
構

成
要
件
の
価
値
的
性
格

～
犯
罪
論
に
お
け
る
定
型
的
思
考
の
限
界
・
そ
の
二
i

西

原

春

夫

犯
罪
論
に
お
け
る
定
型
的
思
考
の
限
界

そ
の
一
・
学
説
史
的
考
察
　
　
（
『
斉
藤
金
作
先
生
還
暦
祝
賀
論
文
集
』
登
載
）

そ
の
二
・
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
（
本
誌
本
号
登
載
）

あ四三二一は

そ
の
三
・
構
成
要
件
の
機
能

そ
の
四
・
刑
法
解
釈
学
の
特
質
と
定
型
的
思
考

し
　
が
　
き

構
成
要
件
の
記
述
的
要
素
と
規
範
的
要
素

社
会
的
相
当
行
為
と
構
成
要
件
該
当
性

不
作
為
犯
と
構
成
要
件
該
当
性

過
失
犯
と
構
成
要
件
該
当
性

と
　
が
　
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
別
稿
）

は
　
し
　
が
　
き

構
成
要
件
論
の
祖
国
ド
イ
ッ
に
お
け
る
学
説
の
展
開
過
程
を
ふ
り
か
え
つ
て
み
て
、

　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格

そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
も
の
が
実
は
構
成
要
件
論
発

　
　
　
　
　
　
　
一
六
一
　
（
一
六
一
）



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
西
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
二
（
一
六
二
）

展
の
歴
史
で
は
な
く
、
そ
の
崩
壊
の
歴
史
で
あ
つ
た
こ
と
を
感
ず
る
の
は
、
筆
者
の
み
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
価
値
か
ら
自
由
な
も
の
と
し

て
把
握
さ
れ
た
構
成
要
件
概
念
が
、
ま
す
ま
す
多
く
価
値
を
担
い
、
主
観
的
規
範
的
両
要
素
を
い
よ
い
よ
多
く
包
含
し
、
従
つ
て
本
来
違

法
性
か
ら
独
立
し
た
機
能
を
営
む
と
考
え
ら
れ
て
い
た
構
成
要
件
が
、
違
法
性
と
の
関
連
を
い
よ
い
よ
深
め
、
遂
に
は
違
法
性
の
中
に
埋

没
し
て
し
ま
う
歴
史
を
み
る
と
き
、
そ
こ
に
は
も
は
や
光
輝
あ
る
繁
栄
の
姿
を
見
出
す
こ
と
は
で
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
構
成
要
件
の
概
念

が
そ
の
内
容
を
豊
富
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
構
成
要
件
論
の
繁
栄
、
発
展
と
み
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
発

展
の
終
局
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
、
実
は
あ
ま
り
に
も
内
容
豊
富
で
価
値
を
担
い
す
ぎ
た
が
故
に
、
か
え
つ
て
価
値
の
中
に
没
入
し
、
無

内
容
と
な
り
、
そ
れ
自
体
の
固
有
の
機
能
を
失
つ
た
構
成
要
件
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
た
。
こ
こ
に
い
た
つ
て
、
構
成
要
件
論
発
展
の
歴
史

は
、
実
に
同
時
に
構
成
要
件
論
崩
壊
の
歴
史
だ
つ
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
ド
イ
ッ
滞
在
中
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
構
成
要
件
の
歴
史
を
あ
と
づ
け
、
『
犯
罪
論
に
お
け
る
定
型
的
思
考
の
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

界
』
と
題
す
る
論
文
を
草
し
た
。
筆
者
と
し
て
は
、
構
成
要
件
論
の
こ
の
よ
う
な
展
開
過
程
が
実
は
構
成
要
件
の
概
念
そ
の
も
の
に
内
在

す
る
価
値
的
性
格
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
宿
命
的
な
成
行
き
で
あ
つ
た
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
本
稿
に
お
い
て
、
こ
れ
に
引
き
続
ぎ
、
現
段
階
に
お
け
る
わ
が
国
の
構
成
要
件
論
を
対
象
と
し
、
と
く
に
構

成
要
件
該
当
性
と
違
法
塗
と
の
関
連
に
注
目
し
つ
つ
、
構
成
要
件
概
念
の
価
値
的
駐
格
を
見
き
わ
め
よ
う
と
思
う
。
構
成
要
件
論
の
発
展

が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
崩
壊
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
次
に
登
場
す
べ
き
刑
法
学
方
法
論
の
建
設
に
従
事
し

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
本
稿
は
、
展
開
の
現
段
階
に
お
け
る
構
成
要
件
論
の
分
析
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
何
ら
か
の
示
唆
を
得
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。



（
一
）
　
拙
稿
、
犯
罪
論
に
お
け
る
定
型
的
思
考
の
限
界
（
昭
和
三
八
年
）
『
斉
藤
金
作
先
生
還
暦
祝
賀
論
文
集
』
一
五
九
頁
以
下
Q

構
成
要
件
の
記
述
的
要
素
と
規
範
的
要
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
一
　
構
成
要
件
は
、
一
般
に
、
記
述
的
要
素
か
ら
成
る
も
の
と
規
範
的
要
素
か
ら
成
る
も
の
と
に
分
か
れ
る
と
さ
れ
、
記
述
的
要
素
か

ら
成
る
構
成
要
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
該
当
性
は
違
法
性
か
ら
独
立
に
確
定
し
う
る
が
、
規
範
的
要
素
を
含
む
構
成
要
件
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

そ
の
該
当
性
は
違
法
判
断
の
援
け
を
か
り
な
け
れ
ば
確
定
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
構
成
要
件
論
は
、
そ
の
発
展
の
は

じ
め
に
お
い
て
は
、
構
成
要
件
を
も
つ
ぱ
ら
記
述
的
要
素
か
ら
の
み
成
る
と
考
え
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
構
成
要
件
該
当
性
に
、
違
法
性
か

ら
独
立
し
た
固
有
の
犯
罪
要
素
と
し
て
の
地
位
を
認
め
え
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
規
範
的
要
素
を
含
む
構
成
要
件
の
あ
る

こ
と
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
構
成
要
件
該
当
性
は
違
法
性
に
歩
み
寄
り
は
じ
め
、
や
が
て
、
規
範
的
要
素
を
含
む
構
成
要
件
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

も
は
や
例
外
と
し
て
扱
い
え
な
い
こ
と
に
気
付
く
に
い
た
つ
て
、
違
法
類
型
論
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。

　
構
成
要
件
が
規
範
的
要
素
を
含
む
こ
と
は
、
今
目
で
は
ま
つ
た
く
例
外
な
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
住
居
侵
入
罪
や
逮
捕
．
監
禁
罪
な
ど

に
お
け
る
『
故
な
く
』
『
不
法
に
』
と
い
う
要
件
の
性
格
に
つ
い
て
は
争
い
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
一
般
的
な
達
法
阻
却
事
由
を
意
味
せ
ず
、

社
会
生
活
上
頻
繁
に
行
な
わ
れ
る
そ
れ
ら
の
行
為
の
う
ち
、
可
罰
的
な
も
の
を
は
じ
め
か
ら
類
型
的
に
限
定
す
る
た
め
の
、
注
意
的
な
性

格
を
持
つ
も
の
と
解
す
る
点
で
は
、
学
説
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
住
居
侵
入
罪
や
逮
捕
・
監
禁
罪
の
場
合
に
は
、
単
に
外
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

上
住
居
侵
入
あ
る
い
は
逮
捕
・
監
禁
の
行
為
が
あ
つ
た
だ
け
で
は
構
成
要
件
該
当
性
も
違
法
性
も
確
定
さ
れ
ず
、
『
正
当
な
理
由
な
く
』

住
居
に
侵
入
し
ま
た
は
人
を
逮
捕
・
監
禁
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
そ
れ
が
確
定
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
『
故
な
く
』
『
不
法
に
』

　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三
（
一
六
三
）



　
　
　
論
　
　

説
（
西
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
四
（
一
六
四
）

と
い
う
要
素
が
、
外
部
的
に
決
定
し
え
な
い
評
価
的
な
要
素
、
つ
ま
り
規
範
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
ま
た
、
『
陵
虐
』
『
賄
賂
』
『
健
康
』
『
不
敬
』
『
狼
褻
』
『
名
誉
』
『
侮
辱
』
『
秘
密
』
『
業
務
妨
害
』
『
危
険
を
生
ぜ
し
め
る
』
な
ど
の
構
成

要
件
要
素
に
つ
い
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
一
般
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
一
定
の
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
よ
う
が
、
具
体
的
な
こ
の
行
為

こ
の
事
実
が
そ
れ
ら
に
あ
た
る
か
ど
う
か
の
確
定
は
、
単
な
る
事
実
認
識
に
よ
つ
て
一
律
に
行
な
い
う
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ

れ
ら
の
場
合
、
構
成
要
件
該
当
性
は
、
四
囲
の
情
況
や
被
害
者
の
受
け
と
り
方
、
行
為
者
の
意
図
な
ど
を
斜
酌
し
、
当
時
に
お
け
る
一
般

の
国
民
感
情
に
照
ら
し
て
個
別
的
・
具
体
的
に
決
定
す
る
ほ
か
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
行
為
は
お
よ
そ
刑
法
の
禁
止
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
か
、
と
い
う
、
一
般
的
な
違
法
性
の
判
断
を
ま
た
ず
に
は
、
お
よ
そ
構
成
要
件
該
当
性
は
確
定
し
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
二
　
そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
規
範
的
要
素
を
含
ま
な
い
構
成
要
件
に
つ
い
て
は
、
違
法
性
の
判
断
を
ま
た
ず
に
そ
の
該
当
性
を
確

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
、
否
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
記
述
的
要
素
の
場
合
に
は
、
仮
に
そ
の
解
釈
が
一
定
に
な
り

え
た
と
す
れ
ば
、
あ
と
は
単
な
る
事
実
認
識
の
み
で
構
成
要
件
該
当
性
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
規
範
的
要
素

と
は
や
は
り
概
念
上
区
別
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
述
的
要
素
と
考
え
ら
れ
て
い
る
構
成
要
件
要
素
に
つ
い
て
も
、
実
は
、
違
法

判
断
を
は
な
れ
て
構
成
要
件
該
当
性
の
確
定
で
き
な
い
も
の
は
数
多
い
。

　
第
一
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
相
当
行
為
の
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
死
刑
執
行
人
の
死
刑
執
行
（
殺
人
）
、
肩
叩
ぎ
（
暴
行
）
、
ボ
ク
シ
ン

グ
や
相
撲
（
暴
行
）
、
争
議
行
為
と
し
て
の
ス
ト
ラ
イ
キ
（
威
力
業
務
妨
害
）
な
ど
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
し
よ

う
と
す
る
努
力
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
従
来
の
よ
う
に
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
、
と
い
う
論
理
過
程

を
経
る
よ
り
は
、
端
的
に
構
成
要
件
該
当
性
が
な
い
、
と
考
え
る
方
が
自
然
の
感
覚
に
も
か
な
う
し
、
ま
た
そ
れ
な
り
の
実
質
的
理
由
も



　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、
構
成
要
件
該
当
性
は
行
為
の
社
会
的
相
当
性
、
つ
ま
り
、

適
法
性
の
判
断
を
経
て
は
じ
め
て
決
定
さ
れ
る
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
適
法
性
の
判
断
は
違
法
性
の
判
断
の
裏
側
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
場
合
に
も
、
構
成
要
件
該
当
性
は
違
法
性
の
判
断
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
第
二
は
、
不
作
為
犯
の
場
合
で
あ
る
。
不
作
為
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
特
定
の
作
為
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

そ
の
作
為
義
務
違
反
は
、
従
来
も
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
と
り
も
な
お
さ
ず
違
法
性
の
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
、
不
作
為

犯
の
構
成
要
件
該
当
性
の
前
提
で
あ
る
。
親
が
子
に
乳
を
や
ら
ず
餓
死
さ
せ
た
と
い
う
場
合
、
そ
の
親
の
子
に
対
す
る
監
護
義
務
に
も
と

づ
く
作
為
義
務
を
予
定
せ
ず
に
は
、
『
人
を
殺
し
た
』
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
、
記
述
的
要
素
の
み
か
ら

成
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
不
作
為
に
よ
つ
て
犯
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
構
成
要
件
該
当
性
は
、
違
法
判
断
を
経
ず
に
は
確
定
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

と
が
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
三
　
以
上
の
よ
う
に
、
記
述
的
要
素
の
み
か
ら
成
る
構
成
要
件
に
つ
い
て
も
、
社
会
的
相
当
行
為
お
よ
び
不
作
為
犯
の
場
合
に
は
、
構

成
要
件
該
当
性
は
違
法
判
断
を
経
て
は
じ
め
て
確
定
で
ぎ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
節
で
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
相
当
行
為
や
不
作
為
犯
の
場
合
を
度
外
視
し
て
も
、
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
。
た
と

え
ば
、
車
船
顛
覆
罪
に
お
け
る
汽
車
・
電
車
は
、
通
常
は
記
述
的
要
素
と
解
し
う
る
が
、
は
た
し
て
当
該
構
成
要
件
に
い
う
汽
車
・
電
車

は
、
日
常
用
語
的
な
意
味
に
お
け
る
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
ガ
ソ
リ
ン
カ
ー
や
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
を
含
む
も
の
と

解
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
車
船
顛
覆
罪
に
お
け
る
行
為
の
客
体
は
制
限
列
挙
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
例
示
的
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
ガ
ソ
リ
ン
ヵ
1
や
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
も
こ
れ
に
付
加
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
ぎ
で

　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五
（
一
六
五
）



　
　
　
訟
醐
　
　
　
　
　
　
説
（
西
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
六
　
（
一
六
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

あ
ろ
う
か
。
判
例
は
、
こ
の
点
に
関
し
、
一
二
九
条
に
お
け
る
汽
車
は
ガ
ソ
リ
ン
ヵ
1
を
含
む
も
の
と
解
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ガ
ソ
リ

ン
カ
ー
が
『
汽
車
』
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
を
別
問
題
と
す
れ
ば
、
学
説
も
、
ガ
ソ
リ
ン
カ
ー
を
二
一
九
条
の
行
為
の
客
体
と
考
え
る
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

で
は
判
例
を
支
持
し
、
類
推
解
釈
を
許
容
す
る
立
場
は
も
ち
ろ
ん
、
類
推
解
釈
一
般
、
あ
る
い
は
被
告
人
に
不
利
益
な
類
推
解
釈
の
み
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

禁
止
し
、
拡
張
解
釈
の
み
を
許
容
す
る
見
解
も
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
ガ
ソ
リ
ン
カ
ー
は
動
力
の
点

で
汽
車
・
電
車
と
概
念
を
異
に
す
る
だ
け
で
あ
り
、
軌
道
上
を
走
り
一
時
に
多
数
の
乗
客
を
運
輸
す
る
箱
型
の
運
輸
機
関
で
あ
る
点
で
は

汽
車
・
電
車
と
性
格
を
同
じ
く
し
、
そ
の
社
会
的
機
能
も
酷
似
し
て
い
る
。
従
つ
て
、
刑
法
制
定
当
時
も
し
ガ
ソ
リ
ン
カ
ー
が
存
在
し
て

い
た
な
ら
ば
、
当
然
一
二
九
条
の
中
に
規
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
に
は
、
ほ
と
ん
ど
無
理
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え

て
み
る
と
、
記
述
的
構
成
要
件
要
素
も
、
い
わ
れ
る
よ
う
に
裁
判
官
の
一
義
的
な
解
釈
に
よ
つ
て
劃
一
的
に
確
定
し
う
る
も
の
で
は
な

く
、
社
会
生
活
の
変
遷
に
応
じ
て
拡
張
解
釈
さ
れ
る
余
地
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
従
つ
て
、
こ
の
場
合
の
『
定
型
』
な
る
も
の
は
、
そ
の

文
理
か
ら
理
解
さ
れ
る
観
念
像
で
は
な
く
、
解
釈
に
よ
つ
て
拡
張
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
将
来
拡
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
柔
軟
な
観

念
像
を
意
昧
す
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
反
対
に
、
『
定
型
』
は
文
理
よ
り
も
縮
小
解
釈
さ
れ
た
観
念
像
で
あ
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
国
家
公
務
員
法
、
地
方
公
務
員
法

は
、
公
務
員
に
ょ
る
争
議
行
為
、
怠
業
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
が
（
国
公
法
九
八
条
二
項
、
地
公
法
三
七
条
一
項
）
、
こ
れ
に
対
す
る
処
罰
規
定

を
欠
き
、
た
だ
争
議
行
為
、
怠
業
行
為
を
共
謀
し
、
そ
そ
の
か
し
、
あ
お
り
、
ま
た
は
企
て
る
行
為
の
み
を
処
罰
し
て
い
る
（
国
公
法
二

〇
条
一
項
一
七
号
、
地
公
法
六
一
条
四
号
）
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
処
罰
規
定
を
仮
に
そ
れ
だ
け
切
り
は
な
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
構
成
要
件
要
素
に
関
す
る
一
般
刑
法
学
的
な
用
語
例
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



と
こ
ろ
が
、
憲
法
や
公
務
員
法
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
こ
の
処
罰
規
定
を
み
る
と
、
そ
の
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
け
だ

し
、
公
務
員
や
公
共
企
業
体
職
員
に
よ
る
争
議
行
為
、
怠
業
行
為
な
ど
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
通
常
、
そ
れ
に
先
行
し
て
各
職
場
集

会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
決
定
に
も
と
づ
い
て
代
議
員
に
よ
る
臨
時
大
会
が
開
か
れ
、
そ
の
決
議
（
多
数
決
）
に
よ
つ
て
争
議
行
為
な
ど
が

行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
『
共
謀
』
『
企
て
』
な
ど
の
概
念
が
通
常
の
用
語
例
に
従
つ
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
ら
代
議

員
の
行
動
は
各
職
場
集
会
の
決
議
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
争
議
行
為
、
怠
業
行
為
に
対
す
る
刑
事
責
任
は
、
こ

れ
ら
代
議
員
全
員
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
賛
成
投
票
者
全
員
に
お
よ
ぶ
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
あ
お
り
』
の
概
念
が
通
常
の

　
（
一
〇
）

意
味
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
機
関
の
決
定
に
も
と
づ
く
機
関
構
成
員
た
る
幹
部
の
通
常
の
業
務
に
属
す
る
指
令
、
伝
達
、
説
得
、
懲
愚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

と
い
う
よ
う
な
行
為
が
、
す
べ
て
こ
れ
に
あ
た
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
公
務
員
の
争
議
行
為
、
怠
業
行
為
そ

の
も
の
を
処
罰
の
外
に
お
い
た
公
務
員
法
の
精
神
と
合
致
し
な
い
の
で
あ
つ
て
、
下
級
審
判
決
の
中
に
は
、
正
面
か
ら
公
務
員
法
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

る
こ
の
よ
う
な
処
罰
規
定
そ
の
も
の
を
違
憲
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
他
の
い
く
つ
か
の
下
級
審
判
決
は
、
こ
れ
を
一
応
合
憲
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

な
が
ら
も
、
こ
の
処
罰
規
定
の
適
用
を
狭
い
範
囲
に
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
下
級
審
判
例
の
努
力
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
公
務
員
法
に
お
け
る
『
共
謀
』
『
そ
そ
の
か
し
』
『
あ
お
り
』
『
企
て
』
な
ど
は
、
少
な
く
と
も
処
罰
さ
れ
な
い
争
議
行
為
、
怠
業
行

為
そ
の
も
の
よ
り
も
道
義
違
反
の
程
度
の
高
い
も
の
、
た
と
え
ば
『
争
議
行
為
の
主
体
と
な
る
職
員
の
団
体
の
構
成
員
以
外
の
者
が
争
議

行
為
の
遂
行
を
煽
動
し
た
場
合
』
『
職
員
の
団
体
の
決
定
に
従
わ
ず
ま
た
は
職
員
の
団
体
の
決
定
か
ら
離
れ
て
職
員
が
争
議
行
為
の
遂
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

を
煽
動
し
た
場
合
』
あ
る
い
は
『
争
議
行
為
に
通
常
随
伴
し
て
行
わ
れ
る
以
上
に
職
員
が
激
越
な
煽
動
行
為
を
行
な
つ
た
場
合
』
な
ど
に

限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
つ
て
、
た
と
え
ば
『
あ
お
る
』
行
為
に
あ
た
る
か
ど
う
か
と
い
う
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
は
、
憲

　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七
（
一
六
七
）



　
　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
西
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
八
（
一
六
八
）

法
の
精
神
か
ら
出
発
し
、
法
秩
序
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
、
ま
さ
に
公
務
員
法
の
禁
止
す
る
あ
お
る
行
為
に
あ
た
る
か
ど
う
か
と
い
う

判
断
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
四
　
以
上
の
よ
う
に
、
記
述
的
要
素
か
ら
の
み
成
り
立
つ
て
い
て
、
そ
の
構
成
要
件
該
当
性
が
違
法
性
か
ら
独
立
に
一
義
的
に
確
定
し

う
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
犯
罪
に
つ
い
て
も
、
意
外
に
事
は
そ
の
よ
5
に
運
ば
ず
、
結
局
、
こ
の
行
為
は
そ
も
そ
も
刑
法
の
禁
止
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
、
と
い
う
違
法
性
の
判
断
を
経
ず
に
は
構
成
要
件
該
当
性
が
決
定
で
き
な
い
場
合
の
多
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ

た
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
る
と
、
記
述
的
要
素
と
規
範
的
要
素
と
は
、
概
念
上
は
区
別
し
う
る
が
、
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
と
い

う
点
で
は
ほ
と
ん
ど
相
違
が
な
く
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
評
価
的
な
違
法
性
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。

　
（
一
）
　
た
と
え
ば
団
藤
、
刑
法
綱
要
総
論
（
昭
和
三
二
年
）
八
一
頁
、
大
塚
、
刑
法
概
説
（
総
論
）
（
昭
和
三
八
年
）
九
六
頁
、
吉
川
、
刑
法
総
論
（
昭

　
　
　
和
三
八
年
）
八
四
頁
o
な
お
、
木
村
、
刑
法
総
論
（
昭
和
三
四
年
）
　
一
四
一
頁
が
、
認
識
的
要
素
と
意
味
的
要
素
に
分
類
す
る
の
も
、
同
趣
旨
と

　
　
　
思
わ
れ
る
。

　
（
二
）
　
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
、
閉
じ
ら
れ
た
構
成
要
件
（
鴨
零
窪
o
器
9
①
↓
暮
ぼ
磐
曽
鼠
①
）
と
開
か
れ
た
構
成
要
件
（
o
験
莞
↓
鋤
3
霧
薮
＆
①
）
と
に
分

　
　
　
け
る
の
も
、
（
譲
o
ざ
9
U
器
号
仁
笛
9
0
幹
鍔
略
お
魯
計
o
o
●
》
自
鉾
お
8
”
㎝
●
蕊
噸
）
ほ
ぼ
同
趣
旨
と
思
わ
れ
る
Q

　
　
　
　
以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
掲
参
照
Q

（
三
）

（
四
）

（
五
）

（
六
）

（
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摺
稿
、
犯
罪
論
に
お
け
る
定
型
的
思
考
の
限
界
、

住
居
侵
入
罪
の
場
合
に
は
、
住
居
権
者
の
意
思
に
反
す
る
揚
合
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
且
つ
こ
れ
に
限
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
段
第
二
節
参
照
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
段
第
三
節
参
照
Q

昭
和
一
五
年
八
月
二
二
目
大
審
院
第
二
刑
事
部
判
決
（
大
審
刑
集
一
九
巻
五
四
〇
頁
）
。



（
八
）
　
江
家
、
刑
法
（
総
論
）
（
昭
和
三
〇
年
）
六
九
頁
、
植
松
、
刑
法
概
論
（
昭
和
三
一
年
）
八
頁
以
下
、
八
四
頁
以
下
。

（
九
）
　
団
藤
、
前
掲
四
一
頁
、
木
村
、
前
掲
二
六
頁
、
大
塚
、
前
掲
五
八
頁
Q

（
一
〇
）
　
こ
の
点
に
つ
き
指
導
的
な
の
は
、
昭
和
三
七
年
二
月
輔
二
目
最
高
裁
大
法
廷
判
決
（
最
高
刑
集
一
六
巻
二
号
一
〇
七
頁
）
で
あ
る
Q
同
判
決

　
　
は
い
5
『
煽
動
と
は
、
同
条
項
に
掲
げ
た
所
為
の
い
ず
れ
か
を
実
行
さ
せ
る
目
的
で
文
書
若
し
く
は
図
画
ま
た
は
言
動
に
よ
つ
て
、
他
人
に
対
し

　
　
そ
の
行
為
を
実
行
す
る
決
意
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
、
ま
た
は
既
に
生
じ
て
い
る
決
意
を
助
長
さ
せ
る
よ
う
な
勢
の
あ
る
刺
戟
を
与
え
る
こ
と
を

　
　
い
う
』
と
（
一
一
三
頁
）
。

（
一
一
）
　
以
上
に
つ
い
て
は
、
野
村
平
爾
、
労
働
組
合
運
動
と
教
唆
・
煽
動
・
共
謀
等
（
昭
和
四
〇
年
）
法
律
時
報
三
七
巻
二
号
五
〇
頁
以
下
に
よ
つ
た
。

（
一
二
）
　
た
と
え
ば
、
昭
和
三
九
年
三
月
三
〇
日
大
阪
地
裁
第
三
刑
事
部
判
決
（
労
働
法
律
旬
報
五
二
八
号
別
冊
）

（
二
二
）
　
た
と
え
ば
、
昭
和
三
七
年
四
月
一
八
目
東
京
地
裁
刑
事
四
部
判
決
（
判
例
時
報
三
〇
四
号
四
頁
）
、
昭
和
三
八
年
四
月
一
九
目
東
京
地
裁
刑

　
　
事
二
部
判
決
（
判
例
時
報
三
三
八
号
八
頁
）
。

（
一
四
）
　
前
掲
昭
和
三
七
年
四
月
一
八
日
東
京
地
裁
判
決
、
上
掲
、
一
六
頁
o

二
　
社
会
的
相
当
行
為
と
構
成
要
件
該
当
性

　
一
　
以
上
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
、
最
近
い
わ
ゆ
る
『
社
会
的
相
当
行
為
』
の
類
型
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
い
つ
そ
う
明

瞭
に
な
つ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
以
前
の
構
成
要
件
論
に
お
い
て
は
、
一
方
、
違
法
性
の
本
質
は
法
益
の
侵
害
ま
た
は
危
殆
化
と
い
う
点
に

求
め
ら
れ
、
他
方
、
構
成
要
件
は
違
法
類
型
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
構
成
要
件
は
、
単
に
法
益
を
侵
害
し
ま
た
は
危
殆
化
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

行
為
の
類
型
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
結
果
無
価
値
が
違
法
性
を
特
徴
づ
け
る
と
と
も
に
、
構
成
要
件

　
　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九
（
一
六
九
）



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
酉
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
〇
（
一
七
〇
）

の
性
格
を
も
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
反
し
、
最
近
、
違
法
性
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
『
行
為
無
価
値
』
の
面
が
重
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
違
法
性
は
単
に
法
益
侵
害
ま
た
は
危
殆
化
と
い
う
点
に
尽
ぎ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
行
為
そ
の
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

社
会
倫
理
違
反
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
ぎ
た
。
従
つ
て
、
違
法
類
型
と
し
て
の
構
成
要
件
も
、
法
益
を
侵
害
し
ま
た
は

こ
れ
を
危
殆
化
す
る
行
為
の
類
型
、
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
社
会
倫
理
的
に
許
さ
れ
な
い
態
度
の
類
型
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
つ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
法
益
侵
害
ま
た
は
危
殆
化
を
伴
つ
て
も
社
会
倫
理
的
観
点
か
ら
刑
法
上
許
容
さ
れ
る
行
為

は
、
本
来
的
に
構
成
要
件
該
当
性
の
外
に
放
逐
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
構
成
要
件
該
当
性
は
認
め
ら
れ
る
が
そ
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る

よ
う
な
、
一
般
の
違
法
阻
却
事
由
に
該
当
す
る
行
為
か
ら
は
区
別
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
法
益
の
侵
害
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

は
危
殆
化
を
伴
つ
て
も
社
会
倫
理
的
観
点
か
ら
刑
法
上
許
容
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
、
こ
れ
が
『
社
会
的
相
当
行
為
』
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
的
相
当
行
為
は
、
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
前
の
見
解
に
立
つ
て
も
違
法
性
の
存
し
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
従

つ
て
以
前
の
よ
う
に
一
応
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
た
上
で
そ
の
推
定
さ
れ
た
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
考
え
て
も
、
最
近
の
学
説
の
よ

う
に
構
成
要
件
該
当
性
そ
の
も
の
が
な
い
と
考
え
て
も
、
結
論
自
体
に
は
ほ
ぼ
変
り
が
な
い
と
い
い
う
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
争
い
は
、
一

見
、
違
法
性
の
本
質
を
結
果
無
価
値
の
点
に
み
る
か
行
為
無
価
値
の
点
に
求
め
る
か
の
見
解
の
相
違
に
帰
着
し
、
実
益
の
な
い
議
論
と
し

て
看
過
し
う
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
ボ
ク
シ
ン
グ
で
殴
り
あ
う
行
為
や
、
親
の
肩
を
叩
く
行
為
が
暴
行
罪
、

医
師
の
外
科
手
術
が
傷
害
罪
、
墓
地
の
移
転
が
墳
墓
発
掘
罪
の
構
成
要
件
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
し
、
違
法
性
を
推
定
さ
れ
る
が
、
た
だ
違
法

阻
却
事
由
に
よ
り
そ
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
理
論
構
成
は
、
前
述
の
よ
う
に
自
然
の
感
覚
に
合
致
し
な
い
。
ま
た
、
警
察
官
の

犯
人
逮
捕
や
検
証
、
死
刑
執
行
人
の
死
刑
執
行
な
ど
の
法
令
に
よ
る
適
法
行
為
が
、
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
ょ
つ
て
一



応
な
り
と
も
違
法
性
を
推
定
さ
れ
る
と
い
う
の
も
、
不
可
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
労
働
争
議
、
と
く
に
ス
ト
ラ
イ
キ
の
よ
う
に
、
憲
法
に

お
い
て
権
利
行
為
と
し
て
保
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
行
為
は
、
正
当
性
の
範
囲
を
逸
脱
し
な
い
か
ぎ
り
刑
法
上
も
適
法
と
す
べ
ぎ
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
結
論
に
い
た
る
過
程
と
し
て
、
争
議
行
為
は
構
成
要
件
に
該
当
し
従
つ
て
違
法
性
が
推
定
さ
れ
る

が
、
労
働
組
合
法
一
条
二
項
、
刑
法
三
五
条
に
よ
つ
て
そ
の
推
定
さ
れ
た
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
、
ま
た
、
適
当
で
な

い
。
何
故
な
ら
、
O
O
形
式
論
理
の
上
か
ら
い
つ
て
も
、
憲
法
に
保
証
さ
れ
た
権
利
行
為
は
、
刑
法
上
も
『
違
法
性
を
推
定
さ
れ
る
』
性
格

の
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
②
実
質
的
に
み
て
も
、
労
働
争
議
行
為
の
よ
う
に
特
殊
な
社
会
法
的
原
理
に
導
か
れ
る
現
象

に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
通
常
の
、
い
わ
ば
市
民
法
的
原
理
の
支
配
可
能
な
現
象
に
お
け
る
と
同
じ
可
罰
性
の
判
断
を
加
え
て
は
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
の
よ
う
な
思
惟
過
程
を
認
め
る
と
、
争
議
行
為
の
際
に
た
と
え
ば
暴
力
団
に
よ
る
業
務
妨
害
や
侮

辱
、
暴
行
な
ど
と
同
じ
程
度
の
行
為
が
あ
れ
ば
正
当
性
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て
こ
れ
に
違
法
性
の
刻
印
を
押
す
、
と
い
う
よ
う

な
理
論
構
成
に
親
し
み
や
す
い
。

　
二
　
以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
法
益
の
侵
害
ま
た
は
危
殆
化
を
伴
う
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
社
会
倫
理
的
観
点
か
ら
刑
法
上
許
容
さ
れ
る

行
為
に
つ
い
て
は
、
違
法
阻
却
を
論
ず
る
よ
り
以
前
に
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
し
よ
う
と
い
う
見
解
が
生
じ
た
こ
と
に
は
、
単
に
学
説

史
的
、
あ
る
い
は
理
論
体
系
的
意
義
が
存
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
あ
る
程
度
の
実
際
的
意
義
も
見
出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
に
お

い
て
は
じ
め
て
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
意
識
的
に
と
じ
あ
げ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
江
家
博
士
で
あ
ろ
う
。
博
士
は
、
犯
罪
論
体
系
上
の
問

題
と
し
て
違
法
性
を
構
成
要
件
該
当
性
に
先
行
さ
せ
た
結
果
、
常
態
的
適
法
行
為
（
今
日
の
社
会
的
相
当
行
為
）
は
違
法
性
の
段
階
で
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

に
犯
罪
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
、
構
成
要
件
該
当
性
を
論
ず
る
余
地
の
な
い
よ
う
な
体
系
構
成
を
と
ら
れ
た
。
し
か
し
、
違
法
性
を
構
成
要

　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一
（
一
七
一
）



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
酉
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
二
（
一
七
二
）

件
該
当
性
の
前
に
論
ず
る
こ
と
の
理
由
づ
け
が
そ
の
所
説
に
お
い
て
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
そ
の
体
系
構
成
が
あ
ま
り
に
唐
突
に
思

え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
当
時
は
ほ
と
ん
ど
傾
聴
さ
れ
る
こ
と
な
く
時
代
が
経
過
し
た
。

　
行
為
無
価
値
を
本
体
と
す
る
人
格
的
違
法
論
と
結
合
し
て
社
会
的
相
当
行
為
の
概
念
が
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
ヴ
ェ
ル

ツ
ェ
ル
の
目
的
的
行
為
論
が
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
は
じ
め
た
こ
ろ
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
そ
の
初
期
の
見
解
に
お
い
て
は
、
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

的
相
当
行
為
は
構
成
要
件
に
含
ま
れ
な
い
、
と
い
う
立
場
を
と
つ
て
い
た
が
、
の
ち
説
を
改
め
、
社
会
的
相
当
性
は
慣
習
法
的
な
正
当
化

事
由
で
あ
つ
て
、
社
会
的
相
当
行
為
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
、
一
般
の
違
法
阻
却
事
由
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
適
法
と
さ
れ
る
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

う
趣
旨
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
所
説
に
触
発
さ
れ
て
、
わ
が
国
で
も
社
会
的
相
当
行
為
の
体
系
的
地
位
が
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）
　
　
　
　
　
　
（
九
）

た
。
第
一
の
立
場
は
、
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
説
で
あ
つ
て
、
平
場
教
授
、
藤
木
助
教
授
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
藤
木
助

教
授
は
、
社
会
的
相
当
行
為
定
型
と
い
う
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
予
定
し
、
こ
の
定
型
に
該
当
す
る
行
為
は
適
法
性
を
推
定
さ
れ
、
構
成
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

件
該
当
性
の
問
題
を
生
じ
な
い
、
と
い
う
思
惟
過
程
を
経
た
上
で
こ
の
結
論
に
到
達
す
る
。
第
二
の
見
解
は
、
団
藤
教
授
の
と
る
と
こ
ろ

で
あ
つ
て
、
社
会
的
相
当
行
為
は
構
成
要
件
該
当
性
を
有
す
る
が
、
そ
の
社
会
的
相
当
性
の
故
に
違
法
性
推
定
機
能
が
失
わ
れ
る
、
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

る
。
第
三
の
意
見
は
、
福
田
教
授
の
認
め
る
も
の
で
あ
つ
て
、
社
会
的
相
当
性
は
一
律
に
構
成
要
件
該
当
性
を
阻
却
す
る
も
の
で
も
な
く

ま
た
違
法
阻
却
事
由
に
属
す
る
も
の
で
も
な
い
が
、
そ
の
思
想
は
違
法
阻
却
の
規
整
原
理
で
あ
り
、
ま
た
構
成
要
件
の
解
釈
原
理
と
し
て

の
機
能
を
持
つ
、
と
解
す
る
。

　
三
　
さ
て
、
社
会
的
相
当
行
為
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
5
か
。
構
成
要
件
を
違
法
類
型
と
し
て
把
握
す
る
場



合
に
、
正
当
防
衛
、
緊
急
避
難
と
い
つ
た
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
犯
罪
に
共
通
な
違
法
阻
却
事
由
を
構
成
要
件
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
当

然
と
し
て
も
、
個
々
の
犯
罪
の
違
法
性
を
ま
さ
に
『
定
型
的
に
』
決
定
す
る
標
識
は
、
す
べ
て
構
成
要
件
に
属
す
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
（
一
二
）

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
は
、
前
出
の
、
住
居
侵
入
や
逮
捕
・
監
禁
の
構
成
要
件
に
お
け
る
『
故
な
く
』
『
不

法
に
』
と
い
う
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
の
性
格
に
つ
い
て
は
争
い
も
あ
る
が
、
通
説
の
解
す
る
よ
う
に
注
意
的
な
も
の
で
あ
る
と

し
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
住
居
侵
入
や
逮
捕
・
監
禁
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
な
正
当
化
事
由
の
み
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
す
べ
て

の
犯
罪
に
共
通
な
違
法
阻
却
事
由
、
た
と
え
ば
正
当
防
衛
・
緊
急
避
難
を
な
し
う
る
事
態
の
存
在
な
ど
は
、
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
と
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
各
則
の
性
格
上
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
各
個
の
犯
罪
の
違
法
性
を
決

定
す
る
特
殊
的
な
正
当
化
事
由
は
、
こ
れ
ら
『
故
な
く
』
『
不
法
に
』
な
ど
の
要
素
を
含
む
構
成
要
件
の
み
に
存
し
、
そ
の
他
の
構
成
要

件
に
は
存
在
し
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
違
法
な
『
暴
行
』
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
は
、
こ
れ
に
広
く
、
人
の
身
体
に
対
す
る
有

形
力
の
行
使
と
い
う
定
義
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
有
形
力
行
使
を
す
べ
て
構
成
要
件
該
当
行
為
と
み
る
こ

と
は
、
自
然
の
感
情
に
反
す
る
。
た
と
え
ば
、
老
母
の
肩
を
叩
き
、
友
人
と
相
撲
を
と
る
と
き
、
何
人
が
刑
法
二
〇
八
条
を
予
想
す
る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
行
為
を
構
成
要
件
該
当
性
の
外
に
放
逐
す
る
点
に
こ
そ
、
構
成
要
件
を
違
法
類
型
と
し
て
把
握
す
る
見
解
の
学

説
史
的
意
義
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
構
成
要
件
を
違
法
類
型
と
し
て
と
ら
え
、
他
方
に
お
い
て
社
会
的
相
当
行
為
を
通
常

の
違
法
阻
却
事
由
の
あ
る
場
合
か
ら
区
別
し
な
が
ら
、
社
会
的
相
当
行
為
を
構
成
要
件
の
中
に
含
め
、
た
だ
違
法
性
推
定
機
能
を
持
た
な

い
も
の
だ
と
す
る
見
解
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
妥
当
で
な
い
。
社
会
的
相
当
行
為
は
、
は
じ
め
か
ら
構
成
要
件
に
含
ま
れ
て

い
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
適
法
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三
（
一
七
三
）



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
西
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四
（
一
七
四
）

　
と
こ
ろ
で
、
社
会
的
相
当
行
為
は
構
成
要
件
該
当
性
を
有
し
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
に
あ
た
つ
て
、
藤
木
助
教
授
の
説
く
よ
う
に
社

会
的
相
当
行
為
は
一
定
の
行
為
定
型
（
社
会
的
相
当
行
為
類
型
）
に
該
当
す
る
か
ら
適
法
性
が
推
定
さ
れ
そ
の
結
果
構
成
要
件
該
当
性
が
失

わ
れ
る
、
と
い
う
思
惟
過
程
を
経
由
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
藤
木
説
に

提
起
し
た
い
第
一
の
疑
問
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
『
社
会
的
相
当
行
為
の
行
為
定
型
』
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
可
能
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
が
社
会
倫
理
的
に
許
容
さ
れ
る
行
為
一
般
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
定
型
は
社
会

生
活
上
の
す
べ
て
の
適
法
行
為
を
網
羅
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
適
法
行
為
二
般
は
、
ほ
と
ん
ど
無
限
に
近
い
種
類
・

態
様
を
持
ち
、
お
よ
そ
類
型
化
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
親
し
ま
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
次
に
、
も
し
そ
れ
が
法
益
を
侵

害
し
、
ま
た
は
法
益
侵
害
の
疑
い
の
あ
る
行
為
で
あ
つ
て
社
会
倫
理
的
に
許
容
さ
れ
る
も
の
の
類
型
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
行
為
の
範
囲
は
相
当
限
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
な
お
、
類
型
化
は
困
難
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
住
居
侵
入
、
逮
捕
・
監
禁
、

秘
密
漏
泄
な
ど
が
『
故
な
く
』
『
不
法
に
』
で
な
く
行
な
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
行
為
は
社
会
的
相
当
行
為
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら

の
場
合
を
す
べ
て
網
羅
し
て
類
型
化
す
る
こ
と
が
お
よ
そ
可
能
か
ど
う
か
を
一
考
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
社
会
的
相
当
行
為
の
類
型
化
が
、
ち
よ
う
ど
違
法
阻
却
事
由
と
同
じ
よ
う
に
可
能
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
何
故
に
構

成
要
件
の
解
釈
問
題
、
従
つ
て
刑
法
各
論
の
任
務
で
な
く
、
総
論
の
体
系
的
問
題
と
さ
れ
る
か
が
明
ら
か
で
な
い
。
構
成
要
件
を
違
法
類

型
と
解
し
、
他
方
違
法
性
を
社
会
的
非
相
当
性
と
解
す
る
な
ら
ば
、
社
会
的
相
当
行
為
が
構
成
要
件
の
中
に
含
ま
れ
な
い
の
は
、
本
来
当

然
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
個
々
の
構
成
要
件
の
解
釈
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
刑
法
各
論
の
任
務
で
あ
り
、
総
論
の

問
題
と
し
て
は
、
社
会
的
相
当
行
為
に
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
て
は
な
ら
澱
、
と
い
う
注
意
喚
起
程
度
の
意
味
し
か
な
く
、
体
系
的
意



味
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
社
会
的
栢
当
行
為
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
通
常
の
感
覚
か
ら

は
違
法
性
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
構
成
要
件
該
当
性
さ
え
疑
わ
れ
な
い
よ
う
な
日
常
的
行
為
で
あ
つ
て
み
れ
ば
、
『
社
会
的
相
当
行
為
の
定

型
に
該
当
す
る
行
為
は
適
法
性
を
推
定
さ
れ
る
』
と
い
う
思
惟
は
、
ま
す
ま
す
体
系
的
意
義
を
失
う
の
で
あ
る
。

　
四
　
以
上
す
べ
て
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
相
当
行
為
は
、
構
成
要
件
該
当
性
の
認
め
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
、

従
つ
て
、
構
成
要
件
該
当
性
の
確
定
を
経
て
は
じ
め
て
問
題
と
な
る
違
法
阻
却
事
由
の
一
種
と
解
す
べ
き
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
構
成

要
件
該
当
性
は
あ
る
が
違
法
推
定
機
能
の
失
わ
れ
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
社
会
的
相
当
行
為
類
型
に
該
当
す
る
か
ら
適
法
だ

と
い
う
よ
う
な
体
系
的
論
理
過
程
を
経
ず
に
、
単
に
構
成
要
件
の
解
釈
と
し
て
そ
の
該
当
性
の
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
が

明
ら
か
に
な
つ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
構
成
要
件
そ
の
も
の
の
価
値
的
性
格
は
、
い
よ
い
よ
明
瞭
に
な
つ
て
ぎ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
標
準
的
な
の
は
、
客
o
飼
巽
｝
幹
鍔
坤
9
一
昼
○
疑
戸
い
魯
号
琴
F
G
o
、
餅
q
ゆ
：
屋
蕊
｝
幹
5
N
宍
　
わ
が
国
で
は
、
滝
川
幸
辰
、
改
訂
犯
罪
論
序
説

　
　
　
（
昭
和
二
七
年
）
八
○
頁
以
下
。

　
（
二
）
　
標
準
的
な
の
は
、
名
色
N
鼻
U
霧
号
無
ω
9
①
ω
嘗
臥
話
o
窪
℃
o
o
。
》
嵩
節
這
O
ρ
ψ
漣
律
　
わ
が
国
で
も
、
目
的
的
行
為
論
を
採
用
し
た
平
場

　
　
　
教
授
、
木
村
教
授
、
福
田
教
授
な
ど
ば
か
り
で
な
く
、
構
成
要
件
論
に
立
脚
す
る
団
藤
教
授
、
大
塚
教
授
、
藤
木
助
教
授
な
ど
に
も
、
こ
の
よ
う

　
　
　
な
傾
向
は
見
受
け
ら
れ
る
。

　
へ
三
）
　
社
会
的
相
当
行
為
な
い
し
社
会
的
相
当
性
の
概
念
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
唱
導
に
な
る
。
≦
①
誌
9
ω
葺
良
の
p
鋸
日
ω
藩
富
5
α
霧
ω
汀
駄
－

　
　
　
お
巳
一
統
ゆ
N
蜂
≦
切
魯
O
Q
o
｝
お
Q
o
o
O
堕
臼
S
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
G
っ
o
び
鋤
議
昨
①
営
℃
Gっ
o
臥
巴
①
》
α
餌
ρ
戯
鋤
嵩
N
仁
嵩
瓢
月
舞
σ
撃
9
b
血
Go
竃
『
穏
ρ
一
〇
〇
ρ

　
　
　
N
ω
け
薫
謡
℃
ω
●
ω
8
鉾
婆
藷
）
ω
o
N
薫
置
○
畠
寒
窪
N
¢
注
GD
o
§
巴
匿
麟
（
一
轟
薫
｝
菖
ω
霞
9p
坤
8
寡
ω
。
り
器
蚤
斜
一
8
ど
守
ω
諾
o
ξ
一
津
臨
畦
国
・
oっ
o
戸

　
　
　
一
三
象
｝
ω
・
N
お
唾
こ
頃
騨
蓉
F
ω
○
魅
巴
O
》
山
餌
ぬ
怠
銭
昌
露
昌
α
O
目
の
巳
旨
⑦
冨
プ
圏
ρ
5
①
ρ
N
禦
類
刈
掛
ω
。
誌
R
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
理
論
の
賛

　
　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
（
一
七
五
）



　
　
論
　
　
　
　
説
（
西
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六
（
一
七
六
）

　
　
否
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
　
霞
あ
o
茸
勲
勲
ρ
の
．
お
》
p
ヨ
・
㎝
　
参
照
。
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
は
、
藤
木
、
社
会
的
相
当
行
為
雑
考
　
（
昭
和

　
　
三
二
年
）
警
察
研
究
二
八
巻
一
号
四
四
頁
以
下
、
同
、
「
社
会
的
相
当
行
為
」
理
論
の
労
働
刑
法
へ
の
適
用
に
つ
い
て
　
（
昭
和
三
五
年
）
警
察
研

　
　
究
三
一
巻
一
号
二
五
頁
以
下
、
福
田
、
社
会
的
相
当
性
（
昭
和
三
八
年
）
刑
法
講
座
二
巻
一
〇
六
頁
以
下
o

（
四
）
　
江
家
、
刑
法
（
総
論
）
（
昭
和
三
〇
年
）
九
四
頁
以
下
。

（
五
）
　
ゑ
①
一
凶
9
勲
勲
ρ
ψ
㎝
に
宍
W
U
巽
9
堕
U
角
巴
薗
①
ヨ
⑦
ぎ
Φ
臼
色
一
q
8
α
Φ
暮
ω
9
①
⇒
ω
q
臥
お
昌
房
ぽ
の
o
ぎ
o
博
O
控
ロ
α
昌
讐
p
鉾
》
g
中
や

　
　
一
濾
ト
ψ
㎝
O
い

（
六
）
　
そ
の
変
説
は
、
彼
の
構
成
要
件
概
念
の
把
握
の
変
化
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
以
前
は
構
成
要
件
を
違
法
類
型
と
考
え
て
い
た
が
、
の
ち
、

　
　
一
種
の
行
為
類
型
と
把
握
す
る
見
解
に
転
じ
、
こ
れ
を
違
法
性
か
ら
切
り
は
な
し
て
、
禁
止
さ
れ
た
態
度
を
対
象
的
に
記
述
し
た
も
の
と
解
す
る

　
　
よ
う
に
な
つ
た
。

（
七
）
　
≦
①
一
N
①
一
）
U
霧
号
9
る
。
9
Φ
ω
茸
畦
お
9
計
卜
》
仁
中
矯
一
3
企
ψ
露
W
堕
》
g
ゆ
4
一
8
G
o
｝
ψ
刈
9

（
八
）
　
平
揚
、
刑
法
総
論
講
義
（
昭
和
二
七
年
）
七
四
頁
。

（
九
）
　
藤
木
、
社
会
的
相
当
行
為
雑
考
、
上
掲
五
八
頁
以
下
。

（
一
〇
）
　
団
藤
、
刑
法
綱
要
総
論
、
　
一
四
一
頁
。

（
一
一
）
　
福
田
、
前
掲
一
一
四
頁
以
下
。

（
二
一
）
　
福
田
教
授
は
、
社
会
的
相
当
行
為
を
構
成
要
件
に
含
ま
せ
な
い
見
解
に
対
し
、
そ
れ
は
『
構
成
要
件
の
保
障
機
能
を
弱
め
る
も
の
で
あ
り
、

　
　
罪
刑
法
定
主
義
、
法
治
国
思
想
の
見
地
か
ら
み
て
、
大
い
に
疑
問
で
あ
る
』
と
は
げ
し
く
批
判
し
つ
つ
も
（
前
掲
一
一
四
頁
）
、
結
局
は
、
『
違
法

　
　
行
為
の
類
型
で
あ
る
構
成
要
件
は
社
会
的
に
相
当
で
な
い
行
為
の
類
型
』
で
あ
り
、
『
定
型
的
に
、
社
会
的
に
相
当
な
行
為
は
、
構
成
要
件
該
当

　
　
性
を
阻
却
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
説
く
（
前
掲
二
一
〇
頁
）
。
　
こ
れ
は
、
み
ず
か
ら
批
判
し
た
理
論
構
成
を
実
質
的
に
肯
定



す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
逡
巡
は
、
構
成
要
伴
の
体
系
的
意
義
に
つ
い
て
ヴ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
と
異
な
る
違
法
類
型

論
を
と
り
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
と
同
じ
社
会
的
相
当
性
の
理
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

三
　
不
作
為
犯
と
構
成
要
件
該
当
性

　
軸
　
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
と
の
関
係
に
つ
き
、
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
不
作
為
犯
で
あ
る
。
不
作
為
犯
の
場
合
に
は
、
身
体

運
動
そ
の
も
の
が
刑
法
上
違
法
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
身
体
運
動
を
し
な
い
こ
と
が
違
法
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
態

度
が
違
法
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
身
体
運
動
そ
の
も
の
の
態
様
を
検
討
す
れ
ば
足
り
る
作
為
犯
よ
り
も
、
事
は
い
つ

そ
う
困
難
で
あ
る
。

　
不
作
為
犯
の
違
法
性
を
確
定
す
る
に
際
し
て
は
、
ま
ず
、
行
為
者
に
刑
法
上
の
『
作
為
義
務
』
が
発
生
し
た
か
ど
う
か
を
確
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
純
正
不
作
為
犯
の
場
合
に
は
、
作
為
義
務
は
当
該
構
成
要
件
に
予
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
確
定
は
比
較

的
簡
単
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
い
わ
ゆ
る
不
純
正
不
作
為
犯
の
場
合
に
は
、
法
律
は
作
為
義
務
の
内
容
、
範
囲
な
ど
に
つ
い
て
ま
つ

た
く
ふ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
行
為
者
に
刑
法
上
の
作
為
義
務
が
発
生
し
た
か
ど
う
か
の
確
定
は
、
容
易
で
な
い
。
通
常
、
そ
れ
は
法
令
、

法
律
行
為
、
事
務
管
理
、
公
序
良
俗
に
も
と
づ
い
て
発
生
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
と
く
に
最
後
の
、
公
序
良
俗
に
も
と
づ
く
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

法
上
の
作
為
義
務
に
つ
い
て
は
、
従
来
あ
る
程
度
の
類
型
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
し
ぽ
ら
く
措
く
こ
と
に
し
よ
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
刑
法
上
の
作
為
義
務
は
道
義
上
の
作
為
義
務
の
う
ち
刑
罰
を
も
つ
て
強
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
両
者
は
同
一
線
上
に
重
な

り
あ
う
が
、
た
だ
そ
の
範
囲
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
範
囲
の
違
い
は
、
結
局
、
義
務
に
達
反
し

　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七
（
一
七
七
）



　
　
　
論
　
　

説
（
西
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
八
（
一
七
八
）

た
者
の
反
道
義
性
が
強
度
で
刑
罰
を
科
す
る
に
価
い
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
道
義
的
な
価
値
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
刑
法
上
の
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
が
一
義
的
で
な
い
の
に
加
え
て
、
そ
の
発
生
す
る
条
件
も
ま
た
、
劃
一
的
な
も
の
と

は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
水
中
で
溺
れ
て
い
る
子
を
親
が
殺
意
を
も
つ
て
放
置
し
た
と
い
う
場
合
、
そ
の
親
に
『
救
助
す
べ
き
』
作
為

義
務
が
生
ず
る
こ
と
は
、
民
法
八
二
〇
条
（
親
権
者
の
監
護
・
教
育
す
べ
き
権
利
・
義
務
）
に
照
ら
し
て
疑
い
な
い
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な

条
件
の
も
と
に
そ
の
よ
う
な
作
為
義
務
が
生
ず
る
か
は
、
な
お
不
明
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
第
一
の
条
件
は
、
結
果
発

生
の
危
険
が
切
迫
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
行
為
者
の
作
為
が
な
け
れ
ば
結
果
発
生
の
危
険
が
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
前
例
で
い
え
ば
、

子
が
水
中
で
溺
れ
て
い
て
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
溺
死
し
て
し
ま
う
危
険
が
切
迫
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
条
件
の
第
二
は
、
作

為
義
務
者
の
作
為
が
あ
れ
ば
そ
の
結
果
発
生
の
危
険
を
防
止
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
前
例
で
い
え
ば
、
親
が
救
助
す
れ
ば
溺
死
を
免
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

と
い
う
情
況
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
条
件
の
第
三
は
、
作
為
に
出
な
い
こ
と
に
つ
ぎ
反
規
範
的
な
心
理
的
態
度
、
つ
ま
り
故
意
ま
た
は

過
失
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
過
失
不
作
為
犯
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
故
意
犯
に
つ
い
て
も
単
純
な
故
意
以
上
の
『
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

発
の
危
険
を
利
用
す
る
意
思
』
と
い
つ
た
主
観
的
違
法
要
素
が
さ
ら
に
必
要
か
ど
う
か
は
、
争
い
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
と
に
か

く
、
不
作
為
犯
も
犯
罪
で
あ
る
以
上
、
少
な
く
と
も
無
過
失
の
不
作
為
は
可
罰
性
の
外
に
お
か
れ
る
。

　
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
あ
る
特
定
人
に
作
為
義
務
が
発
生
し
た
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
二
重
の
評
価
が
必
要
で
あ

る
。
第
一
は
、
一
般
道
義
上
の
作
為
義
務
で
な
く
、
ま
さ
に
刑
法
上
の
作
為
義
務
、
つ
ま
り
そ
の
違
反
に
対
し
刑
罰
を
も
つ
て
の
ぞ
む
に

価
い
す
る
よ
う
な
重
大
な
程
度
の
作
為
義
務
が
発
生
し
た
か
ど
う
か
の
評
価
、
第
二
は
、
情
況
上
そ
の
特
定
人
に
対
し
作
為
義
務
が
発
生

し
た
か
ど
う
か
の
評
価
、
が
こ
れ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
刑
法
上
の
命
令
規
範
が
行
為
者
に
向
け
ら
れ
た
か
ど
う
か
の
評
価
、
つ
ま
り
行



為
者
が
そ
の
命
令
の
内
容
た
る
作
為
に
出
な
い
場
合
に
そ
の
態
度
を
規
範
違
反
と
み
る
評
価
、
す
な
わ
ち
違
法
判
断
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

作
為
義
務
違
反
が
違
法
性
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
二
　
以
上
の
よ
う
な
、
『
作
為
義
務
に
違
反
す
る
態
度
』
の
実
体
は
、
当
然
、
作
為
義
務
の
内
容
を
な
す
作
為
に
出
な
か
つ
た
と
い
う
、

『
不
作
為
』
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
従
来
、
か
の
作
為
義
務
違
反
は
違
法
性
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
不
作
為
の
み
が
構
成
要
件
該
当
性
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
最
近
に
な
つ
て
、
作
為
義
務
違
反
も
ま
た
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ

　
（
六
）

た
。
け
だ
し
、
あ
る
不
作
為
が
『
殺
す
』
と
い
う
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
当
然
、
そ
の
不
作
為

が
、
単
な
る
一
般
道
義
上
の
作
為
義
務
で
な
く
刑
法
上
の
作
為
義
務
に
違
反
す
る
と
こ
ろ
の
不
作
為
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
作
為
義
務
を
予
定
せ
ず
に
は
、
そ
も
そ
も
あ
る
態
度
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
不
作
為
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決

定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
不
作
為
と
は
、
一
定
の
身
体
運
動
を
標
準
と
し
て
こ
れ
に
合
し
な
い
態
度
の
こ
と
を
い
う
の
で

あ
り
、
刑
法
上
の
不
作
為
に
あ
つ
て
は
、
標
準
と
さ
れ
る
身
体
運
動
は
、
作
為
義
務
の
内
容
た
る
作
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
作
為
義
務
違
反
が
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
従
来
の
構
成
要
件
論
、
つ
ま
り
構
成
要

件
該
当
性
の
判
断
は
違
法
性
の
判
断
に
論
理
的
に
先
行
す
る
と
考
え
る
見
解
に
と
つ
て
は
、
体
系
的
な
不
都
合
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。

構
成
要
件
論
は
、
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
一
の
考
え
方
は
、
作
為
義
務
の
あ
る
者
を
一
種
の
構
成
要
件
的
身
分
と
み
る
も
の
で
あ
つ
て
、
ま
ず
作
為
義
務
を
、
犯
罪
を
実
現
さ

せ
な
い
よ
う
保
証
す
べ
き
義
務
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
よ
う
な
義
務
を
負
う
者
は
、
構
成
要
件
上
、
保
証
人
た
る
地
位
を
有
す
る
と
解
す

（
七
）る

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
て
も
、
保
証
人
た
る
地
位
が
一
義
的
に
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
裁
判
官
の
違
法
評
価

　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
絡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
（
一
七
九
）



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
西
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
○
（
一
八
0
）

に
よ
つ
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
不
文
の
規
範
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
作
為
犯
の
場
合

に
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
を
違
法
性
の
判
断
に
論
理
的
に
先
行
さ
せ
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
、
無
意
味
で
あ
る
。

　
第
二
の
考
え
方
は
、
不
作
為
犯
の
場
合
に
だ
け
例
外
的
に
違
法
性
の
判
断
を
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
に
先
行
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

わ
が
国
で
、
団
藤
教
擾
の
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
系
は
、
不
作
為
犯
に
つ
い
て
は
な
る
ほ
ど
妥
当
な
結
論
を
導
く

が
、
詳
細
に
分
析
し
て
み
る
と
、
不
作
為
犯
の
場
合
の
み
に
限
ら
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義

務
違
反
の
場
合
に
も
、
事
は
同
様
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
相
当
行
為
の
場
合
に
も
、
ま
た
、
そ
の
他
お
よ
そ
規
範
的
構
成

要
件
要
素
が
問
題
と
な
る
す
べ
て
の
犯
罪
の
場
合
に
も
、
違
法
性
は
構
成
要
件
該
当
性
に
論
理
的
に
先
行
し
て
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
不
作
為
犯
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
例
外
を
認
め
る
こ
と
は
、
構
成
要
件
該
当
性
・
違
法
性
・
責
任
と
い

う
体
系
構
成
全
体
の
破
産
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

　
三
　
刑
法
上
の
行
為
が
作
為
と
不
作
為
か
ら
成
り
立
つ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
異
論
が
な
い
こ
と
と
思
う
。
他
方
、
各
個
の

構
成
要
件
は
一
定
の
行
為
を
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
作
為
と
不
作
為
の
両
方
を
含
む
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、

構
成
要
件
の
背
後
に
あ
る
規
範
が
禁
令
で
あ
る
か
命
令
で
あ
る
か
の
区
別
に
よ
り
、
構
成
要
件
の
原
則
的
に
予
定
す
る
行
為
態
様
が
作
為

で
あ
つ
た
り
不
作
為
で
あ
つ
た
り
す
る
差
異
が
生
ず
る
の
み
で
、
こ
の
場
合
に
も
、
命
令
が
作
為
で
犯
さ
れ
、
禁
令
が
不
作
為
で
犯
さ
れ

る
こ
と
を
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
禁
令
を
内
容
と
す
る
構
成
要
件
は
、
そ
の
禁
令
に
正
面
か
ら
違
反
す
る
作
為
の
み
な
ら

ず
、
特
定
の
命
令
に
違
反
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
禁
令
に
違
反
す
る
不
作
為
に
よ
つ
て
も
実
現
さ
れ
る
。
殺
人
の
構
成
要
件
は
、
本
来
、

ナ
イ
フ
で
胸
を
刺
す
と
い
う
作
為
の
み
な
ら
ず
、
乳
児
に
授
乳
し
な
い
と
い
う
不
作
為
を
も
予
定
し
た
も
の
で
あ
る
。



　
不
作
為
に
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
る
た
め
に
は
、
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
一
般
道
義
上
の
作
為
義
務
か
ら
区
別
さ
れ
た
刑
法
上

の
作
為
義
務
が
行
為
者
に
発
生
し
、
そ
し
て
行
為
者
が
そ
の
義
務
に
違
反
し
た
と
い
う
事
情
が
認
定
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
こ
で

は
、
構
成
要
件
該
当
性
は
違
法
性
そ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
後
者
が
前
者
に
論
理
的
時
間
的
に
先
行
す
る
こ
と
は
あ
り
え
て
も
、
前
者
が
後

者
に
先
行
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
不
作
為
を
も
予
定
す
る
あ
ら
ゆ
る
構
成
要
件
が
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
価
値
的

な
性
格
を
有
し
、
解
釈
者
の
価
値
判
断
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
た
と
え
ば
、
江
家
、
不
作
為
犯
（
昭
和
二
七
年
）
刑
事
法
講
座
一
巻
一
六
七
頁
以
下
Q

　
（
二
）
　
こ
の
揚
合
標
準
と
な
る
の
は
一
般
人
の
能
力
で
あ
り
、
行
為
者
個
人
の
特
殊
な
無
能
力
は
、
『
作
為
に
出
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

　
　
　
出
な
か
つ
た
』
と
い
う
意
味
で
、
責
任
の
問
題
と
な
る
。

　
（
三
）
　
た
と
え
ば
、
不
作
為
の
放
火
に
関
し
、
『
既
発
の
火
力
を
利
用
す
る
意
思
』
を
要
求
す
る
大
正
七
年
一
二
月
一
八
目
第
三
刑
事
部
判
決
（
大
審

　
　
　
刑
録
二
四
輯
一
五
五
八
頁
）
、
既
発
の
『
危
険
を
利
用
す
る
意
思
』
を
求
め
る
昭
和
一
三
年
三
月
一
一
目
第
三
刑
事
部
判
決
（
大
審
刑
集
一
七
巻

　
　
　
二
三
七
頁
）
、
『
匿
発
の
火
力
に
よ
り
右
建
物
が
焼
搬
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
認
容
す
る
意
思
』
を
問
う
昭
和
三
三
年
九
月
九
目
三
小
廷
判
決
（
最

　
　
　
高
刑
集
一
二
巻
ニ
ニ
号
二
八
八
二
頁
）
。

　
（
四
）
　
刑
法
改
正
準
備
草
案
一
一
条
は
、
不
作
為
犯
の
成
立
に
つ
き
『
こ
と
さ
ら
に
』
と
い
う
要
件
を
そ
え
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
違
法
要
素
の
必
要

　
　
　
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
o

　
（
五
）
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お
o
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、
φ
一
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（
六
）
　
後
段
参
照
o

　
　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
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9
な
ど
に
よ
つ
て
展
開
さ
れ
、
　
わ
が
国
で
も
、
木
村
、
刑
法
総
論
、
一
九
六
頁
、
大
塚
、
刑
法

概
説
（
総
論
）
、
叫
二
七
頁
な
ど
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
・

　
団
藤
、
刑
法
綱
要
総
論
、
九
九
頁
o

　
こ
の
点
か
ら
も
、
行
為
の
概
念
が
単
に
物
理
的
、
因
果
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
区
別
は
行
為
の
社
会

的
意
義
に
お
け
る
区
別
で
あ
つ
て
、
刑
法
的
価
値
判
断
以
前
に
す
で
に
社
会
生
活
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
筆
者
の
社

会
的
な
行
為
概
念
の
展
開
は
、
別
稿
に
譲
る
o

四
　
過
失
犯
と
構
成
要
件
該
当
性

　
軸
　
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
と
の
関
係
に
つ
ぎ
、
最
後
に
問
題
と
な
る
の
は
過
失
犯
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
違
法
性
の
本
質

が
も
つ
ば
ら
結
果
無
価
値
の
点
に
、
す
な
わ
ち
法
益
侵
害
ま
た
は
危
殆
化
の
点
に
求
め
ら
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
結
果
惹
起
に
対
す
る
心

理
的
態
度
は
責
任
の
問
題
で
あ
り
、
違
法
性
の
判
断
に
は
関
係
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
従
つ
て
、
そ
の
時
代
に
は
、
過
失
犯

の
構
成
要
件
は
被
害
法
益
の
種
類
に
よ
つ
て
分
か
れ
、
構
成
要
件
該
当
性
は
、
論
理
的
に
は
違
法
性
か
ら
独
立
に
、
し
か
も
違
法
性
の
判

断
に
先
行
し
て
確
定
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
構
成
要
件
に
よ
る
犯
罪
の
個
別
化
を
徹
底
す
る
と
、
過
失
致
死
罪
の
構
成
要
件
は
一
方
に
お
い
て
故
意
の
殺
人
罪
か
ら
、
他

方
に
お
い
て
過
失
傷
害
罪
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
侵
害
さ
れ
た
法
益
が
種
類
を
異
に
す
る



か
ら
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
構
成
要
件
に
属
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
前
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
侵
害
さ
れ
た
法
益
は
同

一
で
あ
る
か
ら
、
ど
こ
に
故
意
の
殺
人
と
異
な
る
過
失
致
死
の
構
成
要
件
的
特
徴
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
、
両
者
の
相
違
は
、
ま
ず
死
の
結
果
を
故
意
で
惹
起
し
た
か
過
失
で
惹
起
し
た
か
の
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
、
か
く
し
て
、

故
意
・
過
失
は
責
任
の
問
題
で
な
く
、
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
の
際
に
す
で
に
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
強
ま
つ

て
き
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
故
意
・
過
失
が
構
成
要
件
の
要
素
で
あ
る
こ
と
に
な
る
と
、
構
成
要
件
を
違
法
類
型
と
解
す
る
か
ぎ
り
、
故

意
・
過
失
は
違
法
性
そ
の
も
の
の
本
質
に
も
影
響
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
形
式
的
考
察
か
ら
し
て
も
、
た
と
え
ば
故
意
の

殺
人
と
過
失
致
死
と
は
構
成
要
件
を
異
に
す
る
以
上
、
両
者
は
性
質
を
異
に
す
る
別
個
の
違
法
行
為
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
従
つ
て
両
者

を
分
か
つ
標
識
で
あ
る
故
意
・
過
失
は
違
法
性
を
も
決
定
す
る
要
素
と
な
つ
て
く
る
。
ま
た
、
過
失
犯
に
つ
い
て
こ
の
こ
と
を
実
質
的
に

考
察
し
て
も
、
同
様
な
結
論
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
失
と
は
、
従
来
客
観
的
注
意
義
務
違
反
と
主
観
的
注
意
能
力
と
か
ら
成
る
と

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
主
観
的
な
注
意
能
力
は
『
結
果
を
予
見
し
え
た
』
に
も
か
か
わ
ら
ず
予
見
し
な
か
つ
た
、
と
い
う
意
味
に
お

け
る
非
難
可
能
性
の
要
素
で
あ
り
、
従
つ
て
責
任
の
領
域
に
残
り
う
る
が
、
客
観
的
注
意
義
務
違
反
は
『
結
果
を
予
見
す
べ
き
で
あ
つ

た
』
に
も
か
か
わ
ら
ず
予
見
し
な
か
つ
た
、
と
い
う
無
価
値
判
断
を
意
味
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
ち
よ
う
ど
不
作
為
犯
に
お
け
る
作
為
義
務

違
反
と
同
様
に
、
違
法
性
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
過
失
は
法
益
侵
害
と
並
ぶ
違
法
性
の
要
素
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
つ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
分
析
し
て
み
る
と
、
結
果
を
惹
起
し
た
も
の
は
行
為
者
の
故
意
・
過
失
と
い
つ
た
心
理
的
態
度
で
は
な
く
、
故

　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三
（
一
八
三
）
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四
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意
・
過
失
を
担
つ
た
と
こ
ろ
の
行
為
者
の
外
部
的
態
度
（
行
為
）
で
あ
る
。
何
が
刑
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
故
意
ま
た
は

過
失
で
法
益
侵
害
を
若
起
す
る
よ
う
な
態
度
に
出
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
違
法
性
の
本
質
は
、
単
に
法
益
侵
害

に
尽
ぎ
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
そ
の
法
益
侵
害
が
故
意
・
過
失
で
惹
起
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
故
意
の
態
度
、
ま
た
は
過
失

の
態
度
に
よ
り
法
益
侵
害
を
惹
起
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
過
失
犯
に
つ
い
て
も
行
為
の
側
面
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
結
果
を
惹
起
す
べ
ぎ
で
な
い
の
に
し
た
、
と
い
う
結
果
無
価
値
に
加
え
て
、
結
果
を
惹
起
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
ぎ
で
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

に
、
誤
つ
て
そ
の
よ
う
な
態
度
に
出
た
、
と
い
う
行
為
無
価
値
が
違
法
性
の
本
質
を
決
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。

　
二
　
さ
て
、
以
上
が
現
在
ま
で
の
学
説
発
展
の
状
況
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
学
説
が
こ
の
よ
う
な
主
張
を
な
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
相
当
多
く
の
有
力
な
見
解
が
、
少
な
く
と
も
構
成
要
件
該
当
性
お
よ
び
違
法
性
の
判
断
の
際
に
過
失
の
有
無
を
顧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

慮
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
学
説
の
現
状
か
ら
出
発
し
て
、
過
失
犯
の
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
を
論

ず
る
の
が
、
本
節
の
目
的
で
あ
る
。

　
ま
ず
最
初
に
検
討
す
べ
き
は
、
過
失
の
実
体
で
あ
る
。
過
失
の
実
体
は
、
従
来
、
不
注
意
と
い
う
概
念
を
も
つ
て
説
明
さ
れ
て
き
た

が
、
現
在
で
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
、
注
意
義
務
違
反
と
し
て
と
ら
え
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
近
で
は
、
注
意
義
務
の
内
容
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

さ
ら
に
分
析
し
、
結
果
予
見
義
務
と
結
果
回
避
義
務
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
加
え
て
『
予
見
に
も
と
づ
い
て
、
結
果
を
回
避
す
る
た
め
に
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

当
な
、
一
定
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
動
機
づ
け
を
与
え
る
義
務
』
な
ど
に
分
か
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
、
こ
れ
ら
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

意
義
務
の
内
容
を
な
す
諸
義
務
の
う
ち
ど
れ
が
違
法
要
素
に
属
し
、
ど
れ
が
責
任
要
素
に
属
す
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
、
そ
の

当
否
は
ひ
と
ま
ず
措
く
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
、
過
失
の
実
体
が
注
意
義
務
違
反
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
出
発
し
た
い
と
思
う
。



　
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
違
反
と
、
不
作
為
犯
に
お
け
る
作
為
義
務
違
反
と
が
、
と
も
に
違
法
性
を
決

定
す
る
点
で
同
性
質
と
み
ら
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
で
あ
る
。
不
作
為
犯
に
お
け
る
作
為
義
務
違
反
は
、
以
前
か
ら
違
法
性
の
問
題
と
さ
れ

て
き
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
違
法
性
が
行
為
の
客
観
的
外
部
的
側
面
に
関
す
る
無
価
値
判
断
で
あ
る
と
す
る
点
か
ら
是
認
さ
れ
て
き
た
も

　
　
　
　
　
（
六
）

の
と
思
わ
れ
る
。
け
だ
し
、
不
作
為
犯
に
お
け
る
作
為
義
務
は
一
定
の
身
体
運
動
に
出
る
べ
き
義
務
で
あ
り
、
行
為
の
外
部
的
側
面
を
規

制
す
る
義
務
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
と
き
、
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
違
反
は
、
違
法
性
の
問
題
で
は
な
く
、
責

任
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
は
結
果
発
生
を
予
見
す
べ
き
義
務
で
あ
り
、
従
つ

て
、
行
為
の
外
部
的
側
面
で
は
な
く
、
行
為
者
の
内
部
的
側
面
を
規
制
す
る
義
務
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
最
近
で
は
、
客
観
的
な
も
の
は
違
法
に
、
主
観
的
な
も
の
は
責
任
に
、
と
い
う
基
準
は
崩
れ
た
。
違
法
性
は
単
に
行
為
の

外
部
的
側
面
に
関
す
る
無
価
値
判
断
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
為
者
の
内
部
的
側
面
に
関
す
る
そ
れ
を
も
包
括
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
そ
れ
故
に
、
狭
義
の
主
観
的
違
法
要
素
は
も
ち
ろ
ん
、
故
意
・
過
失
も
違
法
要
素
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
う

す
る
と
、
違
法
性
は
一
定
の
心
理
的
態
度
を
も
つ
て
あ
る
外
部
的
態
度
に
出
た
こ
と
に
対
す
る
無
価
値
判
断
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、

従
つ
て
、
不
作
為
犯
に
お
け
る
作
為
義
務
違
反
も
、
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
違
反
も
、
と
も
に
違
法
性
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
こ
と
は
、
注
意
義
務
の
う
ち
結
果
回
避
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
が
過
失
犯
の
違
法
性
だ
と
す
る
見
解
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
結

果
予
見
義
務
あ
る
い
は
作
為
・
不
作
為
へ
動
機
づ
け
る
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
が
違
法
性
の
問
題
だ
と
す
る
見
解
に
も
妥
当
す
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

　
作
為
義
務
違
反
と
注
意
義
務
違
反
と
が
と
も
に
違
法
性
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
は
体
系
上
違
法
性
に
関
し
て
同
じ
と
り
扱
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要
件
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い
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
団
藤
教
授
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
不
作
為
犯
に
つ
い
て
は
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
に
先

行
し
て
違
法
性
の
判
断
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
作
為
義
務
違
反
の
確
定
は
不
作
為
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
に
と
つ
て
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

的
に
前
提
と
な
る
旨
を
説
か
れ
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
体
系
構
成
は
必
要
と
思
わ
れ
な
い
が
、
少
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

と
も
団
藤
教
授
の
立
場
か
ら
は
、
過
失
犯
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
体
系
構
成
が
と
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
問
題
と
な
る
の
は
、
過
失
犯
に
お
け
る
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
と
の
関
係
で
あ
る
。
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
構
成
要
件

を
違
法
類
型
と
解
す
る
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
故
意
の
殺
人
と
過
失
致
死
と
は
構
成
要
件
的
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
つ
て
両

者
を
区
別
す
る
標
識
た
る
故
意
・
過
失
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
件
に
属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
他
方
、
過
失
の
実
体
を

な
す
注
意
義
務
違
反
は
、
前
述
の
よ
う
に
違
法
性
の
要
素
で
あ
る
か
ら
、
違
法
類
型
と
し
て
の
構
成
要
件
は
、
当
然
、
過
失
を
そ
の
要
素

と
し
て
包
摂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
過
失
は
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
と
と
も
に
違
法
要
素
で
あ
る
と
い
5
帰
結
が
導
か
れ

て
く
る
。

　
三
　
以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
過
失
犯
の
構
成
要
件
は
、
す
べ
て
、
過
失
す
な
わ
ち
注
意
義
務
違
反
と
い
う
規
範
的
要
素
を
含
む
の
で

あ
つ
て
、
構
成
要
件
該
当
性
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
注
意
義
務
を
尽
く
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
違
法
性
の
判
断
が
論
理
的
に
も
時
間
的

に
も
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
は
、
こ
こ
で
も
明
瞭
と
な
つ
た
。

（
一
）
　
過
失
犯
論
の
発
展
過
程
に
関
す
る
簡
明
な
紹
介
と
し
て
、
拙
稿
、
過
失
犯
論
の
動
向
（
昭
和
三
五
年
）
綜
合
法
学
一
八
号
四
九
頁
以
下
。
詳
細

　
　
は
、
井
上
、
過
失
犯
の
構
造
（
昭
和
三
三
年
）
、
と
く
に
五
〇
頁
以
下
、
藤
木
、
過
失
犯
の
考
察
（
一
）
（
昭
和
三
二
年
）
法
学
協
会
雑
誌
七
四
巻

　
　
一
号
一
頁
以
下
。



（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

（
六
）

（
七
）

（
八
）

　
不
破
、
刑
法
上
の
過
失
に
つ
い
て
（
昭
和
叫
八
年
）
『
宮
本
博
士
還
暦
祝
賀
・
現
代
刑
法
学
の
諸
問
題
』
　
叫
八
『
頁
以
下
、
井
上
、
前
掲
、
団

藤
、
刑
法
綱
要
総
論
、
二
五
〇
頁
、
木
村
、
過
失
犯
の
構
造
（
昭
和
三
〇
年
）
『
滝
川
先
生
還
暦
記
念
・
現
代
刑
法
学
の
課
題
下
』
五
九
〇
頁
、

同
、
刑
法
総
論
、
二
四
六
頁
、
平
野
、
過
失
に
つ
い
て
の
覚
書
（
昭
和
二
八
年
）
警
察
研
究
二
四
巻
三
号
二
七
頁
、
藤
木
、
前
掲
、
大
塚
、
刑
法

概
説
（
総
論
）
、
輔
二
二
頁
以
下
な
ど
o

　
前
掲
註
（
一
）
の
諸
文
献
参
照
。

　
大
塚
、
前
掲
一
六
三
頁
Q

　
こ
の
論
争
の
紹
介
と
し
て
は
、
拙
稿
、
前
掲
。

　
前
段
第
三
節
参
照
。

　
団
藤
、
前
掲
九
九
頁
。

　
そ
し
て
、
実
は
過
失
犯
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
構
成
要
件
該
当
性
に
つ
い
て
違
法
判
断
を
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
も
、

そ
の
よ
う
な
体
系
構
成
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
Q

あ
　
と
　
が
　
き

　
剛
　
以
上
を
簡
単
に
総
括
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
（
1
）
通
常
、
構
成
要
件
は
記
述
的
要
素
と
規
範
的
要
素
か
ら
成
つ

て
お
り
、
規
範
的
要
素
を
包
含
す
る
構
成
要
件
に
つ
い
て
は
、
構
成
要
件
該
当
性
は
違
法
性
の
判
断
を
ま
つ
て
は
じ
め
て
確
定
さ
れ
る

が
、
記
述
的
要
素
の
み
か
ら
成
る
構
成
要
件
に
つ
い
て
は
、
構
成
要
件
該
当
性
は
違
法
性
か
ら
独
立
に
、
し
か
も
そ
れ
に
先
行
し
て
確
定

し
う
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
記
述
的
要
素
に
つ
い
て
も
、
縮
小
解
釈
ま
た
は
拡
張
解
釈
す
べ
ぎ
要
請
は
常
に
潜
在
的
に
存
す

　
　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七
（
一
八
七
）



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
西
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八
（
一
八
八
）

る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
場
合
に
は
、
規
範
的
要
素
と
ま
つ
た
く
同
様
に
、
違
法
性
の
判
断
を
経
な
け
れ
ば
構
成
要
件
該
当
性
を
確
定
す
る

こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
（
2
）
い
わ
ゆ
る
社
会
的
相
当
行
為
に
つ
い
て
は
、
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
の
で
妥
当
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
は
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
は
違
法
性
の
判
断
を
前
提
と
す
る
。
（
3
）
不
作
為
犯
、
と
く
に
不
純
正
不
作
為
犯
の
場
合
、
構
成
要
件

該
当
性
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
作
為
義
務
違
反
の
判
断
、
つ
ま
り
違
法
性
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
（
4
）
同
様
に
、
過
失
犯
に
つ
い

て
も
、
構
成
要
件
該
当
性
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
注
意
義
務
違
反
の
判
断
、
つ
ま
り
違
法
性
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
は
、
構
成
要
件
の
多
く
が
価
値
的
性
格
を
持
ち
、
そ
の
該
当
性
を
確
定
す
る
た
め
に
は
違
法
性
の
判
断
を
必
要
と
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
つ
た
。
こ
の
結
論
は
、
現
在
に
お
け
る
わ
が
国
の
構
成
要
件
論
の
体
系
構
成
に
ど
の
よ
う
な

評
価
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
　
行
為
論
と
対
比
し
た
意
味
で
の
構
成
要
件
論
の
特
徴
を
な
す
の
は
、
犯
罪
概
念
の
第
一
要
素
を
構
成
要
件
該
当
性
に
求
め
る
点
に

　
（
一
）

あ
る
。
従
つ
て
、
こ
の
基
本
的
体
系
構
成
を
動
か
す
こ
と
は
、
構
成
要
件
論
に
と
つ
て
自
殺
行
為
に
等
し
く
、
そ
の
理
論
の
崩
壊
を
意
味

す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
構
成
要
件
論
に
と
つ
て
は
、
構
成
要
件
該
当
性
と
い
う
犯
罪
要
素
が
、
そ
の
他
の
犯

罪
要
素
に
対
し
て
独
自
的
な
機
能
を
営
み
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
も
し
こ
れ
が
独
自
的
な
機
能
を
持
た
ず
、
他
の

犯
罪
要
素
、
と
く
に
違
法
性
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
し
た
ら
、
構
成
要
件
該
当
性
は
必
ず
し
も
他
の
犯
罪
要
素
、
と
く
に
違
法
性
に
論

理
的
に
先
行
す
る
も
の
と
な
ら
ず
、
ひ
い
て
、
犯
罪
概
念
の
第
一
要
素
た
り
え
な
い
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ

そ
、
こ
の
理
論
の
創
唱
者
た
る
べ
ー
リ
ン
グ
は
、
構
成
要
件
を
純
記
述
的
没
価
値
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
、
違
法
性
や
責
任
か
ら
ま
つ

た
く
独
立
し
た
機
能
を
こ
れ
に
認
め
よ
う
と
し
た
し
、
エ
ム
・
二
1
・
マ
イ
ヤ
ー
も
、
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
と
の
あ
る
程
度
の
相



関
関
係
は
認
め
な
が
ら
も
、
両
者
を
煙
と
火
の
関
係
に
た
と
え
、
前
者
は
後
者
の
認
識
根
拠
で
あ
る
と
し
て
、
一
応
そ
の
独
自
的
地
位
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

守
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る
そ
の
後
の
構
成
要
件
論
の
展
開
過
程
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
た
、
本
稿
に
お
け

る
分
析
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
構
成
要
件
か
ら
価
値
的
性
格
を
拭
い
去
る
こ
と
は
ま
つ
た
く
不
可
能
で
あ
り
、
構
成
要
件
該
当
性
は

本
来
的
に
違
法
性
を
前
提
と
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
違
法
性
と
表
裏
の
関
係
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
し
か
し
、
す
で
に
わ
が
国
の
構
成
要
件
論
者
に
も
お
そ
ら
く
徹
底
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
わ

が
国
の
構
成
要
件
論
は
、
一
般
に
違
法
類
型
論
、
す
な
わ
ち
構
成
要
件
を
違
法
類
型
と
し
て
把
握
す
る
見
解
に
帰
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

構
成
要
件
概
念
の
把
握
自
体
は
、
そ
れ
で
正
し
い
も
の
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
で
、
も
つ
と
し
か
る
べ
き
体
系
構
成
の
方

法
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
わ
が
国
の
構
成
要
件
論
は
、
前
述
の
よ
う
に
一
般
に
違
法
類
型
論
を
と
り
な
が
ら
、
犯
罪
概
念
を
、
構
成
要
件
（
ま
た
は
構
成
要
件
該
当

性
）
、
違
法
性
、
責
任
の
三
要
素
に
分
か
ち
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
は
違
法
性
を
推
定
さ
れ
る
が
、
特
殊
な
違
法
阻
却
事
由
が
存

在
す
る
場
合
に
は
そ
の
推
定
さ
れ
た
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
、
と
い
う
説
明
を
用
い
て
い
る
。
問
題
は
、
こ
の
体
系
構
成
に
あ
る
。

　
三
　
以
上
の
よ
う
な
犯
罪
概
念
の
三
分
類
は
、
違
法
類
型
論
を
と
る
か
ぎ
り
、
い
ず
れ
の
意
味
に
お
い
て
も
不
当
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
犯
罪
概
念
の
第
二
要
素
た
る
違
法
性
に
つ
い
て
、
そ
の
消
極
的
側
面
（
違
法
阻
却
事
由
）
の
み
な
ら
ず
、
積
極
的
側
面
を

も
考
え
る
立
場
が
あ
り
う
る
。
か
つ
て
の
構
成
要
件
論
は
、
構
成
要
件
該
当
性
と
い
う
犯
罪
要
素
に
、
違
法
性
か
ら
独
立
し
た
機
能
を
認

め
う
る
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
立
場
は
可
能
で
あ
つ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
考

察
し
た
よ
う
に
、
構
成
要
件
は
そ
の
多
く
が
価
値
的
性
格
を
持
ち
、
違
法
性
の
判
断
が
な
け
れ
ば
そ
の
該
当
性
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き

　
　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
（
一
八
九
）



　
　
　
　
論
　
　

説
（
西
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
〇
（
一
九
〇
）

な
い
。
む
し
ろ
、
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
と
は
同
じ
も
の
の
二
つ
の
側
面
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
違
法
類
型
論
の
意
味
が
存
す
る
の
で

　
（
三
）

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
団
藤
教
授
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
不
作
為
犯
に
つ
い
て
、
違
法
性
の
判
断
を
例
外
的
に
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
に

先
行
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
二
要
素
た
る
違
法
性
が
、
消
極
的
に
違
法
性
を
阻
却
す
る
要
素
の
み
な
ら
ず
、
積
極
的
に
違
法
性
を
構

成
す
る
要
素
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
団
藤
教
授
が
不
作
為
犯
の
場
合
だ
け
を

別
扱
い
に
し
た
こ
と
は
、
体
系
的
な
不
整
合
を
意
味
す
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
第
二
要
素
た
る
違
法
性
を

本
来
の
積
極
的
な
違
法
性
と
考
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
構
成
要
件
該
当
性
を
そ
れ
か
ら
独
立
さ
せ
、
し
か
も
そ
れ
に
論
理
的
に
先
行
さ
せ

る
こ
と
は
、
本
稿
に
詳
述
し
た
よ
う
に
、
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
団
藤
教
授
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
違
法
類
型
論
と
完
全

に
合
致
し
な
い
。

　
第
二
に
、
以
上
と
異
な
り
、
犯
罪
概
念
の
第
二
要
素
た
る
違
法
性
に
つ
い
て
積
極
的
側
面
は
考
え
ず
、
消
極
的
側
面
、
つ
ま
り
違
法
阻

却
事
由
の
み
を
考
え
る
立
場
が
あ
り
う
る
。
こ
の
立
場
は
、
第
二
要
素
の
標
題
を
『
違
法
性
』
で
な
く
『
違
法
阻
却
』
と
す
る
な
ら
ば
、

前
述
の
非
難
は
一
応
回
避
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
に
よ
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
犯
罪
を
し
て
犯
罪
た
ら
し
め
る
違
法
と

い
う
性
格
が
犯
罪
概
念
要
素
か
ら
消
え
去
る
こ
と
に
な
り
、
妥
当
で
な
い
。
構
成
要
件
該
当
性
は
、
も
ち
ろ
ん
違
法
判
断
を
前
提
と
す
る

が
、
そ
れ
自
体
は
道
義
的
な
無
価
値
判
断
で
は
な
く
、
技
術
的
な
あ
て
は
め
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
あ
る
行
為
が
犯
罪
と
し
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
の
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
違
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
重
大
な
積
極
的
違
法
性
を
犯
罪
概
念
要
素
か
ら
放

逐
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
見
解
は
、
体
系
論
と
し
て
採
用
に
価
い
し
な
い
。
ま
た
、
第
二
に
、
こ
の
立
易
に
対
し
て
は
．
次
の
よ
う
な

不
満
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
積
極
的
に
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
事
由
も
、
消
極
的
に
違
法
性
を
阻
却
す
る
事
由
も
、
実
は
同
一
の
原
理
か



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

ら
発
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
は
と
も
に
同
じ
違
法
性
の
下
位
の
分
類
と
し
て
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
違
法
類
型
論
を
と
る

以
上
、
構
成
要
件
該
当
性
も
違
法
阻
却
事
由
該
当
性
も
、
と
も
に
違
法
論
の
一
分
野
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
立

場
は
、
構
成
要
件
該
当
性
を
第
一
要
素
と
す
る
見
解
に
執
着
す
る
あ
ま
り
、
本
来
の
と
る
べ
き
体
系
化
を
怠
つ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は

あ
る
ま
い
か
。

　
四
　
構
成
要
件
論
を
批
判
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
な
お
種
々
の
重
要
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
を
解
明
す
る
の
は
、
次
稿

以
下
の
課
題
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
、
同
じ
く
第
二
次
世
界
大
戦
を
敗
戦
国
と
し
て
経
験
し
、
同
じ
く
軍
国
主
義
的
立
法
に
悩

ん
だ
日
本
と
ド
イ
ッ
と
が
、
戦
後
、
ま
つ
た
く
相
反
す
る
刑
法
理
論
上
の
反
動
を
示
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
両
者
は
と
も
に
人
権
の
保
障
を
目
的
と
し
な
が
ら
、
わ
が
国
で
は
そ
の
保
障
を
実
定
法
そ
の
も
の
に
求
め
、
概
念
法
学
的
方
法
論
を

重
視
し
、
構
成
要
件
論
の
繁
栄
を
促
し
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
ド
イ
ッ
で
は
、
実
定
法
の
不
信
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
人
権
の
保
障

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

を
む
し
ろ
自
然
法
に
求
め
、
構
成
要
件
論
の
没
落
を
促
し
、
存
在
論
的
な
刑
法
理
論
を
発
展
さ
せ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
両
国
は
類
似
の
運
命

を
た
ど
つ
た
と
は
い
え
、
詳
細
に
み
れ
ば
そ
の
体
験
に
は
か
な
り
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
か
ら
、
戦
後
の
目
本
の
刑
法
学
方
法
論
が
ド
イ
ツ

の
そ
れ
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
だ
な
ど
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ド
イ
ッ
の
示
し
た
反
動
か
ら
学
び
う
る
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
ひ

と
つ
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
構
成
要
件
論
は
い
わ
ゆ
る
悪
法
に
対
し
て
力
が
な
い
、
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
構
成
要
件
論
の
意
義
を
論
ず
る

に
あ
た
つ
て
は
、
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
構
成
要
件
論
は
、
人
権
保
障
の
手
毅
と
し
て
実
定
法
と
い
う
一
応
の
枠
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
戦
後
の
時
代
精
神
を
よ
く
反

映
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
を
強
調
し
、
構
成
要
件
該
当
性
を
違
法
性
の
中
に

　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
（
一
九
一
）



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
西
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二
（
一
九
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

解
消
さ
せ
、
む
し
ろ
実
質
的
正
義
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
私
見
は
、
一
見
、
人
権
保
障
の
弱
体
化
を
促
進
す
る
か
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
成
文
法
の
交
言
と
い
う
も
の
は
、
本
来
、
人
権
侵
害
の
意
図
の
前
に
は
さ
ほ
ど
力
あ
る
も
の

で
は
な
く
、
信
ず
る
ほ
ど
に
そ
れ
自
体
で
人
権
保
障
の
役
割
を
演
じ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
権
の
侵
害
は
、
形
式
的
に
罪
刑

法
定
主
義
を
装
つ
た
悪
し
ぎ
立
法
、
お
よ
び
法
の
悪
し
き
運
用
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
人
権
保
障
の
政
策
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
方

向
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
な
公
務
員
法
に
お
け
る
争
議
関
与
者
の
処
罰
規
定
が
端
的
に
こ
れ
を

物
語
つ
て
い
る
。
そ
こ
で
人
権
保
障
の
役
割
を
演
じ
う
る
の
は
、
成
文
法
の
文
言
で
も
な
く
、
構
成
要
件
で
も
な
く
、
ま
さ
に
全
体
的
法

秩
序
と
の
関
連
に
お
け
る
実
質
的
正
義
の
観
点
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
構
成
要
件
論
を
軟
化
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
人
権
保
障
策
と
し
て
ひ
と
つ
の
参
考
に
な
る
の
は
、
判
例
法
主
義
を
と
る
国
々
に

お
け
る
そ
れ
で
あ
る
。
わ
が
国
は
、
も
ち
ろ
ん
一
応
成
，
文
法
主
義
の
国
に
属
し
、
完
結
し
た
成
文
法
の
体
系
を
持
つ
て
い
る
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
刑
法
典
の
条
文
数
や
各
条
文
の
構
造
、
あ
る
い
は
法
定
刑
の
幅
を
み
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
成
文
法
は
規
範
の
大
枠
を
示
す
の

み
で
、
下
位
規
範
の
発
見
は
大
幅
に
裁
判
実
務
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
成
文
法
の
大
枠
の
内
部
で
お
の
ず
か
ら
判

例
法
主
義
的
な
原
理
も
働
い
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
判
例
の
権
威
は
、
た
と
え
ば
成
文
法
主
義
国
の
典
型
で
あ
る
ド
イ
ッ
な
ど

よ
り
、
は
る
か
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
実
体
法
理
論
と
し
て
の
構
成
要
件
論
、
と
く
に
そ
の
人
権
保
障
機
能
を
論
ず
る
に

あ
た
つ
て
は
、
こ
の
点
に
も
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
五
　
本
稿
は
、
い
わ
ゆ
る
構
成
要
件
論
を
そ
の
一
側
面
か
ら
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
構
成
要
件
論
に
よ
ら
な
い
犯
罪
論
を

展
開
さ
せ
る
た
め
の
出
発
点
で
あ
り
、
他
方
、
刑
法
学
方
法
論
へ
の
思
索
の
た
め
の
礎
石
で
あ
つ
た
。
続
稿
で
は
、
刑
法
解
釈
学
に
お
い



て
構
成
要
件
概
念
の
は
た
し
う
る
役
割
と
そ
の
限
界
と
を
追
求
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
（
一
）
　
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
体
系
構
成
自
体
に
問
題
が
あ
り
、
犯
罪
概
念
の
第
一
要
素
は
『
行
為
』
ま
た
は
『
態
度
』
の
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
い
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
別
稿
で
示
す
こ
と
に
し
た
い
o

　
（
二
）
　
拙
稿
、
犯
罪
論
に
お
け
る
定
型
的
思
考
の
限
界
、
上
掲
参
照
Q

　
（
三
）
　
大
塚
、
刑
法
概
説
（
総
論
）
、
一
〇
四
頁
は
、
構
成
要
件
を
違
法
（
・
有
責
）
行
為
の
類
型
と
し
て
把
握
し
な
が
ら
、
構
成
要
件
該
当
性
は
違

　
　
　
法
性
お
よ
び
責
任
の
認
識
根
拠
に
と
ど
ま
る
と
し
、
こ
れ
を
実
在
根
拠
と
理
解
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。
構
成
要
件
該
当
性
が
違
法
性
の
認

　
　
　
識
根
拠
だ
と
い
う
こ
と
は
、
違
法
判
断
に
つ
い
て
白
紙
の
状
熊
に
し
た
ま
ま
扁
応
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の

　
　
　
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
構
成
要
件
が
違
法
類
型
で
あ
る
こ
と
を
む
し
ろ
否
定
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
Q
構
成
要
件
が
違
法
類
型
で
あ
れ
ば
、
ま

　
　
　
さ
に
メ
ツ
ガ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
構
成
要
件
該
当
性
は
（
違
法
阻
却
事
由
の
不
存
在
を
留
保
し
た
上
で
）
違
法
性
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
い
。
違
法
な
行
為
が
構
成
要
件
に
類
型
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
違
法
性
と
構
成
要
件
該
当
性
と
が
表
裏
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も

　
　
　
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
構
成
要
件
該
当
性
が
違
法
性
か
ら
独
立
に
、
し
か
も
論
理
的
に
先
行
し
て
確
定
し
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
ま
た
、
大
塚
、
前
掲
二
三
六
頁
は
、
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
は
抽
象
的
・
定
型
的
判
断
で
あ
る
の
に
対
し
、
違
法
性
の
判
断
は
具
体
的
．
非

　
　
　
定
型
的
な
判
断
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
両
者
の
間
に
概
念
的
な
相
違
が
存
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

　
　
　
殺
人
行
為
は
殺
入
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
、
と
い
う
判
断
と
、
違
法
で
あ
る
、
と
い
う
判
断
と
は
表
裏
の
関
係
に
立
つ
。
何
故
な
ら
、
構
成

　
　
　
要
件
を
は
な
れ
た
違
法
性
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
違
法
性
の
軽
重
は
、
構
成
要
件
に
記
述
さ
れ
た
規
範
自
体
の
重
要
性
、
お
よ
び
規
範
違

　
　
　
反
の
態
様
の
重
要
性
に
対
す
る
評
価
か
ら
導
か
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
両
者
の
表
裏
関
係
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
も
つ
と
も
、
こ
れ

　
　
　
ら
の
点
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
試
み
る
の
は
、
次
稿
の
課
題
で
あ
る
・

　
（
四
）
　
両
者
は
、
と
も
に
刑
法
規
範
の
本
質
か
ち
来
る
も
の
で
あ
つ
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
刑
法
上
の
規
範
は
、
単
に
『
人
を
殺
す
な
か
れ
』
と
い
う

　
　
　
　
構
成
要
件
の
価
値
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
（
一
九
ヨ
）



　
　
論
　
　
　
　
説
（
酉
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
（
一
九
四
）

　
　
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
『
正
当
な
理
由
な
く
し
て
人
を
殺
す
な
か
れ
』
と
い
う
重
層
的
構
造
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、

　
　
構
成
要
件
は
規
範
違
反
の
行
為
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
つ
て
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
は
『
規
範
違
反
』
で
あ
る
が
、
特
殊
な
許
容
命

　
　
題
が
妥
当
す
る
揚
合
に
は
『
違
法
』
で
な
い
、
と
し
て
い
る
が
（
≦
〇
一
N
o
ご
ご
器
留
暮
ω
o
冨
ω
窪
鉱
話
9
計
o
o
。
》
β
ゆ
‘
ψ
斜
刈
）
、
そ
れ
は
、
右
の

　
　
よ
う
な
意
味
で
妥
当
で
な
い
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
主
張
か
ら
は
、
許
容
命
題
の
存
在
す
る
理
由
、
お
よ
び
何
故
違
法
性
を
阻
却
す
る
か
の
理
由
が

　
　
朋
ら
か
で
な
く
な
つ
て
し
ま
う
o

（
五
）
　
た
と
え
ば
、
≦
①
一
器
ど
Z
四
ε
畦
8
耳
g
⇒
α
旨
緯
R
芭
冨
O
o
話
o
耳
蒔
ざ
芦
ご
盟
（
な
お
、
内
藤
、
目
的
的
行
為
論
の
法
思
想
史
的
考
察
（
二
）

　
　
・
昭
和
三
三
年
・
刑
法
雑
誌
九
巻
二
号
唱
七
三
頁
以
下
参
照
ご
　
国
’
名
o
ヌ
U
器
憎
8
三
①
菖
α
g
2
m
ε
賃
g
窪
巴
o
ぼ
ρ
＜
R
雲
9
0
ぎ
震

　
　
○
ユ
o
旨
凶
R
g
5
α
q
㌧
ド
》
q
訟
‘
一
〇
q
O
馴
》
増
導
貫
国
帥
鼠
ヨ
き
詳
O
①
の
o
旨
g
瓢
q
勾
g
獣
》
ぎ
、
．
国
箆
ω
什
①
醤
g
p
住
O
呂
β
償
二
α
q
｝
．
．
閏
o
ω
毎
9
ユ
悼
隔
鋒

　
　
国
≦
O
一
｛
N
9
β
O
ρ
O
o
び
¢
辞
ω
蜜
堕
一
〇
①
ρ
幹
ω
㎝
刈
庸
旧
U
震
9
U
δ
O
旨
O
ご
職
鶏
『
O
ω
嘗
嵩
犀
け
仁
N
島
＄
幻
o
O
げ
富
脚
な
お
カ
ウ
フ
マ
ン
の
前
著
に

　
　
は
、
宮
沢
助
教
授
の
訳
（
綜
合
法
学
・
昭
和
三
八
年
・
六
巻
七
－
二
一
号
）
、
後
著
に
は
、
宮
沢
・
原
両
氏
の
訳
（
法
学
研
究
・
昭
和
三
八
年
・

　
　
三
六
巻
六
号
七
一
頁
以
下
）
が
あ
る
o

（
六
）
　
刑
法
学
方
法
論
に
法
社
会
学
的
考
察
方
法
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
人
権
保
障
と
の
関
係
で
中
々
困
難
で
あ
る
が
、
本
文
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は

　
　
比
較
的
容
易
と
な
る
。
刑
法
学
へ
科
学
的
実
証
主
義
の
思
想
を
さ
ら
に
盛
り
こ
む
た
め
に
は
、
現
在
の
構
成
要
件
論
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
Q


