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法
理
論
家
の
多
く
は
、
今
日
で
は
、
法
と
事
実
を
最
大
限
明
確
に
 
 

区
別
す
る
必
要
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
は
さ
ま
ざ
ま
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（
慣
習
の
根
拠
か
ら
根
拠
と
し
て
の
慣
習
へ
）
 
 

一
 
根
拠
の
問
題
 
 

二
 
存
在
の
問
題
 
 

南
 
野
 
 

森
 
（
訳
）
 
 

に
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
存
在
と
当
為
と
の
 
 

存
在
論
的
対
置
の
反
射
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
倫
理
的
で
は
な
 
 

が
あ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
な
ん
ら
か
の
こ
と
が
あ
る
か
ら
な
の
で
 
 

い
前
提
か
ら
倫
理
的
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
論
理
原
 
 

則
の
適
用
と
し
て
、
正
当
化
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
般
に
は
、
 
 

次
の
よ
う
な
主
張
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
は
事
 
 

実
か
ら
生
ま
れ
え
な
い
、
と
。
言
い
か
え
れ
ば
、
な
ん
ら
か
の
こ
と
 
 

●
●
 
 

●
●
●
●
 
 

（
1
）
 
 

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
区
別
か
ら
実
に
多
く
の
理
論
的
な
問
題
が
生
じ
る
が
、
 
 

な
か
で
も
最
も
困
難
な
も
の
は
、
慣
習
が
提
起
す
る
問
題
で
あ
る
。
 
 

慣
習
と
は
、
も
っ
と
も
一
般
的
な
定
義
 
－
 
そ
れ
ゆ
え
さ
し
あ
た
り
 
 

は
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
が
、
後
に
改
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
 
－
 
に
よ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
定
の
期
間
 
 

繰
返
さ
れ
、
義
務
的
な
も
の
で
あ
る
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
慣
行
 
 

（
p
r
a
t
i
q
u
e
）
 
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
あ
る
規
則
 
 

（
r
厨
－
e
）
を
誕
生
せ
し
め
る
。
こ
れ
ま
で
振
舞
っ
て
き
た
よ
う
に
振
 
 

舞
う
べ
き
で
あ
る
、
七
け
う
規
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
慣
行
と
義
務
 
 

感
は
と
も
に
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
の
事
 
 

実
が
規
則
を
、
つ
ま
り
法
を
、
生
み
出
す
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
 
 

か
。
先
に
述
べ
た
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
反
し
て
、
い
か
 
 

に
し
て
あ
る
行
動
が
、
た
ん
に
そ
れ
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
だ
け
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の
理
由
で
、
義
務
的
な
も
の
と
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

か
よ
う
な
問
題
は
、
と
き
七
し
て
二
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
複
雑
な
 
 

も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
第
一
の
要
因
は
、
〓
疋
の
法
分
野
に
あ
っ
 
 

て
は
法
源
の
一
つ
と
し
て
の
慣
習
の
存
在
が
確
実
で
あ
る
の
に
対
し
 
 

て
、
他
の
法
分
野
に
お
い
て
は
そ
れ
が
疑
わ
し
い
、
と
い
う
事
情
に
 
 

よ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
法
分
野
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
を
拘
束
 
 

す
る
公
式
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
慣
習
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
た
 
 

り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
裁
判
所
自
身
が
、
慣
習
に
起
源
を
有
す
る
規
 
 

則
を
適
用
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
ま
た
そ
う
す
る
よ
う
拘
束
さ
れ
て
 
 

い
る
と
宣
言
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
慣
習
が
「
存
在
す
 
 

る
」
以
上
、
慣
習
の
形
成
も
し
く
は
適
用
の
諸
条
件
を
明
確
に
す
る
 
 

こ
と
、
そ
の
慣
行
の
行
わ
れ
る
期
間
と
は
ど
れ
く
ら
い
の
も
の
か
、
 
 

義
務
感
を
覚
え
る
べ
き
人
々
と
は
だ
れ
か
、
義
務
感
が
彼
ら
の
な
か
 
 

に
生
ま
れ
た
の
は
彼
ら
が
あ
る
慣
行
を
観
察
し
た
結
果
な
の
か
、
あ
 
 

る
い
は
反
対
に
、
そ
の
慣
行
は
義
務
感
を
理
由
と
し
て
生
じ
た
も
の
 
 

で
し
か
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
 
 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
法
学
者
の
任
務
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
 
 

問
題
は
、
適
用
機
関
の
行
動
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
 
 

う
る
比
較
的
単
純
な
問
題
で
あ
る
。
い
か
な
る
条
件
に
お
い
て
適
用
 
 

機
関
は
そ
れ
ら
の
規
則
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
の
か
を
観
察
す
 
 

れ
ば
十
分
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
す
べ
て
、
い
 
 

か
な
る
実
定
法
秩
序
を
考
察
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
問
題
な
の
で
 
 

あ
っ
て
、
決
し
て
一
般
的
な
回
答
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
い
 
 

う
こ
と
、
そ
し
て
、
学
説
が
そ
れ
を
「
理
論
的
な
」
問
題
と
し
て
提
 
 

示
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
 
 

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
真
に
理
論
的
な
唯
一
の
 
 

問
題
は
、
事
実
の
法
へ
の
変
質
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 
 

こ
れ
は
い
か
な
る
実
践
上
の
射
程
も
も
た
な
い
問
題
で
あ
る
。
す
な
 
 

わ
ち
、
こ
の
間
題
に
対
す
る
回
答
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
こ
 
 

か
ら
い
か
な
る
命
令
を
も
引
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
 
 

と
え
ば
、
裁
判
官
が
慣
習
上
の
規
則
を
実
際
に
適
用
し
て
い
る
と
い
 
 

う
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
ら
の
規
則
を
、
裁
判
官
が
適
用
し
 
 

て
い
る
も
の
と
し
て
定
義
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
 
 

裁
判
官
が
そ
れ
ら
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
う
こ
と
は
 
 

（
2
）
 
 

で
き
な
い
 

以
上
の
こ
と
は
、
裁
判
所
や
そ
の
他
の
適
用
機
関
が
、
自
ら
が
慣
 
 

習
上
の
規
則
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
決
 
 

定
を
正
当
化
す
る
習
慣
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
し
か
し
な
が
ら
、
人
々
 
 

が
裁
判
所
に
お
い
て
、
ま
た
は
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、
自
己
の
主
 
 

張
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
慣
習
上
の
規
則
を
援
用
す
る
こ
と
が
あ
る
、
 
 

と
い
う
よ
う
な
法
分
野
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
様
相
を
 
 

呈
す
る
。
そ
の
も
っ
と
も
顕
著
な
例
は
言
う
ま
で
も
な
く
憲
法
で
あ
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る
が
、
憲
法
の
み
が
そ
う
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
 
 

ス
民
法
も
ま
た
、
あ
る
点
に
お
い
て
、
同
様
の
問
題
を
提
起
す
る
よ
 
 

（
3
）
 
 

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
分
野
に
お
い
て
問
題
と
な
り
う
る
 
 

こ
と
は
、
適
用
機
関
の
言
説
を
単
に
記
述
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
 
 

。
 
 

い
 
ー
 
こ
こ
で
は
前
提
か
ら
し
て
適
用
機
関
は
慣
習
上
の
規
則
を
適
 
 

用
す
る
も
の
で
は
な
い
 
－
 
し
、
慣
習
の
法
へ
の
変
質
と
い
う
理
論
 
 

的
問
題
に
答
え
る
こ
と
で
も
な
い
 
－
 
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
変
質
 
 

が
こ
れ
ま
で
に
発
生
し
た
の
か
ど
う
か
は
知
ら
れ
て
い
な
い
I
 
 

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
実
践
的
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
 
 

ま
り
、
適
用
機
関
は
一
体
な
に
を
な
す
べ
き
な
の
か
、
適
用
機
関
を
 
 

拘
束
し
、
適
用
機
関
が
適
用
す
る
べ
き
慣
習
上
の
規
則
は
存
在
す
る
 
 

の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 
 
 

問
題
を
複
雑
に
す
る
第
二
の
要
因
は
、
法
学
者
が
理
論
的
問
題
と
 
 

実
践
的
問
題
と
を
混
合
し
、
一
方
を
他
方
に
よ
っ
て
解
決
し
ょ
う
と
 
 

す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
憲
法
を
適
用
 
 

す
る
機
関
は
慣
習
上
の
規
則
を
適
用
す
る
べ
き
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
 
 

ら
ば
か
か
る
規
則
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
理
論
的
に
認
め
る
 
 

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
と
主
張
さ
れ
た
り
 
（
理
論
上
の
命
題
 
 

に
基
づ
い
た
命
令
）
、
あ
る
い
は
ま
た
、
慣
習
は
法
を
作
り
だ
す
も
 
 

の
で
あ
る
と
学
説
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
そ
う
考
え
 
 

る
こ
と
に
は
、
た
と
え
ば
そ
の
柔
軟
性
や
民
主
的
性
格
と
い
っ
た
利
 
 

点
が
伴
う
の
だ
か
ら
、
と
主
張
さ
れ
た
り
す
る
 
（
実
践
的
な
命
題
あ
 
 

る
い
は
価
値
判
断
に
基
づ
い
た
理
論
上
の
命
題
）
。
こ
の
種
の
論
証
 
 

に
は
い
っ
さ
い
適
切
性
が
な
く
、
簡
単
に
、
前
者
の
場
合
に
つ
い
て
 
 

は
、
慣
習
上
の
規
則
の
形
成
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
規
 
 

則
は
存
在
せ
ず
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
の
よ
う
な
規
則
の
適
用
を
命
 
 

じ
る
、
あ
る
い
は
禁
じ
る
こ
と
は
ば
か
げ
て
い
る
、
と
反
駁
す
る
こ
 
 

と
が
で
き
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
慣
習
が
学
説
に
よ
っ
て
法
を
作
 
 

り
だ
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
 
 

の
形
式
お
よ
び
「
べ
き
」
と
い
う
語
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
 
 

践
的
問
題
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
法
学
者
は
、
一
般
的
に
 
 

は
、
ひ
と
つ
の
法
シ
ス
テ
ム
全
体
を
作
り
上
げ
、
そ
し
て
考
え
う
る
 
 

す
べ
て
の
法
生
成
過
程
の
な
か
か
ら
最
大
限
の
利
点
を
も
つ
も
の
を
 
 

選
び
取
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
の
で
は
な
い
。
法
学
者
は
た
ん
に
法
 
 

を
あ
る
が
ま
ま
に
記
述
す
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
あ
る
特
定
の
法
シ
 
 

ス
テ
ム
、
あ
る
特
定
の
法
分
野
に
お
い
て
、
慣
習
と
い
う
方
途
に
 
 

よ
っ
て
作
ら
れ
た
規
則
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
慣
習
を
法
を
作
 
 

り
だ
す
も
の
と
考
え
る
「
べ
き
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
 
 

法
生
成
の
方
式
が
い
か
な
る
利
益
あ
る
い
は
不
利
益
を
も
た
ら
そ
う
 
 

（
4
）
 
 

が
そ
う
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
は
、
許
容
し
う
る
と
は
言
わ
な
 
 

い
ま
で
も
、
説
明
し
う
る
も
の
で
は
あ
る
。
そ
れ
は
言
葉
の
も
つ
非
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厳
密
性
と
、
と
り
わ
け
「
存
在
」
と
い
う
語
の
、
そ
れ
が
規
範
に
つ
 
 

い
て
用
い
ら
れ
る
際
の
両
義
性
と
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
る
。
規
 
 

範
が
「
存
在
す
る
」
と
言
う
場
合
、
ま
ず
、
た
ん
に
規
範
が
事
実
上
 
 

当
該
法
秩
序
の
一
定
の
機
関
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
 
 

は
適
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
お
う
と
さ
 
 

れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
 
 

お
い
て
防
御
権
の
法
理
が
 
「
存
在
す
る
」
と
か
、
あ
る
い
は
国
際
法
 
 

に
は
慣
習
上
の
規
則
が
「
存
在
す
る
」
と
言
う
場
合
、
こ
の
存
在
の
 
 

証
拠
を
求
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
規
範
を
実
際
に
適
用
し
た
 
 

い
く
つ
か
の
裁
判
例
を
挙
げ
れ
ば
足
り
る
。
し
か
し
、
「
存
在
す
る
」
 
 

と
い
う
動
詞
を
別
の
意
味
に
、
屈
る
人
間
の
行
為
が
、
た
と
え
ば
あ
 
 

る
意
図
の
表
明
が
、
法
秩
序
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
法
規
範
と
し
て
 
 

の
意
義
を
も
つ
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
意
義
は
そ
れ
よ
り
も
上
位
の
規
範
 
 

に
よ
っ
て
そ
れ
に
与
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
を
示
 
 

す
た
め
に
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
 
 

い
て
、
あ
る
法
律
－
－
－
そ
し
て
そ
れ
は
憲
法
か
ら
見
て
規
範
と
し
て
 
 

の
意
義
を
も
つ
 
－
 
に
よ
っ
て
あ
る
行
動
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
 
 

あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
命
じ
る
規
範
が
存
在
す
る
と
言
う
こ
 
 

と
が
で
き
る
。
慣
習
に
つ
い
て
言
え
ば
、
憲
法
ま
た
は
法
律
が
、
裁
 
 

判
所
に
対
し
て
慣
習
を
適
用
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
場
合
に
、
当
 
 

該
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
慣
習
は
法
を
生
み
出
す
態
様
の
一
つ
で
あ
 
 

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
意
味
に
お
い
て
は
、
 
 

「
存
在
」
と
は
、
つ
ま
り
「
有
効
で
あ
る
 
（
聖
r
e
 
e
n
≦
．
g
u
e
r
）
」
と
 
 

い
う
言
葉
の
同
義
語
な
の
で
あ
り
、
第
二
の
意
味
に
お
い
て
は
、
 
 

「
妥
当
性
（
く
a
－
i
d
i
t
豊
」
と
い
う
語
の
同
義
語
な
の
で
あ
る
。
し
か
 
 

し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
区
別
か
ら
、
規
範
に
は
二
通
り
の
存
在
の
 
 

態
様
が
あ
る
と
結
論
し
て
・
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
し
か
な
い
。
 
 

（
5
）
 
 

妥
当
性
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
妥
当
性
が
、
あ
る
場
 
 

合
に
お
い
て
は
、
上
位
規
範
へ
の
適
合
性
を
理
由
と
し
て
無
媒
介
的
 
 

●
●
●
●
 
 

に
認
知
さ
れ
、
別
の
場
合
に
お
い
て
は
、
適
合
性
の
推
定
を
理
由
と
 
 

し
て
 
ー
 
こ
の
推
定
は
、
と
り
わ
け
裁
判
所
が
現
に
行
っ
て
い
る
規
 
 

● 

●
●
●
●
●
 
 

範
の
適
用
か
ら
帰
結
す
る
 
ー
、
有
媒
介
的
に
認
知
さ
れ
る
の
で
あ
 
 

る
。
た
と
え
ば
、
前
者
の
意
味
に
お
い
て
あ
る
規
範
が
「
存
在
す
 
 

る
」
、
つ
ま
り
あ
る
規
範
が
有
効
で
あ
る
と
言
う
場
合
、
そ
れ
が
妥
 
 

当
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
お
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
 
 

た
ん
に
そ
れ
が
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
お
う
と
さ
れ
て
 
 

い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
同
時
に
な
ぜ
そ
う
あ
る
べ
き
な
の
か
と
 
 

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
言
わ
れ
て
い
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
 
 

根
拠
を
示
す
こ
と
な
し
に
、
規
範
の
妥
当
性
を
確
認
し
て
い
る
わ
け
 
 

で
あ
る
。
反
対
に
、
後
者
の
意
味
に
お
い
て
規
範
が
「
存
在
す
る
」
 
 

と
言
わ
れ
る
と
き
、
こ
の
規
範
が
上
位
規
範
に
適
合
し
て
お
り
、
そ
 
 

れ
ゆ
え
こ
の
規
範
は
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

つ
ま
り
実
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際
に
は
そ
れ
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
含
 
 

（
6
）
 
 

意
す
る
 
－
、
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
事
情
に
鑑
み
れ
ば
、
法
学
者
が
慣
習
に
つ
い
て
考
 
 

察
す
る
際
に
、
と
り
あ
げ
る
法
分
野
に
よ
っ
て
非
常
に
異
な
っ
た
方
 
 

法
で
 
－
 
そ
し
て
非
対
称
的
に
1
そ
う
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
 
 

れ
る
で
あ
ろ
う
。
裁
判
所
が
慣
習
を
適
用
す
る
と
宣
言
す
る
分
野
、
 
 

先
の
第
一
の
意
味
に
お
い
て
明
白
に
慣
習
が
存
在
す
る
分
野
に
お
い
 
 

て
は
、
法
学
者
は
慣
習
の
妥
当
性
の
根
拠
を
提
求
し
、
事
実
の
法
へ
 
 

の
変
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
反
対
に
、
適
用
機
関
が
行
っ
て
い
る
 
 

こ
と
、
そ
し
て
と
り
わ
け
適
用
機
関
が
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
対
 
 

し
て
あ
る
種
の
疑
い
が
存
在
す
る
分
野
、
た
と
え
ば
憲
法
の
領
域
に
 
 

お
い
て
は
、
論
者
は
、
慣
習
上
の
規
則
が
「
存
在
す
る
」
 
の
か
ど
う
 
 

か
に
つ
い
て
探
究
す
る
た
め
に
、
必
然
的
に
そ
れ
が
妥
当
し
て
い
る
 
 

か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
「
慣
習
」
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
事
実
が
 
 

上
位
規
範
の
観
点
か
ら
し
て
規
範
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
か
ど
う
 
 

か
、
つ
ま
り
、
慣
習
に
根
拠
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
 
 

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
お
い
て
は
、
 
 

根
拠
の
探
究
は
も
は
や
慣
習
が
「
存
在
す
る
」
と
い
う
確
認
に
付
随
 
 

的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
確
認
の
態
様
そ
の
も
の
 
 

と
考
え
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
慣
習
を
法
を
作
り
だ
す
事
実
と
し
 
 

て
指
定
す
る
実
定
法
規
範
を
発
見
し
え
な
い
た
め
に
、
論
者
は
道
徳
 
 

的
、
社
会
的
、
政
治
的
な
規
範
（
慣
習
の
民
主
的
性
格
と
か
柔
軟
 
 

さ
）
、
あ
る
い
は
、
メ
タ
法
的
な
規
範
を
援
用
し
、
さ
ら
に
、
慣
習
 
 

的
規
範
が
根
拠
と
「
存
在
性
」
と
を
有
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
 
 

す
る
た
め
に
も
、
同
様
に
こ
れ
ら
の
諸
規
範
を
援
用
す
る
 
（
た
と
え
 
 

ば
、
法
は
自
ら
に
違
背
す
る
こ
と
と
引
替
え
に
は
生
成
さ
れ
え
な
い
 
 

と
い
う
原
則
は
、
c
Q
已
還
～
馬
屯
S
な
慣
習
か
ら
あ
ら
ゆ
る
根
拠
を
 
 

奪
う
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
慣
習
は
そ
れ
ゆ
え
存
在
し
 
 

な
い
、
と
言
う
よ
う
に
）
。
こ
の
よ
う
な
論
法
は
、
当
然
の
こ
と
な
 
 

が
ら
根
本
的
な
欠
陥
を
含
ん
で
い
る
。
法
規
範
と
い
う
も
の
は
、
そ
 
 

の
妥
当
性
の
根
拠
を
別
の
規
範
体
系
に
属
す
る
規
範
に
見
出
す
こ
と
 
 

は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
論
者
た
ち
 
 

が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
慣
習
上
の
規
則
の
存
在
も
し
 
 

く
は
非
存
在
の
記
述
で
は
な
く
、
た
ん
に
こ
れ
ら
の
規
則
が
法
シ
ス
 
 

テ
ム
の
一
部
を
な
す
と
い
う
こ
と
を
 
－
 
道
徳
も
し
く
は
政
治
学
説
 
 

の
名
に
お
い
て
・
・
－
ム
叩
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
ゆ
え
、
実
定
法
の
記
述
に
自
己
限
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
 
 

れ
ば
、
次
の
二
種
類
の
問
題
を
明
確
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

す
な
わ
ち
、
慣
習
上
の
規
則
が
、
あ
る
法
シ
ス
テ
ム
ま
た
は
そ
の
一
 
 

部
分
に
お
い
て
異
論
の
余
地
な
く
有
効
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
伝
統
 
 

的
学
説
が
行
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
妥
当
性
の
根
拠
を
探
究
し
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
伝
統
的
学
説
と
同
じ
結
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論
を
も
た
ら
す
と
い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
反
対
に
、
憲
法
 
 

の
場
合
の
ご
と
く
、
慣
習
上
の
規
則
の
存
在
に
つ
い
て
疑
い
が
存
す
 
 

る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
学
説
の
い
き
方
と
は
手
を
切
 
 

ら
ね
ば
な
ら
ず
、
根
拠
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
か
ら
手
を
引
か
ね
ば
 
 

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
根
拠
と
い
う
も
の
は
異
論
の
余
地
な
く
存
 
 

在
す
る
も
の
に
つ
い
て
し
か
探
究
し
え
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
 

存
在
に
つ
い
て
疑
い
が
存
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
探
究
す
べ
き
は
存
在
 
 

そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
存
在
」
と
い
う
語
の
両
義
性
を
と
 
 

り
去
り
、
一
貫
し
て
「
有
効
で
あ
る
」
も
し
く
は
「
現
に
（
＝
実
効
 
 

的
に
）
適
用
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
用
い
る
と
い
う
 
 

こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

他
方
で
、
以
上
の
二
つ
の
問
題
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
慣
 
 

習
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
二
つ
の
異
な
っ
た
定
義
を
と
る
と
い
う
こ
 
 

と
を
含
意
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
約
定
定
義
（
d
宗
n
i
t
i
O
n
 
 

S
t
i
p
u
－
a
t
i
扁
）
な
の
で
あ
っ
て
、
事
物
の
本
質
的
要
素
を
述
べ
た
り
、
 
 

あ
る
い
は
ま
た
、
所
与
の
言
語
に
お
け
る
当
該
語
彙
の
用
い
ら
れ
方
 
 

を
記
述
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
現
実
定
 
 

義
（
d
爪
憬
n
i
t
i
O
n
r
紆
－
－
e
）
を
い
ず
れ
に
せ
よ
探
究
し
な
い
で
お
こ
 
 

う
と
す
る
こ
と
の
理
由
が
ど
う
で
あ
れ
」
事
物
の
本
質
的
要
素
な
る
 
 

烏
の
は
、
検
討
の
当
初
に
お
い
て
は
い
ま
だ
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
 
 

い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
辞
書
定
義
（
d
聖
i
n
i
t
i
昌
 
 

ー
e
軋
c
a
－
e
）
 
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
 
 

と
い
う
の
も
、
知
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
慣
習
」
と
い
う
語
 
 

が
法
の
言
語
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
 
 

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
語
を
法
理
論
の
言
語
に
お
い
て
い
か
 
 

●
●
 
 

な
る
意
味
で
用
い
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
 
 

る
。
約
定
定
義
は
事
物
あ
る
い
は
語
を
記
述
し
て
い
る
と
自
負
す
る
 
 

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
ん
に
、
あ
る
特
定
の
問
題
と
の
関
連
に
 
 

お
い
て
、
あ
る
現
象
を
同
定
す
る
こ
と
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
に
す
 
 

ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
種
類
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
た
め
 
 

に
二
つ
の
定
義
に
頼
む
こ
と
は
正
当
な
の
で
あ
る
。
第
一
の
問
題
 
 

（
慣
習
上
の
規
則
の
根
拠
は
ど
こ
に
存
す
る
の
か
～
）
 
に
つ
い
て
は
、
 
 

慣
習
を
、
伝
統
的
な
や
り
方
通
り
に
－
－
よ
至
、
唱
買
戻
＋
乳
息
慧
・
 
 

言
邑
紆
蓋
 
－
、
「
規
則
」
と
い
う
属
の
一
つ
の
種
と
し
て
定
義
し
 
 

う
る
。
第
二
の
問
題
（
当
該
法
分
野
に
お
い
て
慣
習
上
の
規
則
は
存
 
 

在
す
る
か
フ
・
）
 
に
つ
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
提
起
さ
れ
た
 
 

問
題
に
対
す
る
答
え
を
含
ん
で
い
な
い
定
義
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
ず
、
そ
の
た
め
、
慣
習
を
規
則
の
一
種
あ
る
い
は
規
則
を
作
り
だ
 
 

す
一
態
様
で
あ
る
と
は
定
義
し
え
な
い
。
こ
こ
で
慣
習
は
、
振
舞
い
 
 

の
一
類
型
と
し
て
同
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
 
 

で
、
本
稿
が
与
え
た
意
味
に
お
い
て
そ
の
↓
存
在
」
を
問
う
こ
と
が
 
 

で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
振
舞
い
が
実
際
に
存
在
し
た
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の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
 
 

振
舞
い
は
、
規
則
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
従
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
 
 

と
問
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 

す
で
に
強
調
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
純
粋
に
理
論
的
な
問
題
が
 
 

扱
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
い
か
な
る
実
践
的
な
射
程
も
持
た
 
 

な
い
。
つ
ま
り
、
慣
習
上
の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
 
 

つ
い
て
検
討
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
慣
習
上
の
規
則
は
適
用
さ
れ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
な
ぜ
適
用
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
そ
し
 
 

て
、
な
ぜ
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
し
て
、
事
実
が
法
を
生
み
出
し
う
 
 

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
題
が
 
 

か
よ
う
な
理
論
的
性
格
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
か
け
と
 
 

は
裏
腹
に
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
こ
の
間
題
に
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
 
 

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
お
そ
ら
く
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
 
 

か
に
、
民
法
、
憲
法
、
商
法
と
い
っ
た
一
つ
の
法
分
野
の
記
述
に
割
 
 

か
れ
た
書
物
は
す
べ
て
慣
習
に
つ
い
て
の
考
察
を
含
ん
で
は
い
る
。
 
 

し
か
し
そ
れ
は
主
と
し
て
、
他
の
規
則
と
の
関
係
に
お
け
る
慣
習
の
 
 

位
置
、
c
芸
叫
⊇
ト
嘆
N
営
ま
た
は
号
雫
ぎ
ょ
嘆
室
な
慣
習
の
存
在
と
 
 

一
根
拠
の
問
題
（
－
a
q
u
e
s
t
i
O
n
d
亡
f
O
n
d
e
m
e
n
t
）
 
 

い
っ
た
、
い
ず
れ
も
実
定
法
の
記
述
、
と
り
わ
け
判
例
法
の
記
述
に
 
 

（
7
）
 
 

よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
問
題
を
扱
っ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
根
拠
に
関
 
 

心
を
よ
せ
た
論
者
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
は
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
 
 

と
り
わ
け
判
例
が
解
答
を
含
ん
で
い
な
い
が
た
め
に
、
実
定
法
の
記
 
 

述
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
え
な
い
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
の
解
答
を
 
 

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
の
期
待
か
ら
そ
れ
を
扱
っ
て
い
る
 
 

に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
法
分
野
に
お
い
て
、
慣
習
が
形
成
さ
 
 

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
に
必
要
な
期
間
は
ど
れ
ほ
ど
な
の
か
、
こ
 
 

の
期
間
に
お
い
て
か
か
る
慣
習
に
従
う
べ
き
な
の
は
誰
か
、
義
務
感
 
 

を
覚
え
る
べ
き
な
の
は
誰
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
一
見
す
る
 
 

と
、
慣
習
の
義
務
的
性
質
の
根
拠
に
つ
い
て
の
様
々
な
理
論
、
そ
し
 
 

て
一
般
的
に
法
に
つ
い
て
の
様
々
な
理
論
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
 
 

る
。
た
と
え
ば
、
法
の
義
務
的
性
質
の
根
拠
を
主
体
の
同
意
の
な
か
 
 

に
見
出
す
論
者
は
、
亀
叫
乳
Q
音
数
を
重
視
し
て
、
も
し
、
少
な
く
 
 

と
も
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
他
の
主
体
が
自
身
の
同
意
を
明
確
 
 

に
表
明
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
主
体
を
拘
束
し
う
る
よ
う
 
 

な
慣
習
上
の
規
則
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
言
 
 

い
か
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
論
者
は
、
慣
習
上
の
規
則
は
こ
の
よ
う
な
 
 

場
合
に
は
存
在
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
作
ら
れ
て
い
な
い
 
 

か
ら
、
と
主
張
す
る
だ
ろ
う
。
か
か
る
行
論
に
つ
い
て
は
既
に
批
判
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H
 
慣
習
と
法
源
理
論
 
 
 

法
学
者
は
、
実
定
法
が
永
続
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
を
 
 

を
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
に
お
い
て
、
実
際
に
は
 
 

こ
の
よ
う
な
行
論
は
、
慣
習
の
根
拠
を
探
求
す
る
た
め
に
慣
習
が
存
 
 

在
す
る
と
い
う
確
認
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
根
拠
に
つ
 
 

い
て
の
あ
る
考
え
方
を
通
し
て
、
慣
習
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
発
 
 

見
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
」
他
方
に
お
い
て
、
か
か
る
行
論
 
 

が
た
ど
り
着
く
結
論
は
、
実
際
に
は
記
述
的
な
も
の
で
は
な
く
、
命
 
 

令
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
論
者
は
実
際
に
は
、
あ
る
 
 

国
の
実
定
法
に
は
、
慣
習
上
の
規
則
と
い
う
特
定
の
種
が
存
在
す
る
 
 

と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
存
在
す
る
 
 

「
べ
き
」
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
こ
れ
の
一
般
的
規
範
に
照
ら
 
 

し
て
そ
の
よ
う
な
慣
習
上
の
規
則
が
妥
当
し
て
い
る
か
ら
、
と
言
う
 
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
一
般
的
規
範
は
、
メ
タ
法
的
な
規
 
 

範
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
問
題
が
理
論
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
 
 

は
、
も
う
一
つ
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
間
題
が
、
法
の
一
般
理
論
に
 
 

お
け
る
重
要
な
諸
問
題
に
つ
い
て
の
選
択
に
必
然
的
に
依
拠
し
て
扱
 
 

わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
り
わ
け
、
法
源
を
め
ぐ
る
 
 

問
題
と
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
の
選
択
で
あ
る
。
 
 

受
け
取
る
形
式
を
「
形
式
的
」
法
源
と
呼
ぶ
。
こ
う
し
て
二
種
類
の
 
 

学
説
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
は
実
質
的
法
源
を
優
先
し
て
 
 

検
討
す
る
。
実
質
的
法
源
こ
そ
は
、
そ
れ
の
み
で
法
の
生
成
を
説
明
 
 

（
9
）
 
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
れ
 
 

ば
、
形
式
的
法
源
は
二
次
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
法
学
の
 
 

（
1
0
）
 
 

対
象
で
は
な
く
、
た
ん
に
法
的
技
術
の
対
象
で
し
か
な
い
。
 
 
 

こ
れ
に
対
立
す
る
一
つ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
法
の
科
学
は
、
自
 
 

身
と
は
区
別
さ
れ
た
、
経
験
的
観
察
に
な
じ
む
対
象
、
つ
ま
り
、
実
 
 

定
法
の
み
し
か
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
定
法
は
、
ま
さ
に
、
 
 

●
●
 
 

そ
れ
が
定
立
さ
れ
た
、
も
し
く
は
作
ら
れ
た
か
ら
と
い
う
理
由
に
 
 

ょ
っ
て
の
み
、
観
察
さ
れ
う
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、
 
 

そ
れ
が
定
立
さ
れ
る
方
式
、
つ
ま
り
、
形
式
的
法
源
し
か
検
討
さ
れ
 
 

な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
源
泉
と
い
う
比
喩
は
、
ま
る
で
法
が
 
 

作
り
だ
さ
れ
る
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
と
 
 
 

（
8
 
点
、
「
法
規
範
に
特
有
な
拘
束
的
性
質
を
獲
得
す
る
 
 
 

表
明
す
る
た
め
に
源
泉
（
s
O
亡
r
C
e
）
と
い
う
比
喩
を
用
い
る
。
実
定
 
 

法
は
永
遠
の
青
か
ら
有
効
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
定
法
が
作
 
 

ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
実
定
法
が
現
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
 
 

た
。
そ
こ
で
法
学
者
は
、
法
が
表
面
に
現
れ
て
く
る
よ
り
前
に
生
成
 
 

す
る
隠
れ
た
場
所
（
自
然
も
し
く
は
集
団
の
意
識
）
を
「
実
質
的
」
 
 

法
源
と
呼
び
、
そ
れ
ま
で
は
地
下
に
あ
っ
た
こ
の
法
が
表
出
す
る
地
 
 

」 、、・ノ  

た
め
に
法
が
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い
う
理
由
で
、
実
証
主
義
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
 
 

る
。
彼
ら
は
、
む
し
ろ
法
創
設
の
方
式
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
選
ぶ
 
 

わ
け
で
あ
る
。
実
質
的
法
源
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
は
そ
れ
を
「
実
際
 
 

義
務
的
な
も
の
で
は
な
い
 
－
 
表
象
」
 
で
あ
る
と
考
え
る
。
言
い
か
 
 

に
法
の
創
設
お
よ
び
適
用
機
能
に
影
響
を
与
え
る
 
－
 
が
、
決
し
て
 
 

】
仰
爪
 
 

え
れ
ば
、
実
質
的
法
源
か
ら
現
出
す
る
も
の
は
法
で
は
な
い
、
と
い
 
 

う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
慣
習
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
学
説
 
 

は
異
な
っ
た
過
程
を
経
る
も
の
の
、
似
通
っ
た
結
論
に
至
り
、
慣
習
 
 

は
実
際
に
は
法
を
作
り
だ
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
命
題
を
表
明
す
 
 

る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

第
一
の
理
論
に
つ
い
て
は
こ
の
こ
と
は
理
解
し
や
す
い
。
そ
し
て
 
 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
慣
習
は
す
で
に
存
在
し
て
い
る
法
を
表
明
す
る
も
 
 

の
で
し
か
な
い
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
法
学
派
の
論
者
に
 
 

●
 
 

と
っ
て
は
、
法
は
民
族
の
法
的
確
信
か
ら
し
か
生
ま
れ
え
な
い
も
の
 
 

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
民
族
か
ら
生
じ
る
法
は
、
無
媒
介
的
に
 
 
 

は
慣
習
を
通
し
て
、
そ
し
て
有
媒
介
的
に
は
法
律
を
通
し
て
表
明
さ
 
 

れ
る
。
 
つ
ま
り
慣
習
は
、
法
を
作
り
だ
す
事
実
な
の
で
は
な
く
、
あ
 
 

る
法
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
一
態
様
に
す
ぎ
な
い
の
で
 
 

（
1
2
）
 
 

あ
る
。
同
様
に
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
法
学
派
を
激
し
く
批
判
す
る
デ
ュ
 
 

ギ
ー
と
そ
の
学
派
に
と
っ
て
、
別
な
理
由
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
 
 

慣
習
は
法
律
そ
の
も
の
と
同
様
に
、
法
を
作
り
だ
す
一
態
様
で
は
な
 
 

く
、
法
を
確
認
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
法
は
、
正
義
の
 
 

感
覚
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
を
見
分
け
、
そ
し
て
一
定
の
慣
行
 
 

を
繰
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
法
を
表
明
す
る
、
意
識
の
な
か
で
し
か
生
 
 

ま
れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
慣
習
は
、
こ
れ
ら
の
慣
行
 
 

（
1
3
）
 
 

の
総
体
で
し
か
な
く
な
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
理
論
に
対
し
て
は
、
時
間
的
な
順
序
を
無
視
す
る
な
ら
 
 

ば
、
そ
れ
ら
も
ま
た
法
の
表
明
と
そ
の
源
と
を
区
別
し
て
い
る
と
い
 
 

う
点
で
、
ロ
ー
マ
法
・
教
会
法
の
伝
統
に
お
け
る
、
法
を
作
り
だ
す
 
 

能
力
を
唯
一
も
つ
人
民
、
君
主
、
も
し
く
は
1
国
際
法
の
場
合
 
 
 

－
 
国
家
の
黙
示
的
な
同
意
に
慣
習
の
根
拠
を
求
め
る
諸
理
論
を
結
 
 

び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
類
似
の
学
説
を
ル
 
 

ネ
・
カ
ピ
タ
ン
に
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
カ
ピ
タ
ン
は
、
慣
習
は
、
 
 

唯
一
主
権
的
で
あ
る
ナ
シ
オ
ン
の
意
識
と
意
思
を
表
明
す
る
も
の
で
 
 

（
1
4
）
 
 

し
か
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
論
者
す
べ
て
に
と
っ
て
、
 
 

慣
行
が
ど
の
よ
う
に
し
て
規
則
を
生
成
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
問
 
 

わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
慣
習
は
決
し
て
法
を
作
り
だ
 
 

す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

興
味
深
い
こ
と
に
、
形
式
的
法
源
の
理
論
も
ま
た
1
そ
の
際
用
 
 

い
ら
れ
る
方
法
は
様
々
で
は
あ
る
が
1
、
こ
れ
に
類
似
し
た
結
論
 
 

に
至
る
。
一
部
の
論
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
慣
習
は
た
し
か
に
形
式
的
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法
源
で
あ
り
、
法
を
生
成
す
る
一
方
式
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
派
生
 
 

的
な
方
式
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
慣
行
は
そ
れ
だ
け
で
は
法
を
作
り
だ
 
 

す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
慣
行
に
適
合
し
 
 

て
振
舞
う
よ
う
に
命
じ
る
、
そ
れ
自
身
異
論
の
余
地
な
く
法
的
で
あ
 
 

る
規
則
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
 
－
 
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
み
を
理
 
 

由
と
し
て
 
ー
、
慣
行
は
法
を
作
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ラ
ン
 
 

ス
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
も
っ
と
も
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
の
 
 

は
民
法
学
説
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
論
者
は
、
形
式
的
な
法
律
 
 

が
明
示
的
あ
る
い
は
黙
示
的
に
慣
例
（
u
s
a
g
e
s
）
 
に
言
及
す
る
場
 
 

（
1
5
）
 
 

合
を
挙
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
は
ひ
と
つ
の
限
界
を
有
し
て
お
り
、
 
 

論
者
達
は
そ
も
そ
も
そ
の
こ
と
に
完
全
に
自
覚
的
で
あ
る
。
す
な
わ
 
 

ち
、
そ
れ
は
、
h
采
§
計
S
ト
嘆
N
S
な
慣
習
に
つ
い
て
し
か
そ
の
根
 
 

拠
を
示
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
民
法
学
 
 

者
が
「
慣
習
の
自
律
的
権
能
（
－
e
 
p
O
u
召
i
r
 
a
u
t
O
n
O
m
e
 
d
e
－
a
 
 

c
O
u
t
u
m
e
）
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
法
律
の
欠
鉄
 
 

を
埋
め
る
よ
う
な
（
号
室
す
こ
嘆
室
）
、
あ
る
い
は
法
律
に
違
背
す
 
 

る
よ
う
な
 
（
c
Q
3
叫
⊇
～
馬
q
S
）
慣
習
上
の
規
則
の
根
拠
に
つ
い
て
考
 
 

察
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
問
題
は
ま
っ
た
く
残
さ
れ
た
ま
ま
な
の
 
 

で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
理
論
に
は
、
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
別
 
 

な
特
徴
が
備
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
理
論
の
観
点
か
ら
し
 
 

て
一
つ
の
弱
点
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
 
 

は
こ
の
よ
う
な
理
論
は
、
そ
れ
自
身
の
前
提
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慣
 
 

習
が
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
法
を
作
り
だ
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
 
 

と
を
認
め
る
こ
と
尤
な
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
法
的
な
義
務
 
 

は
事
実
か
ら
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
律
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
 
 

い
る
、
慣
習
に
従
っ
て
振
舞
う
よ
う
に
と
の
命
令
か
ら
生
じ
る
も
の
 
 

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
学
説
は
、
慣
習
に
ひ
と
つ
の
根
拠
を
見
 
 

出
し
た
も
の
の
、
同
時
に
、
形
式
的
法
源
と
し
て
慣
習
を
排
除
し
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

同
様
に
、
『
純
粋
法
学
』
 
に
よ
れ
ば
、
慣
習
は
、
法
律
、
憲
法
あ
 
 

る
い
は
契
約
と
同
じ
く
、
そ
し
て
同
じ
根
拠
に
よ
っ
て
、
法
を
作
り
 
 

だ
す
も
の
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
慣
習
は
、
一
定
期
間
行
わ
れ
た
 
 

慣
行
に
適
合
し
て
振
舞
う
よ
う
命
じ
る
上
位
規
範
に
よ
っ
て
設
定
さ
 
 

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
は
、
し
か
し
な
が
 
 

ら
、
民
法
学
説
よ
り
も
ー
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
当
該
法
秩
序
の
機
 
 

関
、
と
く
に
裁
判
所
が
、
明
示
的
に
は
そ
う
す
る
よ
う
に
授
権
さ
れ
 
 

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
 
 

あ
る
慣
習
に
適
合
的
に
振
舞
う
よ
う
命
じ
る
明
示
的
規
範
が
存
在
し
 
 

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慣
習
を
適
用
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
 
 

態
を
説
明
し
宣
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
機
 
 

関
が
慣
習
の
根
拠
に
つ
い
て
あ
ら
た
な
規
範
を
定
立
す
る
以
上
、
 
 

「
慣
習
を
法
を
作
り
だ
す
事
実
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
す
で
に
根
 
 

7ト（2・204）438   



ミシェル・トロペール論文撰2（南野）  

（
1
6
）
 
 

本
規
範
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
と
想
定
し
な
け
れ
ば
」
慣
習
は
妥
 
 

当
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
え
な
い
。
か
か
る
主
張
は
、
フ
 
 

ラ
ン
ス
の
民
法
学
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
反
論
を
免
れ
て
は
い
る
。
 
 

つ
ま
り
、
民
法
学
者
が
慣
習
を
、
唯
一
真
に
法
源
で
あ
る
法
律
へ
と
 
 

還
元
す
る
の
に
対
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
慣
習
を
法
律
と
同
様
に
 
 
 

－
 
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
同
じ
価
値
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
意
味
 
 

し
な
い
が
 
ー
、
法
生
成
の
一
方
式
と
捉
え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
 
 

う
の
も
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
事
実
 
－
 
法
律
に
お
い
て
は
 
 

意
思
の
表
明
、
慣
習
に
お
い
て
は
慣
行
 
－
 
が
、
上
位
規
範
に
よ
っ
 
 

（
1
7
）
 
 

て
法
を
生
成
す
る
事
実
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
 
 

の
反
面
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
対
し
て
は
、
根
本
規
範
の
理
論
は
、
認
 
 

識
論
上
の
公
準
（
p
O
S
t
u
－
a
t
）
 
と
し
て
認
め
う
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
 
 

こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
し
か
な
い
、
と
反
論
す
る
こ
 
 

と
が
で
き
る
。
い
か
に
し
て
、
明
示
的
規
範
の
な
い
と
こ
ろ
で
事
実
 
 

が
法
を
生
み
出
す
も
の
た
り
う
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
 
 

ケ
ル
ゼ
ン
は
事
実
が
法
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
と
想
定
し
な
け
れ
 
 

（
1
8
）
 
 

ば
な
ら
な
い
、
と
答
え
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

形
式
的
法
源
論
を
採
る
別
の
論
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
慣
習
は
法
を
 
 

生
み
出
す
も
の
で
は
な
く
、
「
慣
習
上
の
規
則
」
と
呼
ば
れ
る
と
こ
 
 

ろ
の
も
の
は
、
実
際
に
は
事
実
の
生
み
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
意
 
 

思
の
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
意
思
は
、
 
 

現
代
の
民
法
学
説
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、
立
法
者
に
よ
っ
て
表
 
 

明
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
。
た
と
え
 
 

ば
、
オ
ー
ス
テ
イ
ン
に
と
っ
て
法
と
は
、
主
権
者
か
ら
発
せ
ら
れ
、
 
 

サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
威
嚇
を
伴
っ
た
命
令
の
総
体
で
あ
る
。
た
だ
 
 

し
、
主
権
者
か
ら
発
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
直
接
的
に
、
法
律
の
 
 

形
式
に
お
い
て
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
間
接
的
に
、
委
任
立
法
の
形
式
 
 

あ
る
い
は
裁
判
の
形
式
に
お
い
て
の
こ
と
も
あ
る
。
裁
判
の
形
式
に
 
 

お
け
る
場
合
、
裁
判
官
は
、
命
令
を
発
す
る
こ
と
を
主
権
者
に
よ
っ
 
 

て
認
め
ら
れ
た
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
慣
習
上
の
規
 
 

則
な
る
も
の
は
存
在
し
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
慣
習
は
、
命
令
を
 
 

発
す
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
 
 

慣
行
を
義
務
的
な
も
の
と
す
る
の
は
裁
判
官
な
の
で
あ
る
。
慣
習
は
、
 
 

形
式
的
法
源
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
、
実
質
的
法
源
で
あ
る
、
と
い
 
 

（
川
し
 
 

う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
す
る
も
っ
と
も
厳
し
い
批
判
は
、
ケ
ル
ゼ
 
 

ン
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
は
、
争
 
 

訟
を
解
決
す
る
た
め
に
一
般
的
な
規
範
を
適
用
す
る
こ
と
を
任
務
と
 
 

し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
一
般
的
規
範
は
、
法
律
形
式
の
な
か
に
も
、
 
 

慣
習
上
の
規
則
と
い
う
形
式
の
な
か
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
 
 

そ
し
て
そ
の
結
果
、
も
し
裁
判
官
が
慣
習
上
の
規
則
を
適
用
す
る
に
 
 

留
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
創
造
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
裁
判
官
自
身
が
そ
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0
 
慣
習
と
解
釈
理
論
 
 
 

し
か
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
言
う
と
こ
ろ
を
文
字
通
り
受
け
取
り
、
彼
 
 

自
身
の
解
釈
理
論
の
基
礎
に
あ
る
も
の
に
基
づ
い
て
、
慣
習
を
裁
判
 
 

所
の
決
定
へ
と
還
元
す
る
主
張
を
、
最
後
ま
で
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
 
 

に
あ
る
そ
の
結
論
ま
で
を
含
め
て
受
け
入
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
 
 

ま
り
、
裁
判
官
は
、
法
律
上
の
規
範
を
創
設
す
る
の
と
同
じ
く
、
慣
 
 

習
上
の
規
範
を
も
創
設
す
る
、
と
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
 
 

ば
、
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
行
為
の
意
味
を
決
定
す
る
こ
と
 
 

な
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
規
範
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
特
定
の
行
動
が
 
 

命
じ
ら
れ
る
あ
る
行
為
の
意
味
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
 
 

か
ら
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
解
釈
と
は
規
範
を
創
設
す
る
こ
と
で
 
 

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
の
有
権
解
 
 

釈
を
行
う
べ
く
授
権
さ
れ
て
い
る
機
関
は
す
べ
て
、
法
秩
序
の
観
点
 
 

か
ら
の
そ
の
客
観
的
な
意
義
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
 
 

よ
う
な
機
関
こ
そ
が
、
あ
る
行
為
が
、
あ
る
命
令
が
表
明
さ
れ
た
と
 
 

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
決
定
し
、
命
じ
ら
れ
て
い
る
行
動
が
何
で
 
 

あ
る
か
を
決
定
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
法
律
レ
 
 

れ
に
義
務
的
力
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
論
理
 
 

を
法
律
に
つ
い
て
も
あ
て
は
め
、
法
律
も
ま
た
、
実
際
に
は
裁
判
官
 
 

（
2
0
）
 
 

に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
 
 

（
2
1
）
 
 

ベ
ル
の
規
範
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
慣
習
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
 
 

る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
慣
行
が
生
じ
た
と
し
て
、
こ
の
事
実
に
対
し
 
 

て
裁
判
官
は
、
こ
の
慣
行
に
適
合
し
て
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

と
い
う
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
慣
習
上
の
規
 
 

則
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
事
実
の
法
へ
の
変
容
と
い
う
な
に
が
し
か
の
神
 
 

秘
的
な
作
用
の
結
果
作
り
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
、
そ
の
 
 

事
実
を
解
瀕
す
る
裁
判
官
の
活
動
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
る
に
す
ぎ
 
 

な
い
。
 
 
 

見
か
け
と
は
裏
腹
に
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
意
思
主
義
の
主
張
 
 

と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
以
下
の
三
 
 

つ
の
観
点
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
 
 

慣
習
と
法
律
と
を
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
そ
れ
は
慣
 
 

習
上
の
規
則
が
作
り
だ
さ
れ
る
こ
と
を
、
た
ん
に
裁
判
官
に
よ
る
行
 
 

い
と
し
て
の
み
考
え
る
の
で
は
な
く
、
法
の
あ
ら
ゆ
る
適
用
機
関
、
 
 

つ
ま
り
、
あ
る
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
を
下
す
こ
と
 
 

を
職
務
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
機
関
に
よ
る
行
い
と
考
え
て
い
る
。
最
後
 
 

に
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
い
ず
れ
の
主
張
に
お
い
て
も
意
思
こ
そ
が
 
 

法
を
作
り
だ
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
よ
 
 

う
な
主
張
に
お
い
て
は
、
意
思
は
あ
る
一
人
の
存
在
（
主
権
者
）
 
の
 
 

意
思
で
は
な
く
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
言
う
如
く
上
位
規
範
に
よ
っ
て
法
を
 
 

作
り
だ
す
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
た
意
思
で
も
な
く
、
法
の
適
用
と
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存
在
の
問
題
は
、
前
提
か
ら
し
て
、
存
在
に
つ
い
て
疑
い
の
あ
る
 
 

特
定
の
法
分
野
 
－
 
主
と
し
て
憲
法
で
あ
る
が
、
ま
た
c
Q
已
言
 
 

計
嘩
N
営
も
し
く
は
曾
貞
諷
顎
⊥
厨
苛
S
な
慣
習
に
つ
い
て
は
民
法
や
商
 
 

法
も
そ
う
で
あ
る
 
－
 
に
つ
い
て
し
か
、
問
題
と
な
ら
な
い
も
の
で
 
 

あ
る
。
か
か
る
疑
い
は
、
裁
判
所
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
も
 
 

し
く
は
裁
判
所
が
限
定
的
な
権
限
し
か
持
た
な
い
・
・
・
－
去
忍
法
の
分
野
 
 

の
よ
う
に
 
－
 
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
、
裁
判
所
の
決
定
理
 
 

由
が
こ
の
点
に
つ
い
て
あ
ま
り
明
確
で
な
く
、
そ
の
結
果
、
一
つ
の
 
 

決
定
が
c
Q
已
言
～
馬
q
S
も
し
く
は
号
室
瞥
こ
各
室
な
慣
習
の
適
 
 

用
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
別
な
種
類
の
規
範
を
適
用
し
た
 
 

も
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
 
 

い
う
活
動
の
実
行
に
際
し
て
表
明
さ
れ
る
意
思
と
し
て
考
え
ら
れ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

い
か
に
し
て
特
定
の
法
分
野
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
慣
習
上
の
規
 
 

則
が
作
り
だ
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
 
 

次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
慣
行
に
 
 

対
し
て
規
範
と
し
て
の
意
味
を
与
え
る
機
関
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
。
 
 

二
 
存
在
の
問
題
（
－
a
q
u
e
s
t
i
O
n
d
e
－
〉
e
已
s
t
e
ロ
C
e
）
 
 

学
説
は
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
疑
 
 

い
を
除
去
し
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
分
野
に
お
い
て
、
は
た
し
て
 
 

慣
習
上
の
規
則
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
な
 
 

規
則
が
有
効
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
測
定
し
よ
う
と
す
る
。
な
ん
ら
 
 

か
の
種
類
の
規
則
の
存
在
は
、
そ
れ
を
表
明
す
る
者
の
言
説
あ
る
い
 
 

は
そ
れ
を
適
用
す
る
裁
判
所
の
言
説
を
通
し
て
し
か
確
認
さ
れ
え
な
 
 

い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
提
か
ら
し
て
そ
の
よ
う
な
言
説
が
 
 

存
在
し
な
い
以
上
、
ま
ず
は
、
繰
返
さ
れ
、
義
務
的
な
も
の
あ
る
い
 
 

は
必
然
性
の
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
慣
行
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
 
 

を
、
そ
し
て
次
に
、
こ
れ
ら
の
慣
行
が
真
に
義
務
的
な
も
の
で
あ
る
 
 

か
ど
う
か
を
、
順
に
検
討
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
 
 

（
2
2
）
 
 

な
る
。
 
 
 

第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
こ
と
の
確
認
は
、
想
像
さ
れ
る
ほ
 
 

ど
単
純
な
こ
と
で
は
全
く
な
い
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
学
説
は
時
と
 
 

●
●
●
 
 

し
て
 
－
 
う
か
つ
と
の
誇
り
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
が
 
－
、
憲
法
慣
 
 

習
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
、
そ
 
 

の
確
認
の
難
し
さ
を
論
拠
と
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
あ
る
慣
行
が
 
 

繰
返
さ
れ
る
べ
き
期
間
と
い
う
も
の
は
決
定
さ
れ
え
な
い
と
か
、
ま
 
 

た
、
義
務
感
を
覚
え
る
べ
き
人
々
が
誰
で
あ
る
の
か
を
提
示
し
え
な
 
 

い
、
と
い
う
よ
う
に
。
か
か
る
論
法
は
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
。
あ
 
 

る
現
象
の
存
在
ま
た
は
非
存
在
は
、
そ
れ
を
観
察
す
る
こ
と
の
容
易
 
 

71（2・207）441   



資 料  

さ
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
定
化
、
確
認
と
存
在
と
を
混
同
 
 

す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
、
あ
ら
ゆ
る
字
間
分
 
 

野
と
同
様
に
、
法
学
は
、
そ
れ
が
か
か
わ
る
現
象
を
同
定
し
、
次
に
 
 

そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
基
準
を
述
べ
、
 
 

そ
七
て
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
段
階
で
、
同
定
す
る
べ
き
現
象
が
、
法
的
な
も
の
で
は
な
く
 
 

政
治
的
 
（
あ
る
い
は
社
会
的
）
 
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
 
 

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
繰
返
さ
れ
た
慣
行
お
 
 

●
●
 
 

よ
び
感
覚
と
い
う
事
実
 
－
 
そ
し
て
そ
れ
が
慣
習
と
い
う
名
で
指
示
 
 

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
 
－
 
の
み
を
同
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
憲
法
的
と
呼
び
う
る
大
量
の
諸
 
 

事
実
の
な
か
で
、
そ
の
他
の
も
の
と
同
様
に
は
記
述
さ
れ
え
ず
説
明
 
 

さ
れ
え
な
い
も
の
を
抽
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
 
 

で
、
た
と
え
ば
、
共
和
国
大
統
領
が
議
会
の
採
択
し
た
法
律
に
い
つ
 
 

も
き
ま
っ
て
審
著
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
、
彼
が
こ
の
点
 
 

に
つ
い
て
義
務
感
を
覚
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
う
る
の
で
 
 

あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
行
動
を
慣
習
で
あ
る
と
言
う
者
は
 
 

い
な
い
。
慣
習
と
い
う
語
は
、
憲
法
に
予
定
さ
れ
て
い
る
事
態
で
は
 
 

な
い
場
合
に
お
い
て
首
相
が
内
閣
総
辞
職
を
申
出
る
習
わ
し
に
つ
い
 
 

て
用
い
ら
れ
る
の
が
、
む
し
ろ
適
切
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
例
に
 
 

お
け
る
差
違
は
、
も
ち
ろ
ん
、
前
者
の
場
合
に
は
、
大
統
領
に
対
し
 
 

て
法
律
に
審
著
す
る
こ
と
を
命
じ
る
憲
法
規
定
が
存
在
す
る
の
に
対
 
 

し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
、
命
令
規
定
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
 
 

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
首
相
に
は
辞
職
す
る
自
由
も
あ
れ
ば
し
な
い
 
 

自
由
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
首
相
は
あ
る
命
令
に
従
っ
て
い
る
の
だ
 
 

と
述
べ
る
こ
と
で
首
相
の
振
舞
い
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 

首
相
の
振
舞
い
は
、
あ
る
命
令
が
執
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
 
 

く
、
い
ず
れ
も
と
も
に
許
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
行
動
に
つ
い
て
の
、
 
 

同
一
の
、
繰
返
さ
れ
、
ま
た
必
然
的
と
み
な
さ
れ
た
や
り
方
で
な
さ
 
 

●
●
 
 

れ
た
選
択
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ま
ず
、
一
 
 

つ
の
類
に
属
す
る
振
舞
い
 
－
 
そ
れ
は
命
令
が
執
行
さ
れ
た
も
の
で
 
 

あ
る
と
言
う
こ
と
で
は
説
明
さ
れ
え
な
い
 
－
 
を
抽
出
す
る
こ
と
を
 
 

●
●
 
 

可
能
と
し
、
次
に
、
憲
法
上
の
諸
慣
行
の
な
か
で
こ
の
類
に
配
属
し
 
 

う
る
振
舞
い
を
同
定
し
、
し
ば
し
ば
区
別
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
振
 
 

舞
い
 
ー
 
す
な
わ
ち
憲
法
慣
習
と
憲
法
習
律
 
－
 
を
少
な
く
と
も
一
 
 

時
的
に
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
ま
と
め
、
こ
の
類
全
体
に
妥
当
 
 

●
●
●
 
 

す
る
説
明
を
探
究
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
そ
し
て
最
後
に
、
こ
れ
 
 

ら
の
振
舞
い
が
果
た
し
て
命
令
を
生
み
出
す
の
か
否
か
を
検
討
す
る
 
 

こ
と
を
可
能
と
す
る
、
一
つ
の
定
義
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
 
 

と
え
ば
、
こ
れ
ら
の
振
舞
い
が
必
然
的
選
択
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら
 
 

は
、
ア
ク
タ
ー
を
取
り
巻
く
環
境
 
－
 
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
政
 
 

治
シ
ス
テ
ム
の
布
陣
の
あ
り
よ
う
ー
ー
一
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る
と
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主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
ア
ク
タ
ー
は
、
実
際
に
彼
ら
 
 

（
2
3
）
 
 

が
行
っ
て
い
る
よ
う
に
し
か
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
分
析
に
対
し
て
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
当
初
の
問
い
、
 
 

す
な
わ
ち
、
繰
返
さ
れ
必
然
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
振
舞
い
 
 

が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
の
み
な
ら
ず
、
一
定
の
時
 
 

間
が
経
過
し
た
の
ち
に
、
そ
こ
で
選
択
さ
れ
た
こ
と
が
ら
に
適
合
し
 
 

て
振
舞
う
よ
う
命
じ
る
規
則
を
そ
れ
ら
の
振
舞
い
が
生
み
出
す
の
か
 
 

ど
う
か
、
言
い
か
え
れ
ば
、
首
相
に
対
し
て
辞
表
を
提
出
す
る
こ
と
 
 

も
し
な
い
こ
と
も
認
め
る
授
権
規
則
が
、
彼
に
そ
う
す
べ
き
こ
と
を
 
 

命
じ
る
命
令
規
則
に
と
っ
て
㊥
ゎ
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
ま
 
 

た
、
よ
り
伝
統
的
な
用
語
法
で
言
え
ば
、
慣
習
が
振
舞
い
と
し
て
存
 
 

在
す
る
の
み
な
ら
ず
、
法
源
と
し
て
、
あ
る
い
は
規
則
と
し
て
存
在
 
 

す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
答
え
て
は
い
な
い
、
と
の
批
判
が
 
 

向
け
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
問
い
は
、
す
で
に
み
た
と
お
り
、
も
し
そ
れ
が
実
践
 
 

的
観
点
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
公
権
力
が
と
る
べ
き
振
 
 

舞
い
を
決
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
も
な
く
、
た
ん
に
公
権
力
 
 

が
、
有
効
で
あ
る
法
1
す
な
わ
ち
規
範
が
存
在
す
る
こ
と
1
に
 
 

適
合
的
に
と
る
べ
き
振
舞
い
を
決
定
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
 
 

ば
、
完
全
に
正
当
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
 
 

の
伝
統
的
な
理
論
の
失
敗
は
、
全
面
的
な
も
の
で
あ
る
。
慣
習
上
の
 
 

も
の
で
は
な
い
規
範
の
存
在
を
確
認
す
る
た
め
に
、
伝
統
的
理
論
は
 
 

か
か
る
規
範
が
権
限
の
あ
る
機
関
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
こ
と
を
観
 
 

察
す
る
こ
と
で
満
足
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
Ⅹ
と
い
う
法
律
が
存
在
 
 

す
る
と
言
う
こ
と
は
、
た
ん
に
、
議
会
が
そ
の
法
律
を
採
択
し
た
こ
 
 

と
を
言
う
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
テ
ス
 
 

ト
は
慣
習
上
の
規
則
に
つ
い
て
は
不
適
合
で
あ
っ
て
、
学
説
は
別
な
 
 

テ
ス
ト
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
繰
返
さ
れ
た
慣
行
で
 
 

義
務
的
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
た
慣
行
が
存
在
し
、
さ
ら
に
公
権
力
が
 
 

そ
れ
に
適
合
し
て
振
舞
う
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
に
、
慣
習
 
 

上
の
憲
法
規
則
が
存
在
す
る
と
学
説
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。
一
部
の
 
 

学
説
は
さ
ら
に
、
義
務
の
法
的
な
性
格
を
重
視
し
た
付
加
的
基
準
を
 
 

持
ち
出
し
、
法
的
に
義
務
的
な
憲
法
慣
習
と
、
憲
法
習
律
の
ご
と
き
、
 
 

法
的
に
は
義
務
的
で
は
な
く
た
ん
に
政
治
的
に
義
務
的
で
あ
る
に
す
 
 

ぎ
な
い
と
さ
れ
る
そ
の
他
の
繰
返
さ
れ
た
慣
行
と
を
区
別
し
ょ
う
と
 
 

す
る
。
こ
の
よ
う
な
付
加
的
な
テ
ス
ト
も
ま
た
、
法
的
義
務
な
る
も
 
 

の
を
単
純
に
定
義
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
 
 

て
失
敗
に
終
わ
る
。
主
た
る
テ
ス
ト
の
方
は
、
こ
れ
ま
た
全
く
機
能
 
 

し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
ケ
の
は
、
公
権
力
が
慣
習
に
適
合
し
 
 

て
行
動
す
る
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
は
学
説
そ
の
も
 
 

の
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
し
か
な
く
、
理
論
的
な
命
題
で
は
な
 
 

い
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
は
た
ん
に
あ
る
規
則
が
存
在
す
る
と
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い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
か
ら
で
 
 

あ
る
。
つ
ま
り
か
か
る
テ
ス
ト
は
完
全
な
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
な
の
で
あ
 
 

る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
規
則
の
存
在
に
よ
っ
て
、
あ
る
規
則
の
存
在
 
 

（
2
4
）
 
 

を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
ゆ
え
、
義
務
と
い
う
考
え
方
は
全
面
的
に
退
け
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
ず
、
規
範
を
あ
る
行
為
ま
た
は
あ
る
事
実
の
意
味
と
す
る
定
義
に
 
 

立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
規
範
 
 

●
●
●
●
●
●
＿
●
●
●
 
 

が
存
在
す
る
の
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
あ
る
行
為
ま
た
は
 
 

あ
る
事
実
が
実
際
に
規
範
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
場
合
、
あ
る
行
い
 
 

が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
、
で
 
 

あ
る
。
そ
し
て
行
為
ま
た
は
事
実
が
か
か
る
意
味
を
持
つ
の
は
、
そ
 
 

の
よ
う
な
意
味
が
、
こ
れ
ら
の
行
為
ま
た
は
事
実
に
対
し
て
、
そ
れ
 
 

自
身
規
範
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
別
な
行
為
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
 
 

と
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
考
え
方
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
 
 

失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
憲
法
に
お
 
 

い
て
は
、
慣
習
と
い
う
事
実
に
対
し
て
規
範
と
し
て
の
意
味
を
与
え
 
 

る
規
範
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
事
実
は
、
 
 

一
ま
た
は
複
数
の
機
関
が
そ
れ
に
規
範
と
し
て
の
意
味
を
与
え
る
場
 
 

合
に
、
規
範
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
機
関
は
、
必
ず
し
も
裁
判
所
で
あ
る
わ
け
で
 
 

は
な
い
 
ー
 
し
ば
し
ば
裁
判
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
す
ら
な
い
 
 
 

ー
 
が
、
な
ん
ら
か
の
決
定
を
行
う
過
程
に
お
い
て
、
自
ら
が
発
す
 
 

る
規
範
的
命
題
の
義
務
的
性
質
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
際
に
、
そ
 
 

の
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
機
関
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
政
治
シ
ス
テ
 
 

ム
全
体
の
影
響
の
も
と
に
行
動
し
、
こ
の
こ
と
は
、
自
ら
が
繰
返
し
 
 

行
っ
た
慣
行
に
規
範
と
し
て
の
意
味
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
そ
 
 

の
他
の
機
関
と
同
様
で
あ
る
。
結
局
、
慣
習
の
存
在
は
、
二
重
の
必
 
 

然
性
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
慣
行
 
 

を
行
う
機
関
に
と
っ
て
の
必
然
性
と
、
こ
の
慣
行
に
規
範
と
し
て
の
 
 

意
味
を
与
え
、
そ
れ
を
規
則
と
し
て
存
在
さ
せ
る
機
関
に
働
く
必
然
 
 

性
と
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
、
ど
の
よ
う
な
徹
し
が
あ
れ
ば
慣
習
が
法
源
と
し
て
存
 
 

在
す
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
 
 

次
の
よ
う
に
単
純
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
公
権
力
 
 

の
言
説
に
お
い
て
、
慣
習
が
、
他
の
規
範
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
 
 

る
た
め
に
、
規
範
と
し
て
の
意
味
を
与
え
ら
れ
る
と
き
で
あ
る
、
と
。
 
 

（
1
）
 
こ
の
よ
う
な
原
則
は
、
と
き
と
し
て
 
「
ヒ
ユ
ー
ム
の
原
則
」
と
 
 
 

言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
法
実
証
主
義
の
基
礎
に
 
 
 

あ
る
も
の
で
も
あ
る
。
G
．
C
a
r
c
a
t
e
r
r
a
」
ご
首
註
訂
昌
弘
註
ご
弐
 
 
 

㌻
さ
ざ
」
ミ
、
、
、
、
≡
、
㌢
、
＼
、
ヾ
、
．
、
ミ
、
㌣
、
キ
、
、
ト
＼
ミ
、
「
へ
、
∴
、
、
、
ミ
・
こ
・
；
く
、
ヾ
、
き
、
、
．
 
 
 

取
竃
ぶ
M
i
－
a
n
｝
G
i
u
f
f
r
ル
忘
歪
を
参
照
。
こ
の
こ
と
は
H
．
K
e
T
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叫
が
訝
3
．
で
曾
S
ご
計
n
ぎ
註
二
r
a
d
．
C
h
一
E
i
s
e
n
m
a
n
n
〉
P
a
r
i
s
－
 
 
 

S
e
ロ
〉
 
 
 

D
a
－
－
O
Z
こ
芸
N
に
お
い
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

（
2
）
 
「
裁
判
官
は
慣
習
上
の
規
則
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
 
 
 

と
い
う
命
題
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
記
述
的
な
意
味
に
お
い
て
法
の
 
 
 

科
学
が
述
べ
る
こ
と
は
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
な
 
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
右
の
命
題
は
、
裁
判
官
に
対
し
て
 
 
 

慣
習
上
の
規
則
を
適
用
す
る
よ
う
命
じ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
 
 
 

の
で
は
な
く
、
あ
る
法
秩
序
に
お
い
て
、
裁
判
官
に
対
し
て
こ
れ
ら
 
 
 

の
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
規
範
が
存
在
し
て
い
る
と
 
 
 

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
命
題
は
、
つ
ま
り
、
そ
 
 
 

れ
自
身
は
規
範
で
は
な
く
「
法
命
題
」
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
命
題
 
 
 

に
含
ま
れ
て
い
る
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
（
d
e
く
O
i
r
）
」
と
い
う
 
 
 

語
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
記
述
的
S
O
u
e
n
、
つ
ま
り
記
述
的
 
 
 

当
為
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
り
由
訝
3
．
亀
 
」
苫
S
N
 
h
訝
 
 
 

軋
⊇
叫
♪
尽
．
c
叫
叫
一
〉
p
．
宗
e
t
s
q
．
お
よ
び
M
．
T
r
O
p
e
r
〉
《
C
O
n
t
r
i
b
u
・
 
 
 

t
i
O
n
抑
u
n
e
 
c
r
i
t
i
q
u
e
 
d
e
－
a
 
c
O
n
C
e
p
t
i
O
n
 
k
e
－
s
e
n
i
e
n
n
e
 
d
e
－
a
 
 
 

S
C
i
e
n
c
e
d
u
d
r
O
i
t
》
〉
』
恕
訂
烹
嘩
爪
N
∽
亀
N
、
溶
恥
〔
訂
ヽ
～
取
C
訂
§
賀
阜
 
 
 

P
a
r
i
s
〉
P
e
d
O
ロ
e
〉
－
悪
声
p
p
．
∽
N
T
澄
○
（
本
書
に
所
収
、
四
五
貢
以
 
 
 

下
）
 
を
参
照
。
 
 

（
3
）
 
l
一
C
a
r
b
O
n
n
i
e
r
」
￥
乱
ご
計
員
」
ト
訂
ぎ
邑
訂
政
義
∵
訂
ふ
ざ
変
革
 
 
 

P
a
r
i
s
、
P
U
F
〉
C
O
－
－
．
《
T
h
m
m
i
s
》
〉
∞
e
監
．
〉
－
慧
摩
p
p
．
－
ロ
 
 
 

莞
∽
〉
 
 
 

⊥
－
∞
〉
と
く
に
一
一
一
頁
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
‥
 
 
 

「
十
九
世
紀
の
学
説
は
慣
習
が
民
法
の
法
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
 
 
 

否
定
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
（
略
）
 
し
か
し
実
際
に
は
、
慣
習
は
、
 
 
 

民
法
の
 
－
 
重
要
な
 
－
 
法
源
の
一
つ
で
あ
る
。
」
 
 

（
4
）
 
こ
こ
で
「
べ
き
」
と
い
う
語
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
法
学
 
 
 

者
に
対
し
て
〓
疋
の
行
動
を
と
る
こ
と
を
命
じ
る
法
規
範
が
存
在
す
 
 
 

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
た
ん
な
る
方
 
 
 

法
論
上
の
命
令
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
法
的
な
命
令
で
も
な
け
れ
 
 
 

ば
、
「
記
述
的
当
為
」
 
（
S
註
§
d
e
s
c
r
i
p
t
i
f
）
 
で
も
な
い
。
メ
タ
科
 
 
 

学
の
言
語
に
属
す
る
命
令
で
あ
る
。
 
 

（
5
）
 
H
．
K
e
－
s
e
n
－
阜
c
叫
叫
．
も
一
－
〕
‥
「
妥
当
性
（
G
乳
訂
ぷ
叫
）
 
と
い
う
 
 
 

語
で
、
規
範
に
特
有
の
存
在
の
態
様
を
示
す
こ
と
と
す
る
」
。
（
訳
者
 
 
 

注
‥
－
e
m
O
n
d
e
は
ー
e
m
O
d
e
の
誤
植
で
あ
る
。
）
 
 

（
6
）
 
「
存
在
」
と
い
う
語
の
両
義
性
は
、
十
八
世
紀
の
政
治
学
説
に
 
 
 

お
け
る
「
淵
源
（
O
r
i
g
i
n
e
）
」
と
い
う
語
の
そ
れ
に
近
い
。
そ
こ
で
 
 
 

は
、
こ
の
語
は
原
因
（
c
a
u
s
e
）
 
を
意
味
す
る
と
と
も
に
根
拠
 
 
 

（
f
O
ロ
d
e
m
e
n
t
）
 
を
も
意
味
し
て
い
た
。
 
 

（
7
）
 
1
．
C
a
r
b
O
n
n
i
e
r
｝
竜
一
C
叫
㌻
p
．
－
－
干
⊆
ご
A
一
W
e
i
－
－
∵
ぎ
註
 
 
 

C
叫
e
叫
卜
叫
已
⊇
計
c
ぎ
3
乳
3
ね
還
ざ
P
a
r
i
s
－
D
a
－
－
O
Z
－
〕
e
監
．
」
笥
∽
－
p
．
 
 
 

芯
○
〉
n
。
－
夢
 
す
で
に
ジ
ェ
ニ
ー
は
、
慣
習
が
義
務
と
し
て
の
力
を
 
 
 

も
つ
こ
と
の
根
拠
を
探
求
す
る
こ
と
は
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
 
 
 

は
彼
に
と
っ
て
は
事
実
と
し
て
強
制
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
 
 
 

㌧
二
≠
・
∴
∵
．
∵
．
㌧
 
二
、
主
ミ
、
＼
こ
、
、
．
＼
ミ
こ
＼
こ
㌔
、
、
、
、
㌻
、
⊥
 
■
、
．
√
ミ
、
ミ
㌧
‥
こ
、
 
 

、
㌻
、
＼
、
＼
ミ
、
・
－
ご
ミ
i
；
一
〉
≒
i
′
一
壬
ニ
十
手
＼
こ
ミ
・
、
・
、
、
二
・
、
こ
、
、
ミ
、
‥
∴
＼
、
 
 

、
、
…
㍉
二
ミ
、
・
∵
＼
；
ミ
、
．
∵
 
 

（
8
）
 
C
a
r
b
O
n
n
i
e
r
二
尽
．
c
叫
㌻
p
．
－
∽
．
 
 

（
9
）
 
C
a
r
b
O
n
n
i
e
r
〉
尽
．
c
叫
㌻
p
．
－
隕
．
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資 料  

（
1
0
）
 
G
ぎ
y
〉
斡
叫
恥
莞
内
乱
訂
c
ぎ
叫
喝
眉
阜
c
叫
叫
．
 
 

（
1
1
）
 
K
e
－
s
e
n
〉
亀
．
c
叫
㌻
p
．
〕
－
A
．
 
 

（
望
 
P
u
c
F
t
a
〉
旨
G
琶
Q
ぎ
訂
詳
言
C
翠
N
召
】
．
、
E
ユ
a
n
g
e
ロ
」
∞
N
0
0
 
 
 

1
－
∞
u
↓
．
 
 

一
〓
）
－
ん
肯
ニ
l
（
一
っ
一
ぐ
、
こ
ミ
、
、
…
、
、
こ
、
「
＼
、
ご
＼
、
＼
ミ
、
ミ
、
・
＼
ミ
こ
・
≒
一
二
一
．
 
 
 

d
r
O
i
t
｝
 
B
O
r
d
e
a
u
ダ
ー
竺
石
（
こ
の
博
士
論
文
の
指
導
教
授
は
L
．
 
 
 

D
u
g
u
i
t
で
あ
っ
た
）
．
 
 

（
1
4
）
 
R
．
C
a
p
i
t
a
阜
L
a
 
c
O
u
t
u
m
e
 
C
O
n
S
t
i
t
u
t
i
O
n
n
e
－
－
e
｝
n
記
泣
紆
 
 

、
、
、
こ
ミ
、
、
＼
′
‥
上
（
】
㌢
…
一
一
）
「
つ
】
け
一
に
け
ニ
、
へ
こ
・
≡
、
、
、
ご
、
、
ご
＼
こ
ミ
ミ
、
、
⊥
ニ
コ
「
 
 
 

p
p
．
父
岩
丁
誓
書
 
に
再
録
。
ま
た
、
L
e
 
d
r
O
i
t
 
c
O
n
S
t
i
t
亡
t
i
O
n
n
e
－
n
O
n
 
 
 

紆
r
i
t
て
竜
監
守
喝
顎
（
足
首
ご
一
浩
扇
」
政
m
p
r
」
笥
べ
こ
」
Ⅰ
Ⅰ
－
p
p
．
T
∞
．
 
 

（
ほ
）
 
C
a
r
b
O
n
n
せ
阜
c
叫
㌻
p
ヒ
ー
N
い
W
e
芦
阜
c
叫
㌻
p
p
・
－
N
∞
 
 
 

⊥
N
p
 
 

（
1
6
）
 
㊧
．
c
デ
p
．
u
O
ご
ま
た
p
p
．
－
N
⊥
∽
e
t
記
s
q
．
も
参
照
。
 
 

（
1
7
）
 
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
こ
そ
、
一
ケ
ル
ゼ
ン
は
法
の
み
が
法
 
 
 

を
作
り
だ
す
も
の
で
あ
り
う
る
、
と
書
き
え
た
の
で
あ
る
。
参
照
、
 
 
 

N
．
B
O
b
b
i
O
〉
K
e
－
s
e
n
e
二
e
s
s
O
u
r
C
e
S
d
u
d
r
O
i
t
L
n
』
さ
料
㌢
頗
ご
隷
 
 
 

＼
－
＼
、
、
、
こ
壬
＼
－
、
、
＼
、
・
、
＼
、
：
、
…
、
、
．
≡
た
二
J
て
」
」
い
…
〕
〓
ニ
．
 
 

（
1
8
）
 
P
．
A
m
s
e
】
e
k
〉
R
畏
e
已
O
n
S
C
r
i
t
i
q
u
e
s
a
u
t
O
u
r
d
e
－
a
c
O
n
・
 
 
 

C
e
p
t
i
O
ロ
k
e
－
s
e
n
i
e
n
n
e
 
d
e
－
〉
O
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
こ
n
知
箋
莞
へ
計
 
 
 

札
⊇
叫
≠
b
註
詳
L
笥
∞
〉
p
．
∽
を
参
照
。
し
か
し
、
根
本
規
範
論
の
ト
1
 
 

ト
ロ
ジ
カ
ル
な
性
格
を
衝
く
批
判
に
は
、
若
干
の
留
保
が
必
要
で
あ
 
 
 

る
こ
と
に
つ
い
て
、
M
．
T
r
O
p
e
r
〉
L
a
 
p
y
r
a
m
i
d
e
 
e
s
t
 
t
O
鼠
O
u
r
S
 
 

d
e
b
O
u
t
二
晋
O
n
S
e
抑
P
．
A
m
s
e
－
e
k
－
叫
託
㌣
－
笥
∞
－
p
．
－
∽
N
〕
を
参
 
 
 

照
。
 
 

（
1
9
）
 
J
．
A
u
s
t
i
n
L
計
旨
薫
三
戸
冒
昇
首
鼠
訂
ぶ
L
O
ロ
d
r
e
s
J
r
e
監
．
〉
 
 

－
∞
〕
N
．
こ
の
点
に
つ
い
て
同
様
の
主
張
は
、
E
．
L
a
m
b
e
r
t
－
ト
q
 
 
 

評
注
宍
邑
§
計
：
営
旨
思
芸
訃
－
－
∞
諾
や
、
リ
ア
リ
ズ
ム
学
派
 
 
 

に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。
A
－
f
 
R
O
S
S
∴
⊇
璧
卦
：
計
∵
詳
急
啓
 
 
 

琶
註
眉
L
e
i
p
z
i
g
u
ロ
d
W
i
e
n
」
裏
声
と
く
に
、
四
二
三
頁
以
下
を
 
 
 

参
照
。
 
 

（
2
0
）
 
H
・
K
2
－
s
2
n
二
が
挙
§
乳
】
ポ
琶
ゼ
〔
旦
卜
岳
e
§
＆
∴
詳
註
N
e
牒
 
 
 

Y
O
r
k
」
薩
摩
p
p
．
－
N
？
－
N
べ
．
 
 

（
2
1
）
 
M
．
T
r
O
p
e
r
、
K
e
－
s
e
n
こ
a
t
h
ぎ
r
i
e
d
e
－
〉
i
n
t
e
r
p
r
賢
a
t
i
O
n
e
t
 
 

－
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
e
－
Y
O
r
d
r
e
j
u
r
i
d
i
q
u
e
」
訂
垂
こ
註
S
邑
ぎ
喜
訂
熟
 
 
 

思
隷
窒
息
厨
－
諾
－
〉
p
p
．
巴
∞
・
∽
N
∽
〉
本
書
八
五
貢
以
下
に
所
収
。
 
 

（
2
2
こ
 
M
一
T
r
O
p
e
r
－
N
紆
e
s
s
i
t
m
f
a
i
二
a
－
O
i
…
r
毀
－
e
已
O
n
S
S
u
］
二
a
 
 
 

C
O
u
t
u
m
e
 
C
O
n
S
t
i
t
u
t
i
O
n
n
e
－
－
e
〉
 
』
歳
計
点
「
爪
拐
 
知
Q
訂
早
旨
や
S
乱
 
 
 

C
訂
ミ
叫
顎
｝
P
a
r
i
s
L
夢
－
〉
p
p
．
〕
○
？
〕
N
∽
．
 
 

（
警
 
恕
叫
軋
．
 
 

（
聖
 
A
．
R
O
S
S
〉
く
a
－
i
d
i
t
y
 
a
n
d
 
t
h
e
 
c
O
n
f
－
i
c
t
 
b
e
t
w
e
e
n
－
e
g
a
－
 
 
 

p
O
S
i
t
i
ま
s
m
a
n
d
N
a
t
u
r
a
－
L
a
w
」
ぎ
計
ざ
舌
鼓
ぎ
2
計
迦
看
呂
 
 
 

詮
訂
こ
蛮
－
」
く
〉
p
p
．
会
・
器
．
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