
し
な
い
よ
う
に
努
め
る
、
あ
る
い
は
、
公
正
性
に
疑
い
を
も
た
れ
な
い
範
囲
に
、
そ
の
表
現
を
留
め
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

以
上
は
、
専
門
家
の
規
範
と
し
て
、
あ
る
い
は
審
理
の
充
実
の
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
感
情
制
御
の
技
法
と

し
て
適
切
な
も
の
か
と
い
う
と
、
別
問
題
で
あ
る
。
次
章
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

１
）

例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
簡
素
化
法
や
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
モ
デ
ル
な
ど
の
紹
介
が
我
が
国
の
訴
訟
の
在
り
方
の
議
論
の
呼
び
水
に
な
っ
た
と
言
え
よ

う
。
当
時
の
議
論
と
し
て
、

特
集
・
訴
訟
促
進
審
理
の
充
実
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
四
号
（
一
九
八
八
年
）
を
差
し
当
た
り
挙
げ
て
お
く
。
そ
の
中
で
、
表

久
雄
「
弁
護
士
業
務
の
改
善
と
民
事
訴
訟
の
促
進
｜
｜
第
一
東
京
弁
護
士
会
「
新
民
事
訴
訟
手
続
試
案
」
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
同
・
六
九
頁
は
弁
護
士
の

視
点
か
ら
、
裁
判
官
の
心
証
開
示
の
必
要
性
を
説
く
一
方
、

も
っ
と
も
、
裁
判
官
が
発
現
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
訴
訟
代
理
人
弁
護
士
に
あ
ま
り
歓

迎
さ
れ
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」

同
七
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
他
方
・
同
特
集
の
井
上
治
典
「
審
理
の
充
実
・
促
進
と
和
解
」
で
は
、

裁
判
所
の
心
証
開
示
を
肯
定
し
つ
つ
も
、

心
証
を
基
軸
に
し
た
手
続
の
運
営
で
は
、
紛
争
当
事
者
が
自
由
で
自
立
的
な
解
決
案
を
模
索
し
て
い
く
手
続

に
は
な
り
に
く
い
し
、
現
在
の
民
事
訴
訟
手
続
が
か
か
え
て
い
る
『
重
苦
し
さ
』
か
ら
脱
皮
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
で
あ
ろ
う
。」

同
・
一
〇
七
頁
）

と
し
て
い
る
。

２
）

な
お
、
後
述
の
マ
ロ
ニ
ー
の
論
文
は
、
心
理
学
な
ど
他
の
観
点
か
ら
議
論
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
葬
儀
で
笑
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
な
ど

を
例
に
挙
げ
、
感
情
体
系
を
「
社
会
文
化
的
な
文
脈
」
に
「
精
密
に
調
和
さ
せ
る
」
よ
う
に
働
く
と
い
う
。S

ee
 
M
a
ro
n
ey
 
in
fra
 
n
o
te
 
6,
a
t 1502

1504.

本
章
で
筆
者
が
論
じ
て
い
る
の
は
、
感
情
を
調
和
さ
せ
る
べ
き
「
社
会
文
化
的
な
文
脈
」
に
関
し
て
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
マ
ロ
ニ
ー
も
こ

の
裁
判
官
像
に
言
及
し
て
い
る
。
後
述
三
（
二
）
参
照
。

３
）

民
事
訴
訟
の
議
論
と
関
連
付
け
れ
ば
、
心
証
開
示
の
ほ
か
一
般
的
な
釈
明
権
の
行
使
や
釈
明
義
務
の
範
囲
等
と
い
っ
た
議
論
も
見
据
え
て
考
慮
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
我
が
国
に
お
け
る
和
解
の
た
め
の
心
証
開
示
に
関
す
る
議
論
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
垣
内
秀
介
「
裁
判
官
に
よ
る
和
解
勧

試
の
法
的
規
律
（
１
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
七
巻
六
号
七
五
一
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
七
八
六
｜
七
九
一
頁
を
挙
げ
て
お
く
。
ほ
か
、
法
社
会
的
の
見
地

か
ら
感
情
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
法
社
会
学
六
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）

法
と
情
動
」
特
集
な
ど
が
あ
る
。

４
）

日
本
法
律
家
協
会
法
曹
倫
理
研
究
委
員
会
「
法
曹
倫
理
に
関
す
る
報
告
書
」
法
の
支
配
三
二
号
四
七
頁
（
一
九
七
七
年
）
五
三
｜
五
四
頁
。
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５
）

草
野
芳
郎
『
和
解
技
術
論
｜
｜
和
解
の
基
本
原
理
〔
第
二
版
〕』

信
山
社
・
二
〇
〇
三
年
）
六
六
頁
参
照
。

二

裁
判
官
の
感
情
制
御
の
技
法

前
章
で
は
一
応
の
ま
と
め
と
し
て
、
感
情
を
覚
え
る
こ
と
、
表
現
す
る
こ
と
は
抑
制
す
べ
き
で
、
や
む
を
得
な
い
場
合
も
手
続
の
公
正
性

に
疑
い
を
持
た
れ
な
い
範
囲
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。
冷
静
か
つ
理
性
的
に
指
揮
・
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ

る
者
に
限
ら
ず
、
一
般
的
に
社
会
人
と
し
て
、
職
務
に
あ
た
っ
て
は
感
情
を
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
そ
う
だ
が
、
裁

判
官
の
社
会
的
地
位
・
権
威
を
考
え
る
と
、
特
に
高
い
レ
ベ
ル
が
求
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
そ
れ
を
実
現
す
る
か
と
い
う
技
法
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
心
理
学
の
見
地
が
有
用
と
思
わ
れ
る
が
、
裁
判

官
の
職
責
を
に
ら
み
つ
つ
議
論
し
た
も
の
は
乏
し
い
。
た
だ
、
裁
判
官
の
感
情
制
御
に
つ
い
て
は
、
近
時
公
刊
さ
れ
た
テ
リ
ー
・
Ａ
・
マ
ロ

ニ
ー
の
論
文６

）が
こ
の
点
に
つ
い
て
、
心
理
学
の
観
点
も
交
え
て
分
析
を
加
え
、
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
る
の
で
、
本
章
で
は
こ
れ
に
依
拠
し

つ
つ
考
察
を
試
み
た
い
。
マ
ロ
ニ
ー
は
、
有
用
な
戦
略
と
し
て
「
積
極
的
関
与
戦
略
」
を
提
示
し
、
他
の
戦
略
よ
り
優
れ
て
い
る
と
論
じ
て

い
る
。
前
章
で
は
、
感
情
表
現
等
の
「
抑
制
」
の
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
実
は
技
法
に
お
い
て
「
抑
制
」
は
最
善
の
技
法
で
は
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。（

一
）
裁
判
官
の
感
情
制
御
に
関
す
る
研
究
の
現
状

米
国
に
お
け
る
「
良
き
裁
判
官
」
像
は
、
古
く
は
「
感
情
を
持
た
な
い
裁
判
官
」
で
あ
っ
た
が
、
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
以
降
、
裁
判
官
が
自

（79-３- ）793 585
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身
の
感
情
を
認
識
し
た
う
え
で
、
断
固
と
し
て
、
そ
れ
を
脇
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
者
に
変
化
し
て
き
て
い
る
と
い
う７

）。
し
か
し
具
体
的
に

ど
う
す
れ
ば
感
情
を
脇
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
節
が
あ
る８

）。

マ
ロ
ニ
ー
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
マ
ジ
ス
ト
レ
イ
ト
裁
判
官
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
研
究
を
引
用
し
て
、
現
実
に
裁
判
官
が
感
情
の
制
御
を
試

み
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
、
裁
判
官
が
他
の
人
々
の
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
裁

判
官
も
自
身
の
感
情
を
制
御
す
る
努
力
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る９

）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
裁
判
官
の
感
情
制
御
の
難
し

さ
を
示
し
て
い
る
。
感
情
制
御
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
べ
き
か
の
基
準
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
感
情
を
覚
え
て
は
な
ら
ず
、
も
し
感
情
を
覚

え
た
ら
脇
に
置
け
、
と
い
う
単
純
な
指
示
が
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
、
マ
ロ
ニ
ー
は
指
摘
す
る10

）。

実
際
、
一
般
論
と
し
て
の
訓
戒
あ
る
い
は
期
待
は
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
以
上
の
具
体
的
な
実
現
方
法
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
詳
細
に

検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
心
証
の
開
示
な
ど
に
つ
い
て
の
是
非
や
基
準
・
程
度
に
関
す
る
議
論
は
さ

れ
て
も
、
そ
れ
と
紙
一
重
の
感
情
表
現
に
つ
い
て
は
、
感
情
を
表
に
出
す
な
と
い
う
以
上
の
具
体
的
な
技
法
が
出
て
き
て
い
た
と
は
言
い
難

い
。

（
二
）
積
極
的
関
与
戦
略
の
提
示

マ
ロ
ニ
ー
の
提
示
す
る
感
情
制
御
の
戦
略
は
、
大
き
く
分
け
る
と
「
抑
制
戦
略
」
と
「
積
極
的
関
与
戦
略
」
で
あ
る
。

ま
ず
、
抑
制
戦
略
で
あ
る
が
、
①
感
情
的
な
刺
激
を
避
け
る
こ
と
、
②
感
情
体
験
を
予
期
し
て
の
抑
制
、
③
否
定
と
抑
圧
、
お
よ
び
、
④

行
動
の
抑
制
と
い
っ
た
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。
①
は
、
最
初
か
ら
感
情
を
引
き
出
す
刺
激
の
認
知
を
避
け
よ
う
と
す
る
戦
略
で
あ
る
。
不
快

な
人
物
か
ら
離
れ
た
席
に
座
っ
た
り
、
う
わ
の
空
で
他
の
こ
と
を
考
え
た
り
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
②
は
、
あ
る
状
況
を
予
期
し
た

場
合
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
単
純
に
あ
ら
ゆ
る
感
情
を
持
た
な
い
よ
う
事
前
に
決
心
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
③
は
、
自
分
の
理
想
と
は
異
な

（法政研究79-３- ）586 794

論 説



る
感
情
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
表
面
的
に
は
可
能
で
も
、
心
か
ら
そ
う
だ
と
は
い
え
ず
、
そ
れ
が
無
意
識
の
も
の
と
な
る
こ
と
も
あ

る
（
フ
ロ
イ
ト
が
言
う
「
抑
圧
」）。
④
は
、
感
情
を
覚
え
る
こ
と
を
で
な
く
、
そ
れ
を
外
部
に
表
す
こ
と
の
み
を
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
表
現
行
動
、
例
え
ば
、
表
情
や
声
、
身
振
り
手
振
り
な
ど
を
抑
制
す
る
こ
と
も
含
む
。
真
の
感
情
の
状
態
を
隠
し
て
、

ポ
ー

カ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
よ
う
な
）
中
立
や
、

作
り
笑
い
の
よ
う
な
）
そ
こ
で
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
の
表
現
を
引
き
出
す
こ
と
に

な
る11

）。
も
う
ひ
と
つ
が
、
積
極
的
関
与
戦
略
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
①
認
知
の
再
評
価
、
②
開
示
、
③
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
あ
る
と
す
る
。
①

は
、
認
知
、
価
値
判
断
、
目
標
と
い
っ
た
い
ず
れ
か
の
変
化
を
内
包
す
る12

）。
②
で
は
、
自
ら
の
感
情
を
語
る
な
ど
し
て
明
ら
か
に
し
、
認
知

的
に
組
み
立
て
な
お
す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
感
情
の
変
化
は
引
き
出
せ
な
い
が
、
よ
り
快
適
に
生
活
す
る
方
法
を
見
出
す13

）。

③
の
本
質
は
客
観
的
な
観
察
と
感
情
を
含
む
す
べ
て
の
精
神
現
象
へ
の
受
容
で
あ
り
、
瞑
想
や
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
関
連
が
あ
る14

）。
も
ち

ろ
ん
、
こ
れ
ら
に
は
費
用
・
便
益
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
努
力
の
限
界
も
あ
る15

）。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
が
裁
判
官
の
文
脈

で
ど
の
よ
う
に
適
用
で
き
る
か
を
議
論
す
る
。

一
言
で
い
う
と
、
積
極
的
関
与
戦
略
は
、
裁
判
官
の
感
情
は
、
そ
れ
に
背
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
向
か
う

こ
と
に
よ
っ
て
最
善
に
制
御
さ
れ
る
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
。
予
期
さ
れ
た
認
知
の
再
評
価
が
裁
判
官
の
感
情
制
御
の
最
も
有
望
な
戦
略
で

あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
議
論
で
あ
る
が
、
マ
ロ
ニ
ー
は
医
療
専
門
家
に
関
す
る
例
を
挙
げ
、
応
用
可
能
で
あ
る
と
説
く
。

例
と
し
て
、
感
情
を
刺
激
す
る
映
画
や
ス
ラ
イ
ド
を
見
せ
ら
れ
た
被
験
者
に
つ
い
て
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
実
験
で
は
、
こ

れ
か
ら
見
せ
ら
れ
る
の
は
深
刻
な
け
が
を
負
っ
た
人
々
が
写
っ
て
い
る
ス
ラ
イ
ド
で
あ
る
こ
と
を
事
前
に
示
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
医
療

専
門
家
と
し
て
の
冷
静
な
関
心
で
ス
ラ
イ
ド
を
見
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
事
前
に
指
導
を
受
け
た
グ
ル
ー
プ
と
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
グ
ル
ー
プ
を
比
較
し
た
場
合
、
指
導
を
受
け
た
人
々
は
、
感
情
反
応
の
指
標
を
減
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う16

）。

こ
れ
ら
は
、
他
の
研
究
に
も
み
ら
れ
る
と
い
い
、
医
療
専
門
家
の
教
育
指
導
に
お
い
て
も
、
応
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
マ
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ロ
ニ
ー
は
、
望
ま
れ
た
感
情
の
状
態
に
つ
い
て
、
体
験
の
別
の
面
に
考
え
を
向
け
な
お
す
こ
と
は
比
較
的
効
果
的
で
あ
り
、
コ
ス
ト
が
か
か

ら
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
裁
判
官
に
も
応
用
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る17

）。

定
着
し
て
い
る
集
合
的
メ
ン
タ
ル
モ
デ
ル
で
は
、
裁
判
官
は
「
客
観
的
」
で
「
中
立
」
な
裁
定
者
の
役
割
を
果
た
し
、
そ
れ
は
高
度
に

「
技
術
的
」
か
つ
「
分
析
的
」
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
形
態
が
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
、
上
述
の
医
師
に
関
す
る
実
験
で
被
験
者
が

求
め
ら
れ
た
同
じ
用
語
で
あ
る
と
い
う
。
裁
判
官
へ
の
最
初
の
訓
練
の
場
で
あ
る
法
教
育
も
、
認
知
の
再
編
成
の
暗
黙
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
追

求
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
、
医
師
が
ぞ
っ
と
す
る
（
た
と
え
ば
化
膿
の
あ
る
）
患
者
を
見
て
治
療
を
行
う
た
め
に
、
重
要
な
情
報
を
集
め
る

訓
練
を
す
る
よ
う
に
、
弁
護
士
は
訴
え
の
法
的
要
素
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
欠
け
て
い
る
も
の
）
を
み
て
、
混
乱
し
た
人
の
状
況
を
解
消
す
る

訓
練
を
受
け
る
。
そ
れ
は
訓
練
さ
れ
、
実
践
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
米
国
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
そ
の
訓
練
は
行
わ
れ
て
お
ら

ず
、
裁
判
官
に
そ
の
理
解
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
、
マ
ロ
ニ
ー
は
指
摘
す
る18

）。

そ
の
上
で
、
マ
ロ
ニ
ー
は
、
医
療
専
門
家
の
例
を
引
き
合
い
に
出
し
、

心
の
知
能
」
に
高
い
評
価
を
得
て
い
る
医
療
専
門
家
は
、
よ
り

良
い
臨
床
治
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
の
技
法
は
享
受
で
き
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
裁
判
官
の
訓
練
に
も
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
し
、
感
情
を
予
期
し
て
再
評
価
（
状
況
の
進
行
中
の
場
合
の
改
め
が
た
い
感
情
の
状
態
の
再
評
価
も
含
む
）
す
る
こ
と
は
、
裁

判
官
に
も
莫
大
な
価
値
が
あ
る
と
す
る19

）。
も
ち
ろ
ん
、
事
前
に
予
期
し
た
も
の
と
異
な
る
展
開
に
な
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
、
そ
れ
が
完
全
で

は
な
い
わ
け
だ
が
、
医
療
専
門
家
の
例
を
ふ
ん
だ
ん
に
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
裁
判
官
に
と
っ
て
も
そ
の
技
法
は
、
有
用
な
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
の
で
あ
る
。（

三
）
認
知
の
再
評
価
と
そ
の
制
約

マ
ロ
ニ
ー
は
、
続
い
て
比
較
的
効
果
的
な
メ
ソ
ッ
ド
と
し
て
、
積
極
的
関
与
戦
略
で
挙
げ
ら
れ
た
反
応
的
な
認
知
の
再
評
価
を
挙
げ
る
。
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一
般
人
が
心
を
か
き
乱
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
「
異
な
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
」
新
し
い
感
情
が
同
じ
よ
う
に
表

れ
る
か
ど
う
か
を
見
る
と
い
う
が
、
裁
判
官
も
ま
た
そ
う
い
っ
た
刺
激
の
再
解
釈
を
選
択
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る20

）。
例
え
ば
、
弁
護
士
の

尊
大
な
態
度
に
怒
り
を
感
じ
た
裁
判
官
は
「
不
安
で
当
り
散
ら
し
て
い
る
の
だ
」
と
そ
の
態
度
を
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
い
は
、

医
療
関
係
者
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ぞ
っ
と
す
る
検
視
写
真
を
見
る
心
の
準
備
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
上
述
の
よ
う
に
感
情
制
御

の
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
嫌
悪
感
は
伴
う
も
の
で
あ
る
。
専
門
家
と
し
て
の
役
割
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
る
。
間

近
で
そ
れ
を
見
る
こ
と
の
重
要
性
に
気
づ
け
ば
、
そ
れ
を
許
す
分
析
的
関
係
を
回
復
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
方
法
は
比
較

的
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る21

）。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
役
割
、
こ
こ
で
い
え
ば
証
拠
を
正
確
に
評
価
す
る
こ
と
が
事
実
認

定
、
ひ
い
て
は
裁
判
そ
の
も
の
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
、
嫌
悪
感
は
払
し
ょ
く
な
い
し
軽
減
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

た
だ
し
、
反
応
的
な
認
知
の
再
評
価
を
裁
判
の
文
脈
で
用
い
る
と
き
、
考
慮
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
現
実
と
い
う
制
約
を
受
け
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
例
え
ば
、
死
体
の
写
真
を
マ
ネ
キ
ン
だ
と
思
え
ば
そ
れ
を
見
る
こ
と
は
容
易
に
な
る
が
、
本
当
に
死
体
で
あ
る
と
信
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い22

）。
職
務
の
性
質
上
、
そ
れ
が
死
体
で
あ
る
と
い
う
現
実
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
再
評
価
は

注
意
を
狭
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
機
能
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
裁
判
官
の
職
務
と
は
衝
突
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
注
目
す
る
点
を

そ
ら
す
こ
と
で
、
感
情
を
向
け
な
お
す
の
は
効
果
的
で
あ
る
が
、
裁
判
官
は
裁
判
の
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
局
面
に
公
正
に
注
意
を

向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る23

）。
最
後
に
、
感
情
が
表
れ
始
め
た
後
で
の
再
評
価
は
単
純
に
失
敗
し
う
る
し
、
感
情
が
強
く
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
効
果
は
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る24

）。

以
上
が
、
一
般
に
も
医
療
関
係
者
の
用
い
る
技
法
を
裁
判
官
に
適
用
し
た
場
合
に
つ
い
て
の
概
要
で
あ
る
。
反
応
的
な
認
知
の
再
評
価

は
、
多
く
の
場
面
に
お
い
て
応
用
可
能
で
は
あ
る
が
、
裁
判
官
の
職
務
の
性
質
に
沿
っ
て
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
予
期
的
お
よ
び
反
応
的
認
知
の
再
評
価
の
二
つ
の
ゲ
ー
ト
を
通
じ
た
感
情
は
、
裁
判
官
の
判
断
・
学
習
過
程
へ
と
統
合
さ
れ
う
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裁判官の感情制御とその技法（宮永）



る
し
、
そ
う
す
べ
き
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
本
質
的
な
構
成
要
素
が
、
感
情
の
内
省
と
感
情
の
開
示
で
あ
る
。
時
間
を
経
る
こ
と
で
感
情
の

衝
撃
を
和
ら
げ
た
り
、
裁
判
官
が
感
情
を
受
け
入
れ
、
学
習
す
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
淘
汰
し
た
り
す
る
こ
と
を
許
す
の
だ
と
い
う25

）。

内
省
は
、
感
情
を
再
認
し
、
そ
の
特
性
へ
の
注
意
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
気
晴
ら
し
は
苦
痛
を
軽
減
す
る
よ
う
に
思

え
る
が
、
実
際
に
は
苦
痛
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
、
よ
り
効
果
的
に
そ
れ
を
和
ら
げ
う
る
の
で
あ
る26

）。

開
示
は
、
感
情
統
合
を
促
進
す
る
も
う
一
つ
の
方
法
で
あ
り
、
人
間
の
基
本
的
な
欲
求
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
々
は
、
自
身
の
感
情
を

し
ば
し
ば
繰
り
返
し
て
話
し
た
り
書
い
た
り
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
た
だ
し
、
開
示
は
、
通
常
は
（
俗
説
と
は
異
な
り
）
感
情
を
消
す

メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
。
開
示
は
そ
れ
が
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
や
、
生
産
的
な
自
覚
を
促
す
と
い
う
利
点
は
あ
る27

）。

こ
れ
ら
を
受
け
て
マ
ロ
ニ
ー
は
、
裁
判
官
の
感
情
開
示
は
、
た
と
え
行
う
と
し
て
も
、
慎
重
に
、
思
慮
深
く
、
か
つ
透
明
な
方
法
で
の

み
、
裁
判
官
の
意
思
決
定
を
苦
心
し
て
行
う
助
け
に
な
り
う
る
と
す
る
。

積
極
的
関
与
モ
デ
ル
」
は
、
従
来
の
裁
判
の
文
化
へ
期
待
さ
れ

て
き
た
も
の
に
大
き
な
変
化
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
法
廷
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
書
面
に
お
い
て
公
然
と
感
情
を
表
す
こ
と

は
、
概
ね
非
難
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
時
に
は
、
法
廷
外
で
何
ら
か
の
形
で
裁
判
官
が
自
ら
の
感
情
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う28

）。

以
上
を
ま
と
め
て
、
マ
ロ
ニ
ー
は
、
こ
の
積
極
的
関
与
モ
デ
ル
を
従
来
の
「
感
情
を
抜
き
に
し
た
裁
判
」
と
い
う
説
明
を
置
き
換
え
る
進

歩
的
な
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
積
極
的
関
与
モ
デ
ル
は
、
最
小
限
の
コ
ス
ト
で
感
情
を
管
理
す
る
一
連
の
ツ
ー
ル
を
構
築
す
る
こ

と
と
、
ど
の
よ
う
に
裁
判
官
の
感
情
が
価
値
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
こ
と
へ
の
規
範
的
な
説
明
の
両
方
を
提
供
す
る
と
い
う29

）。

（
四
）
他
の
戦
略
の
問
題
点
｜
｜
リ
バ
ウ
ン
ド
効
果
の
例

概
観
し
た
よ
う
に
、
マ
ロ
ニ
ー
は
、
従
来
か
ら
の
心
理
学
の
知
見
と
、
医
療
関
係
者
の
養
成
に
お
い
て
自
ら
の
感
情
に
向
か
う
技
法
を
教
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育
さ
せ
つ
つ
あ
る
現
状
を
指
摘
し
つ
つ
、
積
極
的
関
与
モ
デ
ル
が
裁
判
官
に
つ
い
て
も
こ
れ
ら
を
応
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
説
く
。

こ
こ
で
採
用
し
な
か
っ
た
他
の
モ
デ
ル
は
、
裁
判
官
の
職
務
に
は
不
向
き
で
あ
る
と
説
く30

）。
リ
バ
ウ
ン
ド
効
果
へ
の
懸
念
は
そ
の
一
つ
で
あ

る
。リ

バ
ウ
ン
ド
効
果
に
つ
い
て
は
、
ウ
ェ
グ
ナ
ー
の
「
白
熊
実
験
」
が
有
名
で
あ
る31

）。
大
学
生
三
四
名
か
ら
な
る
被
験
者
ら
は
、
実
験
中
の

五
分
間
「
心
に
浮
か
ん
だ
も
の
す
べ
て
」
を
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
話
す
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
。

始
め
」
の
合
図
で
実
験
者
は
部
屋
を
出

て
、
終
了
後
部
屋
に
戻
っ
て
き
た
。
被
験
者
ら
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
グ
ル
ー
プ
（
便
宜
的
に
「
Ａ
グ
ル
ー

プ
」
と
し
て
お
く
）
の
被
験
者
ら
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
指
示
が
さ
れ
た
。

次
の
五
分
間
も
、
今
や
っ
た
よ
う
に
考
え
た
こ
と
を
喋
っ

て
も
ら
い
ま
す
が
、
一
つ
だ
け
異
な
り
ま
す
。
今
回
は
、
白
熊
の
こ
と
を
考
え
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
が
『
白
熊
』
と
言
っ

た
と
き
や
、『
白
熊
』
が
心
に
浮
か
ん
だ
ら
、
あ
な
た
の
前
の
机
上
に
あ
る
ベ
ル
を
鳴
ら
し
て
く
だ
さ
い
。」
こ
の
実
験
の
後
、
次
の
五
分
間

に
「
白
熊
の
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
」
指
示
が
さ
れ
た
｜
｜
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
も
う
片
方
の
グ
ル
ー
プ
（
以
下
、

Ｂ
グ
ル
ー

プ
」）
で
は
最
初
の
実
験
で
「
白
熊
の
こ
と
を
考
え
よ
」
と
命
じ
ら
れ
、
後
の
実
験
で
、

白
熊
の
こ
と
を
考
え
る
な
」
と
い
う
指
示
が
さ
れ

た32
）。そ

の
結
果
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
被
験
者
ら
は
、

白
熊
に
つ
い
て
考
え
る
な
」
と
命
じ
ら
れ
て
も
、
白
熊
に
つ

い
て
心
に
浮
か
ば
な
い
よ
う
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
被
験
者
ら
は
、
後
の
「
白
熊
の
こ
と
を
考
え
よ
」
と
命
じ
ら

れ
た
実
験
で
は
、
他
の
実
験
（
Ａ
グ
ル
ー
プ
、
一
回
目
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
、
一
・
二
回
目
）
と
は
異
な
り
際
立
っ
て
多
く
、
時
間
の
経
過
に
つ

れ
、
ま
す
ま
す
白
熊
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た33

）。

何
か
を
考
え
ま
い
と
す
れ
ば
す
る
と
ま
す
ま
す
忘
れ
ら
れ
な
く
な
る
逆
説
的
効
果
（
グ
ル
ー
プ
一
回
目
の
実
験
）
が
あ
り
、
あ
る
機
会

（
Ａ
グ
ル
ー
プ
二
回
目
の
実
験
）
に
お
い
て
そ
れ
が
再
び
脳
裏
に
浮
か
ん
で
し
ま
う
。
こ
れ
が
リ
バ
ウ
ン
ド
効
果
で
あ
る
。

マ
ロ
ニ
ー
は
、
否
定
及
び
抑
圧
戦
略
は
、
高
コ
ス
ト
で
あ
り
、
リ
バ
ウ
ン
ド
効
果
も
伴
う
と
主
張
す
る
。
具
体
的
に
は
、
感
情
の
抑
制
が

（79-３- ）799 591
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裁
判
官
の
職
務
へ
の
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
指
摘
す
る
。
裁
判
官
に
は
法
廷
の
内
外
で
、
多
く
の
認
知
の
負
荷
が
あ
る
。
法
律
上
の
争
点

に
つ
い
て
論
理
的
に
考
え
、
証
言
や
主
張
を
正
確
に
理
解
し
記
憶
し
、
当
事
者
や
証
人
の
誠
実
さ
を
測
る
た
め
声
の
ト
ー
ン
や
身
振
り
を
評

価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
廷
外
で
は
、
起
案
や
書
記
官
と
の
議
論
や
証
拠
資
料
や
謄
本
な
ど
の
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

ら
は
、
感
情
の
リ
バ
ウ
ン
ド
の
機
会
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
裁
判
へ
の
感
情
の
影
響
に
つ
い
て
、
透
明
性
や
予
測
可
能
性
を
減
ず
る
こ

と
に
な
る
と
指
摘
す
る
。
反
復
的
に
感
情
と
そ
の
表
現
を
抑
え
る
裁
判
官
は
、
心
身
を
不
健
康
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
裁
判
自
体
へ
の
悪
影

響
も
あ
る
。
習
慣
的
な
抑
制
は
裁
判
官
の
感
情
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
へ
の
過
度
の
信
頼
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
り
、
裁
判
官
が
横
柄
で
尊
大

な
態
度
を
取
ら
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う34

）。
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ソ
ー
ニ
ャ
・
ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
は
、
合
衆
国
上
院
司
法
委
員
会
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
判
事
へ
の
承
認
公
聴
会
に
お
い
て

「
我
々
は
、
証
言
を
聴
い
て
気
持
ち
を
持
た
な
い
よ
う
な
ロ
ボ
ッ
ト
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
感
情
を
認
識
し
て
、
そ
れ
を
抑
制
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ

た
。
こ
の
一
件
か
ら
も
感
情
が
裁
判
へ
影
響
す
る
こ
と
を
許
す
の
は
有
害
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
米
国
に
お
い
て
も
広
く
残
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
の
公
聴
会
に
つ
い
て
は
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
が
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
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し
あ
た
り
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こ
こ
で
は
、
接
近
し
て
く
る
蛇
に
恐
怖
を
感
じ
る
場
合
を
例
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
責
任
で
言
い
換
え
る
と
、
認
知
レ
ベ
ル

の
変
化
（

蛇
が
い
る
」
は
「
小
枝
が
あ
る
」
に
）、
価
値
判
断
（

毒
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
は
「
普
通
の
蛇
は
無
害
」
に
）、
目
標
（

逃
げ
な
く
て

（法政研究79-３- ）592 800
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は
」
は
「
自
分
の
安
全
な
ど
ど
う
で
も
よ
い
」）
と
い
っ
た
変
化
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

13
）

S
ee id

.a
t 1509.

14
）

S
ee id

.a
t 1510.

15
）

S
ee id

.
a
t 1511

1514.

16
）

S
ee M

a
ro
n
ey
,
su
pra n

o
te 6,

a
t 1515;

see also Ja
n
e M

.
R
ich
a
rd
s
&
Ja
m
es J.

G
ro
ss,

E
m
otion

al R
egu

lation an
d
 
M
em
ory:

T
h
e

 
C
ogn

itive C
osts of K

eepin
g O

n
e’s C

ool,
79 J.

P
E
R
S
O
N
A
L
IT
Y
&
S
O
C
.
P
S
Y
C
O
L
.,
410

(2000).

例
え
ば
、
事
前
に
指
導
を
受
け
た
グ
ル
ー

プ
の
被
験
者
に
は
心
拍
数
や
発
汗
の
上
昇
な
ど
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

17
）

S
ee M

a
ro
n
ey
,
su
pra n

o
te 6,

a
t 1516

1518.

18
）

S
ee id

.
a
t 1519.

裁
判
官
の
場
合
そ
の
状
況
を
作
り
出
す
要
素
と
し
て
、
裁
判
官
席
に
法
服
を
着
て
登
壇
す
る
こ
と
を
医
師
の
白
衣
と
対
比
し
て

い
る
。S

ee id
.
a
t 1517.

19
）

S
ee M

a
ro
n
ey
,
su
pra n

o
te 6 a

t 1521
33;

see also D
a
isy G

rew
a
l
&
H
ea
th
er A

.D
a
v
id
so
n
,E
m
otion

al In
telligen

ce an
d G

rad
u
ate

 
M
ed
ical E

d
u
cation

,
300 J.

A
M
.
M
E
D
.
A
S
S
’N
 1200,

1200
02
(2008).

20
）

M
a
ro
n
ey
,
su
pra n

o
te 6,

a
t 1523;

see a
lso G

eo
rg
e L

o
ew
en
stein

,
A
ffect R

egu
lation an

d A
ffective F

orecastin
g
,
in H

A
N
D
B
O
O
K

 
O
F
 E
M
O
T
IO
N
 R

E
G
U
L
A
T
IO
N
,
a
t 189

(Ja
m
es J.

G
ro
ss ed

.,
2007).

21
）

S
ee M

a
ro
n
ey
,
su
pra n

o
te 6,

a
t 1523.

22
）

S
ee id

.a
t 1524.

23
）

S
ee id

.

24
）

S
ee id

.
a
t 1525.

25
）

S
ee id

.

26
）

S
ee id

.
a
t 1526

1527.

27
）

S
ee id

.
a
t 1528.

28
）

S
ee id

.a
t 1529

1530.

29
）

Id
.
a
t 1531.

30
）

回
避
は
、
良
い
裁
判
を
お
こ
な
う
に
は
不
適
切
な
の
が
普
通
で
あ
る
と
説
く
（
例
え
ば
、
感
情
を
抑
え
る
手
段
と
し
て
裁
判
官
が
法
廷
を
立
ち
去
る

こ
と
は
で
き
な
い
）。
感
情
の
抑
圧
は
裁
判
に
有
害
で
あ
る
と
い
う
。
行
動
の
抑
制
は
、
全
体
と
し
て
非
常
に
高
コ
ス
ト
で
あ
り
、
裁
判
官
の
感
情
的
中

立
を
維
持
す
る
助
け
に
は
な
ら
ず
、
利
点
は
限
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
事
前
に
感
情
体
験
を
予
測
す
る
こ
と
で
、
実
際
に
体
験
し
た
時
に
感
情
を

（79-３- ）801 593
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鈍
ら
せ
る
と
い
う
戦
略
は
、
そ
の
予
測
の
誤
り
の
頻
度
な
ど
を
考
慮
す
る
と
現
実
的
で
な
い
と
い
う
。S

ee M
a
ro
n
ey su

pra n
o
te 6 a

t 1532
1545.

31
）

S
ee W

eg
n
er,

D
.
M
.,
S
ch
n
eid
er,

D
.
J.,
C
a
rter,

S
.,
&
W
h
ite,

T
.,
P
arad

oxical effects of th
ou
gh
t su

ppression
.
53 J

O
U
R
N
A
L
 
O
F

 
P
E
R
S
O
N
A
L
IT
Y
 
A
N
D
 S
O
C
IA
L
 P
S
Y
C
H
O
L
O
G
Y
 1,

5
(1987).

32
）

S
ee id

.
a
t 6

7.

33
）

S
ee id

.
a
t 7

8.

な
お
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
も
「
考
え
る
な
」
と
命
じ
ら
れ
た
と
き
、
や
は
り
被
験
者
は
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
と
き
同
じ
よ
う
に

白
熊
が
心
に
浮
か
ん
だ
。
し
か
し
、

考
え
よ
」
と
命
じ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
同
士
を
比
較
す
る
と
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
ほ
ど
の
回
数
は
心
に
浮
か
ば
な
か
っ
た
。

34
）

S
ee M

a
ro
n
ey su

pra n
o
te 6,

a
t 1550

1554.

三

検
討

（
一
）
感
情
制
御
の
技
法
と
習
得
可
能
性

マ
ロ
ニ
ー
の
議
論
は
、
今
回
言
及
し
た
以
外
に
も
多
岐
に
及
ぶ
が
、
感
情
制
御
の
技
法
に
つ
い
て
は
、
二
点
に
要
約
さ
れ
よ
う
。

第
一
に
、
感
情
を
起
こ
す
原
因
を
避
け
る
こ
と
や
、
感
情
を
頭
か
ら
否
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
考
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

は
、
裁
判
官
の
技
法
と
し
て
は
、
あ
ま
り
有
益
で
は
な
く
、

避
け
る
こ
と
を
避
け
る35

）」
こ
と
が
得
策
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
見

矛
盾
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
グ
ナ
ー
の
白
熊
実
験
が
示
す
よ
う
な
こ
と
は
、
心
理
学
の
研
究
を
ま
た
ず
と
も
裁
判
官
に
限
ら
ず

多
く
の
者
が
日
常
経
験
す
る
こ
と
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
。
一
に
お
い
て
感
情
の
抑
制
の
必
要
性
と
述
べ
た
が
、
技
法
と
し
て
は
必
ず
し

も
有
効
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
こ
れ
ら
の
技
法
は
習
得
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る36

）。
生
来
の
能
力
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
る
の
で
は
な
く
、
訓
練
や
経

（法政研究79-３- ）594 802
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験
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
は
体
系
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
状
で
は
有
能
な

裁
判
官
が
経
験
的
に
得
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
各
人
の
内
心
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
職
務
・
人
生
経
験
が
豊
富
に
な
れ

ば
、
感
情
体
験
の
機
会
も
増
え
る
こ
と
に
な
り
、
自
然
と
技
法
を
習
得
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
任
官
後
の
研
修

は
と
も
か
く
、
法
教
育
の
場
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
技
法
教
育
を
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
米
国
の
状
況
は
と
も
か
く
、

我
が
国
の
法
科
大
学
院
が
直
ち
に
対
応
す
る
の
は
限
界
が
あ
ろ
う
。

（
二
）
我
が
国
の
法
文
化
に
お
け
る
裁
判
官
像

法
解
釈
上
、
あ
る
い
は
、
倫
理
的
に
ど
の
程
度
の
感
情
の
表
現
が
許
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
マ
ロ
ニ
ー
の
議
論
で
も
、
か
な
ら
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
。
前
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
有
能
な
裁
判
官
の
モ
デ
ル
は
、

客
観
的
」
で
「
中
立
」
な
裁
定
者
の
役
割
を
果
た
し
、

そ
れ
は
高
度
に
「
技
術
的
」
か
つ
「
分
析
的
」
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
筆
者
が
一
で
議
論
し
た
も
の

と
、
表
現
は
と
も
か
く
、
実
質
に
お
い
て
大
差
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
感
情
は
、
規
範
が
あ
れ
ば
制
御
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い

が
、
裁
判
官
に
限
ら
ず
法
曹
関
係
者
に
と
っ
て
は
、
具
体
的
指
針
と
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
技
法
を
得
る
上
で
の
一
定
の

示
唆
を
与
え
る
も
の
と
は
な
り
う
る
。

結
局
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
お
け
る
法
文
化
に
基
盤
を
置
い
て
い
る
部
分
が
少
な
く
な
い
と
い
え
る
。
前
章
の
議
論
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
西
洋
、
特
に
米
国
の
法
文
化
に
お
け
る
裁
判
官
の
位
置
づ
け
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
我
が
国
の
裁
判
官
に
つ
い
て

も
、
究
極
の
姿
と
し
て
は
、
あ
る
べ
き
理
想
像
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
法
文
化
に
お

い
て
、
法
専
門
家
は
別
と
し
て
、
国
民
レ
ベ
ル
で
の
理
想
像
と
重
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
で
あ
ろ
う37

）。

時
折
、
裁
判
報
道
で
見
受
け
ら
れ
る
も
の
に
、
法
廷
で
の
状
況
に
心
を
揺
り
動
か
さ
れ
て
「
裁
判
官
も
涙
。」

裁
判
官
が
怒
り
を
あ
ら

（79-３- ）803 595
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わ38
）」

と
い
っ
た
表
題
を
掲
げ
た
記
事
が
あ
る
。
こ
の
種
の
記
事
は
、
客
観
的
に
法
廷
で
の
出
来
事
を
伝
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
裁
判
官
は
情

に
流
さ
れ
な
い
と
い
う
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
一
般
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
に
反
す
る
場
面
が
出
て
く
る
こ
と
へ
の
驚
き
や
、

人
間
的

な
」
裁
判
官
を
良
し
と
す
る
期
待
な
ど
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
こ
に
は
理
性
を
失
っ
た
裁
判
官
と
し

て
不
適
格
な
振
舞
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
感
情
を
露
わ
に
す
る
こ
と
は
、
状
況
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の

期
待
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
り
、
逆
に
当
事
者
の
反
発
を
買
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
概
に
否
定
的
に
の
み
評
価
す
る
こ
と
は

難
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
行
動
は
、
必
ず
し
も
法
規
範
や
法
曹
倫
理
で
評
価
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
と
は
別
の
土

着
の
社
会
規
範
で
評
価
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
妥
当
か
否
か
は
別
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
、
裁
判
官
が
事
件
に
対
す
る
心
証
を
開
示
す
る
延
長
線
上
に
、
冷
静
に
心
情
を
表
し
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
感
情
を
露
わ

に
し
た
り
す
る
こ
と
が
、
肯
定
さ
れ
る
場
面
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
い
う
前
提
が
あ
る
方
が
、
か
え
っ
て
感
情
と
向
き
合
う
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
与
え
、
裁
判
官
は
自
身
の
感
情
を
制
御
し
や
す
く
な
る
と
も
言
え
る
。
こ
れ
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
法
廷
外
に
お
い
て
裁
判
官
の

感
情
の
開
示
が
許
さ
れ
る
と
い
う
マ
ロ
ニ
ー
の
議
論
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
裁
判
官
の
感
情
の
表
現
を
許
容
す
る
の
は
、
そ
れ
を
自
身
が
制
御
可
能
で
あ
る
の
が
前
提
で
あ
る
。
あ
ふ
れ
出
る

感
情
を
言
葉
に
表
す
と
い
う
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
程
度
抑
制
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
当
事
者
に
裁
判
官
な
ど
の
心
情
に
つ
い
て
の
サ

イ
ン
（
特
に
負
の
感
情
を
も
た
ら
し
そ
う
な
サ
イ
ン
）
と
な
ら
な
い
よ
う
な
配
慮
は
、
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る39

）。
裁
判
官
自
身
の
感
情
は
と

も
か
く
、
行
動
は
制
御
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
ら
の
感
情
に
つ
い
て
特
定
の
立
場
を
演
じ
る
こ
と
が

で
き
、
そ
れ
が
自
ら
の
真
の
感
情
と
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

35
）

Id
.
a
t 1555.

36
）

Id
.
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37
）

司
法
制
度
改
革
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
内
容
と
し
て
は
「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
中
間
報
告
」
二
七
頁
の
「
国
民
が
求
め
る
裁
判
官
像
（
そ
の
資
質

と
能
力
）」

二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。
裁
判
官
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
た
文
献
は
多
々
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
渡
辺
千
原
「
裁
判
官
の
役
割
と
は
」
和
田

仁
孝
‖
太
田
勝
造
‖
阿
部
昌
樹
・
編
『
交
渉
と
紛
争
処
理
』

日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
二
年
）
二
三
〇
頁
参
照
。

38
）

刑
事
事
件
だ
が
、
近
年
の
例
と
し
て
、

地
裁
が
泣
い
た
｜
｜
京
都
・
認
知
症
母
殺
人
初
公
判
｜
｜
介
護
疲
れ
54
歳
に
『
情
状
冒
陳
』」
毎
日
新
聞
二

〇
〇
六
年
四
月
二
〇
日
や
、

裁
判
官
、
娘
に
売
春
の
母
親
に
激
怒
｜
｜
感
情
あ
ら
わ
」
共
同
通
信
二
〇
〇
八
年
一
二
月
四
日

h
ttp
: //w

w
w
.47n

ew
s.

jp
/C
N
/200812 /C

N
1008120401000718.h

tm
l

な
ど
が
あ
る
。

39
）

こ
れ
は
主
に
調
停
の
席
な
ど
で
い
え
る
こ
と
だ
が
、
例
え
ば
、
調
停
人
が
頻
繁
に
時
計
を
見
る
こ
と
で
、
退
屈
し
て
い
る
サ
イ
ン
だ
と
当
事
者
に
思

わ
れ
る
の
を
防
ぐ
と
い
っ
た
注
意
は
必
要
だ
ろ
う
。

お

わ

り

に

手
続
に
関
与
す
る
第
三
者
が
、
自
ら
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
ど
の
程
度
、
表
に
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
見
地
か

ら
議
論
で
き
る
。
裁
判
官
は
ポ
ー
カ
ー
フ
ェ
イ
ス
で
あ
る
べ
き
と
い
う
価
値
観
も
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
在
で
は
か
な
り
薄
れ
て
き

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
主
に
心
証
開
示
と
い
う
形
式
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
し
そ
の
心
証
開
示
に
お
い
て
は
、
事
実
認
定
や
法

の
適
用
に
つ
い
て
、
自
ら
の
感
情
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
処
理
で
き
る
と
い
う
の
が
前
提
で
あ
る
。
た
だ
し
、
技
法
と
し
て
は
単
純
に
感

情
を
抑
制
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
有
益
で
は
な
い
と
言
え
る
。

内
心
の
問
題
を
議
論
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
と
も
す
れ
ば
無
批
判
に
裁
判
官
の
倫
理
や
技
法
を
信
頼
し
て
み
た
り
、

逆
に
疑
っ
て
か
か
っ
た
り
す
る
。
こ
れ
は
心
証
形
成
の
問
題
と
も
リ
ン
ク
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
文
書
提
出
命
令
の
可
否
を
審
査
す
る
場
合

に
使
わ
れ
る
イ
ン
・
カ
メ
ラ
手
続
に
お
い
て
、
裁
判
官
が
命
令
を
却
下
す
べ
き
と
判
断
す
る
場
合
、
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
心
証
を
得
て

は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
イ
ン
・
カ
メ
ラ
手
続
の
制
度
が
存
在
す
る
以
上
、
立
法
者
は
そ
の
場
合
の
心
証
を
裁
判
官
が
除
外
す
る
こ
と
は
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可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
具
体
的
に
検
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

今
回
、
裁
判
官
の
感
情
制
御
に
つ
い
て
定
立
す
べ
き
規
範
や
指
針
等
の
点
は
、
ま
だ
議
論
の
入
口
段
階
で
あ
り
、
技
法
に
つ
い
て
も
本
格

的
な
分
析
に
至
ら
な
か
っ
た
。
見
方
に
よ
っ
て
は
当
然
の
こ
と
を
再
確
認
し
た
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
積
み
残
さ
れ
た
問
題
や
言
及

で
き
な
か
っ
た
論
点
も
多
い
が
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。
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