
問
題
の
設
定

性
質
決
定
の
理
論
的
状
況
と
そ
の
批
判
的
考
察

（
以
上
四
三
巻
四
号
）

第
三
章
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
と
国
際
私
法
の
適
用
過
程

第
一
節
性
質
決
定
の
二
つ
の
局
面

第
一
項
序
論

第
二
項

R
e
C
o
h
n
判
決
の
概
要
と
そ
の
理
論

第
二
節
性
質
決
定
の
第
一
段
階
1

具
体
的
法
的
問
題
の
法
廷
地

国
際
私
法
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
単
位
法
律
関
係
）
へ
の
包
摂

第
一
項
性
質
決
定
の
対
象
と
し
て
の
法
的
問
題

第
二
項
性
質
決
定
理
論
に
お
け
る
国
際
私
法
の
独
自
性
の
貫
徹

第
三
項
性
質
決
定
理
論
に
お
け
る
普
遍
主
義
的
考
慇

第
三
節
性
質
決
定
の
第
二
段
階
ー
準
拠
実
質
法
内
に
お
け
る
対

応
す
る
範
囲
の
規
定
の
切
り
取
り
（
送
致
範
囲
の
両
定
）

第
一
項
送
致
範
囲
両
定
の
必
要
性

第
一
章

第
二
章

関
法

第

四

四

巻

第

一

号

（
二
八
）

第
二
項
法
概
念
の
核

(
n
o
y
a
u
)

に
お
け
る
同
一
性

第
三
項
送
致
範
囲
の
両
定
作
業
に
お
け
る
比
較
法
学
の
重
要
性

第
四
項
適
応
問
題
と
送
致
範
囲
の
画
定

第
五
項
比
較
法
に
よ
る
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
そ
の
限
界

第
四
節
性
質
決
定
が
実
際
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
場
面

第
一
項
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
に
現
れ
た
例

第
一
一
項

H
本
の
教
科
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
例

第

五

節

ま

と

め

（

以

上

、

四

二

巻

六

号

）

第
六
節
国
際
的
私
法
関
係
を
規
律
す
る
法
の
タ
イ
プ
と
そ
の
適
用
過

程
の
分
析

第
一
項
序
論

第
二
項
国
際
私
法

―
一
般
国
際
私
法
と
は

二
一
般
国
際
私
法
の
適
用
過
程

三
一
一
段
階
の
性
質
決
定
に
つ
い
て

法
適
用
の
現
状
に
対
す
る
理
論
的
対
応
I

率
扇

藤

国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
口

ニ
八

:rr./ 
彰



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

第

一

項

序

論

第
六
節

喜塁
ニー項四三ニー項六五四

一
般
国
際
私
法
と
反
致
の
必
要
性
に
つ
い
て

一
般
国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
の
特
徴

小
括

統
一
国
際
私
法

統
一
国
際
私
法
と
は

「
世
界
統
一
私
法
」
と
し
て
の
統
一
国
際
私
法

統
一
国
際
私
法
の
適
用
過
程

小
括

万
民
法
型
統
一
法

万
民
法
型
統
一
法
と
は

万
民
法
型
統
一
法
の
適
用
に
つ
い
て

第
三
章

三
適
用
の
前
提
と
し
て
の
「
国
際
性
」
と
「
事
項
的
適
用
範

囲
へ
の
包
摂
」

四
万
民
法
型
統
一
法
の
問
題
点

五

小

括

第
五
項
世
界
統
一
私
法

一
世
界
統
一
私
法
と
は

二
世
界
統
一
私
法
の
現
状
に
つ
い
て

三
世
界
統
一
私
法
の
適
用
に
お
け
る
理
論
的
な
問
題

第

六

項

小

括

（

以

上

、

本

号

）

第
四
章
性
質
決
定
理
論
の
各
論
的
考
察
と
し
て
の
抵
触
規
範
競
合
問
題

第

五

章

結

論

性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
と
国
際
私
法
の
適
用
過
程

国
際
的
私
法
関
係
を
規
律
す
る
法
の
タ
イ
プ
と
そ
の
適
用
過
程
の
分
析

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
タ
イ
プ
の
法
律
は
、
全
て
国
際
的
な
生
活
関
係
か
ら
生
じ
る
法
的
問
題
を
規
律
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
適
用
の
対
象
は
、
抽
象
的
レ
ベ
ル
で
は
同
一
で
あ
る
と
い
え
る
。
本
来
、
こ
う
し
た
問
題
を
分
析
す
る
場
合
に
お

い
て
、
狭
い
意
味
で
の
法
律
だ
け
で
な
く
モ
デ
ル
ロ
ー
、
援
用
可
能
統
一
規
則
、

二
九

考
え
て
行
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
強
調
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
国
際
的
な
法
の
調
整
と
い
う
観
点
か
ら
は
、

(
1
)
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
「
製
造
物
責
任
法
統
一
の
た
め
の
指
令
」
の
よ
う
な
方
法
も
新
し
い
技
術
と
し
て
評
価
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
二
九
）

一
般
条
項
、
統
一
契
約
書
式
、
な
ど
も
視
野
に
入
れ
て



第
四
四
巻
第
一
号

（
三

0
)

し
か
し
、
こ
う
し
た
広
い
視
点
か
ら
の
分
析
が
望
ま
れ
る
の
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う

な
狭
義
の
法
律
に
属
し
、
し
か
も
同
種
の
適
用
対
象
を
持
つ
も
の
が
、
横
並
ぴ
の
比
較
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
、
わ
が
国

に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
単
純
な
理
念
論
と
し
て
の
国
際
私
法
・
統
一
法
峻
別
の
論
理
が
所
与
の
も

の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
一
方
で
、
統
一
法
と
国
際
私
法
と
の
具
体
的
な
関
係
に
つ
い
て
の
実
証
的
な
研
究
が
不
当
に
怠
ら
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
統
一
法
（
こ
こ
で
は
特
に
統
一
実
質
法
）
と
国
際
私
法
（
法
選
択
規
則
）
と
の
間
に
、
理
論
的
側
面
に
お
い
て
深
い
溝
を
作
っ
て

し
ま
っ
た
こ
れ
ま
で
の
日
本
国
際
私
法
学
の
態
度
に
は
、
大
き
な
問
題
点
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
峻
別
論
は
、
純
粋
に
理

論
的
な
側
面
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
的
な
私
法
関
係
を
統
合
的
に
規
律
す
る
た
め
の
現
実
的
場
面
に
お
け
る
実
践

的
な
理
論
の
整
備
を
遅
ら
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
が
危
惧
す
る
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
後
者
の
問
題
で
あ(2) 

る
。
フ
ラ
ン
ス
等
で
は
か
な
り
以
前
か
ら
、
こ
う
し
た
統
一
法
を
も
広
義
の
国
際
私
法
の
―
つ
の
場
面
と
捉
え
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
理
論
的
な
連
続
性
の
探
求
の
た
め
に
多
く
の
努
力
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

日
本
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
問
題
を
的
確
に
捉
え
総
合
的
な
視
点
か
ら
の
分
析
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
の
は
、
妹
場
教
授
が
最
初
で
あ

(
3
)
 

る
と
思
わ
れ
る
。
教
授
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
際
的
な
生
活
関
係
を
規
律
す
る
方
法
は
今
日
ま
す
ま
す
多
様
化
し
て
き
て
い
る
。
国
際

私
法
学
が
そ
う
し
た
現
状
を
前
に
し
て
、
終
始
狭
い
意
味
で
の
「
法
選
択
規
則
」
の
み
を
扱
い
つ
づ
け
る
と
し
た
な
ら
、
理
論
法
学
と
し

て
は
と
も
か
く
も
実
用
法
学
と
し
て
の
使
命
を
充
分
に
果
た
す
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
日
は
近
い
。
わ
が
国
に
お
け
る
個
別
的
な
統
一
法

(
4
)
 

を
扱
っ
た
い
く
つ
か
の
論
文
の
中
に
も
、
法
選
択
規
則
と
統
一
法
と
の
理
論
的
な
接
合
を
探
求
す
る
視
点
が
示
さ
れ
て
き
た
が
、
残
念
な

が
ら
、
そ
れ
ら
は
国
際
私
法
学
の
中
核
で
あ
る
総
論
的
構
造
の
中
に
食
い
込
む
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
国
際
私
法
学
の
外
延
的
な
議
論

と
し
て
し
か
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
る
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
？

関
法

゜



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

を
保
っ
て
、
明
確
に
理
解
さ
れ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

規
律
対
象
の
性
格
の
多
様
性
が
、
そ
の
規
律
方
法
の
多
様
性
を
導
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
こ
れ
ま
で
等
し
く
国

際
的
生
活
関
係
と
い
う
漠
た
る
概
念
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
よ
り
精
密
な
分
類
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と

を
意
味
す
る
と
も
い
え
る
。
そ
う
し
た
緻
密
な
分
類
と
そ
の
性
格
に
き
め
細
か
く
対
応
し
た
規
律
方
法
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
原

因
と
し
て
は
、
私
的
な
生
活
関
係
に
お
け
る
著
し
い
国
際
化
の
進
展
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
規
律
対
象

と
規
律
方
法
の
関
係
に
関
す
る
各
論
的
な
検
証
を
行
う
こ
と
は
、
本
稿
に
お
け
る
目
的
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
も
う
少
し
抽
象
度
の
高

い
理
論
的
な
立
場
か
ら
、
従
来
の
国
際
私
法
と
統
一
法
の
適
用
に
お
け
る
理
論
の
連
続
性
を
、
本
稿
の
目
的
に
即
し
て
、
特
に
性
質
決
定

と
い
う
側
面
か
ら
探
る
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

抽
象
的
に
せ
よ
同
じ
種
類
の
適
用
対
象
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
す
で
に
、
そ
こ
に
何
等
か
の
共
通
の
問
題

が
あ
る
は
ず
で
あ
る
と
の
推
定
を
促
す
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
私
見
に
よ
る
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
そ
れ
が
最
も
明
確
な
形
で
現
れ
る

の
が
、
特
に
規
律
対
象
た
る
べ
き
国
際
的
な
私
法
的
問
題
を
他
の
問
題
か
ら
選
り
分
け
る
技
術
、
す
な
わ
ち
性
質
決
定
の
第
一
段
階
と
し

て
、
国
際
性
を
帯
ぴ
た
具
体
的
な
法
的
問
題
を
適
用
規
範
の
単
位
法
律
関
係
へ
と
包
摂
す
る
過
程
で
あ
り
、
さ
ら
に
第
二
の
局
面
と
し
て

そ
れ
を
再
び
ど
こ
か
の
国
の
実
質
法
へ
と
結
び
付
け
る
過
程
に
お
い
て
生
じ
る
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
国
際
的
な

生
活
関
係
に
お
い
て
生
じ
た
法
的
問
題
に
何
ら
か
の
規
律
を
及
ぽ
す
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
規
律
の
対
象
を
選
り
分
け
る
技
術
と
い
う
意

味
で
の
性
質
決
定
の
技
術
が
、
国
際
的
な
統
一
法
に
お
い
て
も
当
然
用
い
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
方
法
が
用
い
ら

れ
て
い
る
過
程
を
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
統
一
法
の
適
用
過
程
が
狭
義
の
国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
の
理
論
と
の
連
続
性

従
っ
て
、
以
下
で
は
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
、
こ
う
し
た
意
味
に
お
け
る
性
質
決
定
に
関
す
る
技
術
が
、
各
種
の
国
際
的
私
法
関
係
を

ロ



こ
こ
で
一
般
国
際
私
法
と
呼
ぶ
も
の
は
、

日
本
の
法
例
の
よ
う
に
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
立
場
か
ら
定
め
た
、
自
国
の
裁
判
所
に

お
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
原
則
的
に
予
定
し
て
作
ら
れ
た
法
律
を
指
す
。
も
ち
ろ
ん
、
各
国
の
立
法
者
は
そ
の
国
の
国
際
私
法
を

起
草
す
る
に
当
た
っ
て
、
自
国
の
こ
と
の
み
を
考
え
て
起
草
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

B
a
r
t
i
n
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
起
草
者
は

一
国
の
国
際
私
法
を
起
草
す
る
に
際
し
て
も
、
そ
の
国
際
的
な
性
格
を
十
分
に
尊
重
し
た
上
で
、
「
す
べ
て
の
国
家
に
と
っ
て
理
想
的
で

(
5
)
 

あ
る
よ
う
に
」
と
の
配
慮
を
で
き
う
る
限
り
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
て
各
国
起
草
者
の
思
い
描
く
「
理
想
」
で

あ
っ
て
、
そ
の
理
想
が
世
界
中
の
国
々
で
現
実
に
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
現
世
に
お
い
て
は
、

家
法
に
過
ぎ
な
い
一
般
国
際
私
法
の
中
に
、

で
き
う
る
限
り
そ
の
本
来
の
姿
で
あ
る
べ
き
普
遍
的
性
格
を
盛
り
込
み
た
い
と
い
う
切
な
い

片
思
い
を
込
め
て
作
ら
れ
た
の
が
、
現
存
す
る
一
般
国
際
私
法
の
隠
す
と
こ
ろ
の
な
い
姿
で
あ
ろ
う
。
そ
の
思
い
が
、
ど
こ
ま
で
相
手
方
、

す
な
わ
ち
他
の
世
界
の
す
べ
て
の
国
々
に
伝
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
確
証
の
な
い
ま
ま
に
、
普
遍
性
の
追
求
を
、
少
な
く
と

も
建
て
前
と
し
て
は
第
一
に
掲
げ
て
き
た
の
が
現
在
の
国
際
私
法
で
あ
り
国
際
私
法
学
で
あ
る
と
い
っ
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
般
国
際
私
法
の
適
用
過
程

こ
れ
ま
で
、
本
稿
に
お
い
て
扱
っ
て
き
た
二
段
階
の
性
質
決
定
論
は
、
こ
う
し
た
現
実
の
一
般
国
際
私
法
を
念
頭
に
お
い
て
、
そ
の
目

一
般
国
際
私
法
と
は

第
二
項

れ
る
別
の
研
究
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

第
四
四
巻
第
一
号

（
三
二
）

一
国
の
国

規
律
す
る
法
律
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
偏
差
を
伴
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
。
こ
こ
で
の
分
析
は
、
あ
く
ま
で
一
般
論
の

域
に
留
ま
る
。
法
律
の
タ
イ
プ
ご
と
の
内
部
に
お
け
る
具
体
的
な
法
律
の
個
別
的
な
偏
差
の
各
論
的
考
察
は
、
本
稿
の
延
長
線
上
で
行
わ

一
般
国
際
私
法

関
法



す
る
。

国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

二
段
階
の
性
質
決
定
に
つ
い
て

る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

的
を
最
も
よ
く
実
現
で
き
る
よ
う
に
、
理
論
的
側
面
か
ら
考
え
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
繰
返
し
に
な
る
が
、
性
質
決
定
の

第
一
段
階
は
、
国
際
的
な
生
活
関
係
に
お
い
て
生
じ
た
法
的
問
題
を
、
法
廷
地
の
国
際
私
法
の
立
場
か
ら
、
そ
の
個
別
的
な
連
結
政
策
の

単
位
（
単
位
法
律
関
係
）

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ヘ
と
包
摂
す
る
過
程
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
第
二
段
階
は
、
そ
の
包
摂
さ
れ
た
単
位

法
律
関
係
に
つ
い
て
の
連
結
点
を
通
じ
て
指
定
さ
れ
た
準
拠
外
国
実
質
法
の
規
範
の
中
か
ら
、
法
廷
地
国
際
私
法
の
単
位
法
律
関
係
の
範

囲
の
規
定
と
そ
の
社
会
に
お
い
て
同
等
の
役
割
を
果
た
す
規
定
を
、
比
較
法
的
・
機
能
的
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
切
り
取
る
作
業

で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
切
り
取
ら
れ
た
範
囲
（
送
致
範
囲
）
内
の
外
国
実
質
法
規
範
が
、
そ
の
法
的
問
題
に
、
最
終
的
な
解
決
を
与
え

(
6
)
 

石
黒
教
授
が
、
最
新
の
国
際
私
法
の
教
科
書
に
お
い
て
、
二
段
階
の
性
質
決
定
論
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
若
干
議
論
の
本
筋
か
ら
逸

れ
る
が
、
本
稿
が
こ
れ
ま
で
主
張
し
て
き
た
立
場
と
の
比
較
の
意
味
を
込
め
て
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
以
下
で
検
討
を
試
み
る
こ
と
に

ま
ず
、
石
黒
教
授
は
、
ド
イ
ツ
法
圏
に
に
お
け
る
性
質
決
定
論
の
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
。
教
授
は
、
そ
こ
に
お
い
て

議
論
の
中
心
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
わ
が
国
の
学
説
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
性
質
決
定
の
第
二
段
階
つ
ま
り
送
致
範
囲
画
定
の
問
題
で
あ

る
と
す
る
。
そ
し
て
、

W
o
l
f
f
の
見
解
に
特
に
着
目
し
た
上
で
、

日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
に
お
い
て
「
準
拠
法
説
は
循
環
論
に
陥

る
」
と
の
理
由
で
一
蹴
さ
れ
て
い
た
彼
の
学
説
を
、
具
体
的
送
致
範
囲
と
い
う
新
た
な
視
点
か
ら
、
再
評
価
す
る
。
す
な
わ
ち
、

W
o
l
f
f

の
学
説
は
、
送
致
範
囲
画
定
に
お
い
て
生
じ
る
べ
き
厄
介
な
問
題
を
、
準
拠
実
質
法
の
基
準
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
解
決
し
よ
う
と
す
る
点

に
、
む
し
ろ
そ
の
意
義
が
あ
っ
た
と
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、

W
o
l
f
f
が
、
何
ら
の
明
確
な
意
図
も
な
く
大
き
な
論
理
的
難
点
を

（
三
三
）



石
黒
教
授
は
、

更
に
、

第
四
四
巻
第
一
号

（
三
四
）

抱
え
た
学
説
を
唱
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
送
致
範
囲
の
問
題
の
処
理
と
い
う
視
点
か
ら
の
W
o
l
f
f
説
の
再
評
価
と
い
う
点
に
お
い
て
、

石
黒
教
授
の
指
摘
は
正
鵠
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
更
に
注
目
す
べ
き
は
、

R
a
b
e
l
自
身
も
W
o
l
f
f
の
学
説
か
ら
非

常
に
大
き
な
示
唆
を
得
た
と
自
ら
書
き
記
し
て
お
り
、
多
く
の
論
点
に
つ
い
て
同
一
の
見
解
に
有
し
て
い
た
と
ま
で
い
っ
て
い
る
こ
と
で

(
7
)
 

あ
る
。
従
っ
て
、

R
a
b
e
l
が
W
o
l
f
f
の
理
論
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
彼
の
学
説
を
構
築
し
た
か
の
ご
と
き
石
黒
教
授
の
指
摘
に
は
若
干

の
疑
問
を
留
保
す
る
が
、

W
o
l
f
f
説
の
積
極
的
な
功
績
に
眼
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
賛
成
で
あ
る
。

一
九
七
八
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
三
条
一
項
は
、
性
質
決
定
の
過
程
を
二
段
階
に
分
け
る
「
段
階
的
性

質
決
定
」
論
を
採
用
し
、
そ
の
二
段
階
目
で
は
、

W
o
l
f
f
的
な
処
理
（
す
な
わ
ち
準
拠
実
質
法
に
よ
る
送
致
範
囲
の
確
定
）
が
採
用
さ
れ

て
い
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
好
意
的
な
評
価
を
受
け
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

も
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、

一
九
八
七
年
の
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
三
条
一
文
に
も
そ
の
主
旨
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
石
黒
教

授
自
身
も
こ
う
し
た
ス
イ
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
主
義
を
徹
底
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

ス
イ
ス
で

そ
し
て
、
結
論
的
に
は
、
送
致
範
囲
画
定
の
問
題
は
、
法
廷
地
国
際
私
法
の
個
々
の
準
拠
法
指
定
規
範
と
、
そ
れ
の
保
護
す
る
抵
触
法

上
の
利
益
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
準
拠
外
国
実
質
法
規
範
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
石
黒
教
授
の
強

調
さ
れ
る
の
は
、
送
致
範
囲
の
画
定
も
「
法
廷
地
国
際
私
法
独
自
の
立
場
か
ら
行
う
べ
き
」
と
の
理
論
が
、
厳
格
に
貫
か
れ
ね
ば
な
ら
な

(8) 

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
、
性
質
決
定
論
の
理
論
的
組
み
立
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
私
見
が
展
開
し
て
き
た
立
場
と
基
本
的

(
9
)
 

に
は
一
致
す
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
し
か
し
、
石
黒
教
授
が
国
際
私
法
的
な
利
益
と
し
て
特
に
強
調
さ
れ
る
、
送
致
範
囲
を
で
き

(10) 

る
だ
け
緩
や
か
に
画
定
し
て
「
分
断
」
を
最
小
限
に
抑
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
、
法
廷
地
国
際
私
法
独
自
の
立
場
か
ら
性
質
決
定

を
行
う
べ
き
で
あ
る
主
張
と
当
然
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
と
は
、
私
見
か
ら
は
思
わ
れ
な
い
。
性
質
決
定
の
第
一
段
階
、
す
な
わ
ち
法

関
法

四



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

五

廷
地
国
際
私
法
独
自
の
単
位
法
律
関
係
に
当
該
法
的
問
題
を
包
摂
す
る
過
程
が
、
第
二
段
階
で
あ
る
送
致
範
囲
の
画
定
に
も
厳
密
に
反
映

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
廷
地
国
際
私
法
の
単
位
法
律
関
係
の
範
囲
は
、
厳
密
に
準
拠
外
国
実
質
法
の
送
致
範
囲
に

(11) 

投
影
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
性
質
決
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
枠
自
体
を
柔
軟
化
す
る
こ
と
に
よ
る
「
分
断
」
回
避
論
自
体

は
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
の
レ
ベ
ル
で
議
論
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
法
廷
地
国
際
私
法
の
主
体
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
そ
の
議
論
の
前
提

条
件
と
は
な
る
が
そ
の
直
接
の
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
敢
え
て
「
反
致
」
の
問
題
に
触
れ
ず
に
き
た
。
性
質
決
定
の
問
題
を
総
論
的
構
造
の
中
で
捉
え
る
こ
と
を
主
題

と
す
る
本
稿
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
は
片
手
落
ち
で
あ
る
と
の
批
判
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
反
致
に
対
し
て
、
筆
者
は
、
暫
定
的
に
で

は
あ
る
が
、
将
来
の
国
際
私
法
か
ら
は
姿
を
消
す
べ
き
も
の
と
で
あ
る
と
す
る
考
え
を
暗
黙
に
採
用
し
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
議
論
を
進
め

(12) 

て
き
た
し
、
こ
の
姿
勢
は
本
稿
の
最
後
ま
で
維
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
国
際
的
な
私
法
関
係
を
規
律
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
様
々
な
タ
イ
プ
の
法
に
つ
い
て
比
較
を
試
み
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
最
小
限
度
で
、
以
下
に
お
い
て
、
反
致
に
つ
い
て
の
若
干
の
指
摘

を
行
う
こ
と
と
す
る
。

(13) 

統
一
国
際
私
法
が
、
今
日
、
原
則
と
し
て
ほ
と
ん
ど
未
練
な
く
反
致
を
放
遂
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

反
致
の
可
能
性
が
、
全
体
と
し
て
退
潮
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
し
て
も
何
ら
か
の
形
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
何
故
で

一
般
国
際
私
法
が
そ
の
起
草
に
お
い
て
一
国
の
独
善
的
な
国
際
私
法
政
策
に
依
存
せ

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
へ
の
後
ろ
め
た
さ
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
に
よ
る
自
信
の
欠
如
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
廷
地
で
あ
る
A
国
の

国
際
私
法
は
、
そ
の
法
的
問
題
に
B
国
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
に
、

B
国
の
国
際
私
法
が
そ
れ
を
A
国
の
法
に
よ
っ

あ
ろ
う
か
？
少
な
く
と
も
そ
の
一
っ
の
理
由
は
、

四

一
般
国
際
私
法
と
反
致
の
必
要
性
に
つ
い
て

（
三
五
）

一
般
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、



第
四
四
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て
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
は
、
結
局
B
国
法
の
判
断
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
の
が
（
狭
義
の
）
反
致
で
あ
る
。
し
か
し
、
い

く
ら
自
信
が
な
い
に
し
て
も
、
A
国
法
と
B
国
法
は
少
な
く
と
も
国
際
私
法
の
建
前
で
あ
る
「
内
外
国
法
平
等
」
の
理
念
か
ら
考
え
て
、

互
角
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
、
法
廷
地
が
A
国
な
の
で
あ
る
か
ら
、
A
国
の
裁
判
所
が
A
国
よ
り
B
国
の
国
際
私
法
を
優
先
さ
せ

る
と
い
う
解
決
は
、
極
め
て
自
己
不
信
で
弱
気
な
態
度
と
い
う
他
な
い
。
国
際
私
法
の
適
用
と
い
う
場
に
お
い
て
の
み
、
ど
う
し
て
こ
の

そ
れ
は
や
は
り
「
国
際
私
法
の
国
際
性
に
対
す
る
片
思
い
」
に
皆

よ
う
な
自
国
法
へ
の
不
信
が
大
き
く
顕
在
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

(14) 

が
無
意
識
に
せ
よ
気
付
い
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
、
国
際
私
法
は
国
際
的
に
統
一
さ
れ

て
こ
そ
、
そ
の
使
命
を
全
う
で
き
る
の
で
あ
り
、
各
国
区
々
の
状
態
に
あ
る
現
在
の
国
際
私
法
は
、
そ
れ
を
正
当
化
し
よ
う
と
ど
の
よ
う

に
巧
み
に
理
論
を
展
開
し
て
み
て
も
、
こ
の
不
全
感
は
拭
い
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

性
質
決
定
に
お
け
る
準
拠
法
説
も
R
a
b
e
l
説
も
、
こ
の
現
存
す
る
国
際
私
法
の
不
全
感
を
強
く
自
覚
し
て
い
る
点
で
は
共
通
性
が
あ
る

と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
議
論
は
、

つ
い
現
実
の
国
際
私
法
の
状
況
を
こ
え
て
理
想
論
に
走
る
傾
向
を
持
つ
こ
と
は

容
易
く
予
測
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
結
局
、
現
実
の
一
般
国
際
私
法
が
一
国
の
法
制
度
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
一
番
リ
ア
ル
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
が
法
廷
地
国
際
私
法
独
自
説
で
あ
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
は
逆
に
、
議
論
が
実
践
性

に
お
い
て
優
れ
た
も
の
に
な
る
反
面
、
本
来
の
国
際
私
法
の
大
目
的
が
霞
ん
で
し
ま
う
危
険
性
を
卒
ん
で
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

一
般
国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
の
過
程
の
特
徴
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
？

性
質
決
定
の
第
一
段
階
は
、
法
廷
地
国
際
私
法
の
定
め
る
単
位
法
律
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ヘ
の
法
的
問
題
の
包
摂
で
あ
る
。
そ
し
て
、

①
性
質
決
定
の
第
一
段
階
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
、

五

一
般
国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
の
特
徴

関
法
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六

国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

小

思
わ
れ
る
。

括

＿七

法
廷
地
国
際
私
法
に
お
け
る
単
位
法
律
関
係
の
概
念
は
、
理
論
的
に
は
法
廷
地
の
実
質
法
の
概
念
と
完
全
に
独
立
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
き

で
は
あ
る
が
、
立
法
者
は
、
基
本
的
に
法
廷
地
実
質
法
の
法
概
念
を
主
に
参
照
し
て
構
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
を
考
え
れ
ば
、
第
一
段

階
の
作
業
自
体
は
法
廷
地
実
質
法
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
者
（
特
に
法
廷
地
の
裁
判
官
）
に
と
っ
て
、
さ
ほ
ど
困
難
な
過
程
で
は
な
い
と

そ
れ
に
対
し
て
、
法
廷
地
国
際
私
法
規
範
が
規
定
す
る
連
結
点
を
介
し
て
外
国
法
が
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
後
に
、
準
拠
外
国
実

質
法
内
の
、
法
廷
地
の
単
位
法
律
関
係
に
対
応
す
る
範
囲
の
規
定
の
切
取
り
（
送
致
範
囲
の
確
定
）
は
、
も
ち
ろ
ん
具
体
的
に
ど
の
国
の

法
が
指
定
さ
れ
た
の
か
に
も
よ
る
が
、
特
に
法
体
系
の
大
き
く
異
な
る
国
の
法
が
指
定
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
困
難
な
も
の
と
な
る

こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
段
階
が
法
廷
地
実
質
法
の
概
念
に
近
い
単
位
法
律
関
係
に
具
体
的
な
法
的
問
題
を
当
て
は
め

る
の
で
あ
る
か
ら
困
難
は
少
な
い
の
に
対
し
て
、
第
二
段
階
は
外
国
法
の
知
識
及
び
比
較
法
の
知
識
を
要
す
る
極
め
て
高
度
な
作
業
と
な

(15) 

ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

現
在
の
一
般
国
際
私
法
は
、
他
の
国
際
的
な
私
法
関
係
を
規
律
す
る
各
種
の
法
律
の
中
に
お
い
て
、
性
質
決
定
の
第
二
段
階
に
お
い
て

多
く
の
困
難
な
問
題
に
遭
遇
す
る
可
能
性
が
強
い
。
特
に
、
国
際
私
法
の
本
来
の
役
割
で
あ
る
外
国
実
質
法
を
適
用
す
る
場
合
に
そ
れ
が

顕
在
化
す
る
と
い
え
よ
う
。
日
本
で
は
、
こ
の
種
の
困
難
を
、
「
適
応
問
題
」
と
い
う
概
念
を
肥
大
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
性
質
決

(16) 

定
論
の
周
辺
的
な
問
題
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、
本
質
的
な
議
論
を
避
け
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
は
、

性
質
決
定
の
第
二
段
階
（
送
致
範
囲
の
確
定
）
に
つ
い
て

（
三
七
）

一
般
論
と
し
て
、

外
国
実
質
法
を
適
用
す
る
通
常
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
得
る
こ
と
が
論
理
的
に
予
測
で
き
る
問
題
で
あ
り
、
性
質
決
定
の
本
論
と
し
て
の



議
論
に
取
り
込
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
私
見
は
考
え
る
。
こ
う
し
た
わ
が
国
の
国
際
私
法
学
の
対
応
が
、
性
質
決
定
に
お
け
る
議
論
の
深

第
三
項

第
四
四
巻
第
一
号

統
一
国
際
私
法

る
も
の
は
入
ら
な
い
。
そ
の
代
表
例
と
し
て
は
、

実
質
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

(18) 

「
世
界
統
一
私
法
」
と
し
て
の
統
一
国
際
私
法

（
三
八
）

一
九
八
0
年
の
E

こ
こ
に
い
う
統
一
国
際
私
法
と
は
、
法
選
択
規
則
の
み
の
統
一
を
め
ざ
す
統
一
法
の
こ
と
で
あ
り
、
実
質
法
部
分
の
統
一
を
目
的
と
す

(17) 

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
起
草
に
よ
る
数
多
く
の
統
一
法
条
約
や
、

こ
う
し
た
統
一
法
条
約
の
締
約
国
に
お
い
て
統
一
国
際
私
法
の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
に
当
た
り
、
本
稿
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
二
段
階

一
般
国
際
私
法
の
場
合
と
な
ん
ら
変
わ
り
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
規
則
の
具
体
的
な
内

容
を
め
ぐ
る
解
釈
問
題
に
つ
い
て
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
裁
判
官
に
と
っ
て
の
適
用
に
お
け
る
技
術
的
な
側
面
は
、
従
来
の
一
般
国
際
私

法
を
適
用
す
る
場
合
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
つ
ま
り
、
第
一
段
階
と
し
て
、
そ
の
統
一
国
際
私
法
の
定
め
る
単
位
法
律
関
係
の
な
か

に
、
現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る
国
際
的
生
活
関
係
か
ら
生
じ
た
法
的
問
題
が
包
摂
さ
れ
る
か
否
か
を
、
裁
判
官
は
ま
ず
確
定
す
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
し
て
、
包
摂
さ
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
後
は
、
そ
の
統
一
国
際
私
法
の
定
め
る
連
結
点
を
介
し
て
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
所
属
国
の

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
法
適
用
に
構
造
的
な
変
化
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
現
時
点
に
お
い
て
統
一
国
際
私
法
を
形
成
す
る
た
め

の
ほ
と
ん
ど
の
条
約
は
、
す
で
に
相
互
主
義
的
な
考
慮
を
脱
却
し
て
お
り
、

の
性
質
決
定
の
分
析
が
当
て
は
ま
る
点
で
は
、

C
の
契
約
準
拠
法
条
約
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

統
一
国
際
私
法
と
は

化
を
妨
げ
て
き
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
私
見
は
考
え
る
。

関
法

い
っ
た
ん
締
約
国
が
そ
の
統
一
国
際
私
法
を
採
用
す
れ
ば
、

八



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

一九

そ
の
規
則
は
締
約
国
間
の
問
題
だ
け
で
な
く
全
て
の
国
際
的
な
私
法
関
係
を
適
用
の
対
象
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
現
在
の
統
一
国
際
私
法
は
、
締
約
国
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
の
国
際
私
法
に
そ
の
範
囲
に
お
い
て
完
全
に
取
っ
て
代
り
、
旧
来

の
国
際
私
法
は
そ
の
限
り
で
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
統
一
国
際
私
法
と
は
世
界
的
に
統
一
さ
れ
た
国
際

私
法
本
来
の
姿
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
国
際
私
法
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
い
わ
ば
「
世
界
統
一
法
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
同
じ

「
統
一
法
」
で
あ
っ
て
も
、
統
一
法
が
そ
の
国
で
採
用
さ
れ
た
後
に
も
、
従
来
の
内
国
実
質
法
と
の
関
係
で
は
、
特
別
法
と
一
般
法
と
い

う
形
で
併
存
状
態
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
を
最
初
か
ら
予
定
し
て
い
る
「
万
民
法
型
統
一
法
」
と
は
、
大
き
く
性
格
が
異
な
る
。
相
互
主
義

的
な
制
約
を
背
負
っ
た
統
一
国
際
私
法
と
い
う
も
の
が
な
ぜ
比
較
的
容
易
に
克
服
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
や
は
り
、

国
際
私
法
は
国
際
的
に
統
一
性
さ
れ
て
こ
そ
は
じ
め
て
そ
の
完
成
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
議
論
が
、
法
律
の
性
格
上
、
極
め
て

強
い
説
得
力
を
持
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
相
互
主
義
的
な
国
際
私
法
の
統
一
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
法

の
統
一
の
場
合
に
比
較
し
て
、
極
め
て
不
本
意
な
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
、
統
一
国
際
私
法
が
そ
の
範
囲
で
従
来
の
締
約
国
の
一
般
国
際
私
法
に
取
っ
て
代
わ
る
と
い
う
性
格
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
い
く

つ
か
の
傾
向
を
も
た
ら
す
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
各
国
の
法
制
度
内
に
お
い
て
統
一
法
に
起
源
を
持
つ
ル
ー
ル
で
あ
っ
た
の
か
否

か
が
、
国
内
的
な
立
法
の
方
法
に
よ
っ
て
は
非
常
に
解
り
辛
く
な
る
こ
と
が
あ
り
、
統
一
法
本
来
の
目
的
で
あ
る
国
際
的
に
統
一
的
な
解

釈
を
確
保
す
る
こ
と
へ
の
注
意
が
、
疎
か
に
な
る
危
険
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
通
常
の
世
界
統
一
私
法
の
場
合
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
傾

向
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
起
草
の
統
一
国
際
私
法
に
つ
い
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
統
一
国
際
私
法
が

(19) 

本
来
予
定
し
て
い
た
適
用
範
囲
を
拡
張
し
て
締
約
国
が
そ
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
と
い
う
現
象
が
か
な
り
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、

統
一
国
際
私
法
の
場
合
に
躊
躇
な
く
行
い
得
る
―
つ
の
理
由
は
、
そ
の
趣
旨
を
生
か
す
よ
う
な
拡
張
的
適
用
は
、
こ
れ
ま
で
の
各
国
区
々

（
三
九
）



統
一
国
際
私
法
の
法
適
用
の
構
造
自
体
は
、

第
四
四
巻
第
一
号

の
国
際
私
法
の
状
態
を
悪
化
さ
せ
る
懸
念
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
統
一
国
際
私
法
の
理
念
を
広
く
浸
透
さ
せ
て
い
く
こ
と
の
一
助
と
も
な
り

得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
滑
ら
か
に
、
各
国
の
従
来
の
一
般
国
際
私
法
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
統
一

国
際
私
法
は
役
立
つ
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
点
で
、
ま
さ
に
、
国
際
私
法
に
お
け
る
世
界
統
一
私
法
を
目
指
す
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
わ

け
で
あ
る
。
統
一
国
際
私
法
の
解
釈
に
関
し
、
た
と
え
、
各
締
約
国
間
で
若
干
の
偏
差
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
万
民
法
型
統
一
私
法
に
比

較
し
て
、
そ
の
こ
と
に
対
し
直
ち
に
過
敏
に
な
る
必
要
は
そ
れ
程
強
く
な
い
こ
と
も
多
い
。
何
故
な
ら
、
適
用
対
象
と
な
る
事
件
は
、
そ

の
法
廷
地
と
な
っ
た
締
約
国
と
通
常
は
強
い
関
連
性
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
従
来
は
一
般
国
際
私
法
に
よ
り
各
国
区
々
に
解
決
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
か
ら
受
け
る
偏
差
は
締
約
国
と
の
関
連
性
の
程
度
に
も
よ
る
が
あ
る
程
度
許
容
す
る
余
地
が
あ

(20) 

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
統
一
法
条
約
に
批
准
を
せ
ず
に
、
実
質
的
に
同
内
容
の
規
則
を
立
法
化
す
る
と
い
っ
た
方
法
も
、
世
界
的
な
法
政
策
の
協
調

が
、
法
例
の
国
際
家
族
法
の
部
分
の
改
正
に
当
た
り
、

が
素
直
に
法
状
態
の
改
善
へ
と
向
か
う
こ
の
分
野
に
お
い
て
は
、
推
奨
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
わ
が
国

(21) 

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
起
草
の
統
一
法
で
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
「
常
居
所
」
の

概
念
や
「
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
た
連
結
政
策
を
、
条
約
に
批
准
せ
ず
に
改
正
に
取
り
入
れ

(22) 

た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

統
一
国
際
私
法
の
適
用
過
程

関
法

一
般
国
際
私
法
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
な
適
用
に
お
い
て
は
、

統
一
国
際
私
法
に
特
徴
的
な
点
が
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
〇

（
四

0
)



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

た
っ
て
、
そ
の
統
一
法
の
カ
バ
ー
す
る
範
囲
（
各
国
の
国
際
私
法
で
い
え
ば
単
位
法
律
関
係
）

四

（
四

性
質
決
定
の
第
一
段
階
に
関
し
て
、
特
に
統
一
国
際
私
法
の
特
殊
性
が
顕
著
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
統
一
国
際
私
法
を
作
成
す
る
に
当

の
設
定
に
つ
い
て
の
合
意
を
形
成
す
る
こ

と
は
、
非
常
に
困
難
な
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
従
っ
て
、
起
草
に
加
わ
っ
た
国
々
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
易
い
よ
う
に
、
統
一

国
際
私
法
の
単
位
法
律
関
係
は
、
各
国
実
質
法
に
お
け
る
法
概
念
の
最
大
公
約
数
的
な
妥
協
の
産
物
と
な
り
や
す
い
。
ま
た
、
統
一
国
際

私
法
に
期
待
さ
れ
る
第
一
の
役
割
で
あ
る
「
国
は
異
っ
て
も
同
一
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
同
一
の
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い

う
目
的
は
、
当
然
に
、
統
一
国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
、
各
国
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
の
余
地
の
少
な
い
極

め
て
詳
細
な
規
定
を
定
め
る
方
向
へ
と
向
か
う
。
例
え
ば
、
英
米
法
に
特
徴
的
な
制
度
で
あ
る
「
信
託
」
に
つ
い
て
定
め
た
ハ
ー
グ
国
際

私
法
会
議
の
「
信
託
と
そ
の
承
認
に
関
す
る
準
拠
法
条
約
」
第
二
条
は
、
法
体
系
と
は
中
立
な
事
実
的
概
念
に
基
礎
を
お
く
「
信
託
」
の

性
質
決
定
に
つ
い
て
の
詳
細
な
定
め
を
定
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
方
法
は
、

(23) 

れ
る
も
の
で
あ
る
。

①
統
一
国
際
私
法
の
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
ヘ
の
包
摂

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
他
の
統
一
法
条
約
に
も
よ
く
見
ら

ま
た
、
各
国
の
国
際
私
法
の
理
論
に
お
い
て
争
い
の
あ
る
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
扱
う
こ
と
は
、
統
一
法
に
お
い
て
は
回
避
さ
れ
る
傾

向
が
強
い
。
そ
の
た
め
、
統
一
法
の
範
囲
が
中
途
半
端
な
も
の
と
な
り
、
重
要
な
点
に
つ
い
て
、
結
局
、
国
際
的
な
解
決
が
先
送
り
さ
れ

る
こ
と
も
多
い
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
「
交
通
事
故
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」
の
第
一
条
や
「
製
造
物
責
任
の
準
拠
法
に
関
す
る
条

約
」
の
第
一
条
二
文
は
、
本
稿
第
四
章
で
扱
う
性
質
決
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と
の
競
合
の
問
題
を
ど

う
扱
う
か
に
つ
い
て
、
そ
の
解
決
を
明
文
で
回
避
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」
に
お
い
て
第
一
条
②

で
生
存
配
偶
者
の
相
続
権
の
問
題
が
適
用
範
囲
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
「
死
者
の
財
産
に
つ
い
て
の
相
続
に
関
す
る
準
拠
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四
二
）

法
条
約
」
に
お
い
て
も
、
性
質
決
定
に
関
し
て
各
国
で
見
解
が
対
立
し
得
る
夫
婦
財
産
制
の
問
題
は
、
第
一
条
二
項
国
で
明
文
で
排
除
さ

れ
て
い
る
。
実
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
こ
そ
明
確
な
国
際
的
解
決
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
回
避
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
は
統
一
法
条
約
の
作
成
と
い
う
形
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
起
草
の
時
点
で
形
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
観
点
と
は
少
し
ず
れ
る
が
、
「
国
際
動
産
売
買
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
第
二
条

団
が
「
個
人
的
な
、
家
族
の
た
め
の
、
又
は
、
家
庭
に
於
け
る
、
使
用
の
為
に
購
入
さ
れ
た
物
品
の
売
買
」
す
な
わ
ち
消
費
者
売
買
を
そ

の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
し
て
い
る
よ
う
に
、
最
近
に
お
い
て
新
し
く
重
要
な
論
点
と
し
て
登
場
し
て
き
た
よ
う
な
問
題
が
、
取
り
敢
え
ず

こ
う
し
た
統
一
国
際
私
法
の
性
質
決
定
の
単
位
は
、
松
岡
教
授
の
指
摘
の
通
り
、
法
例
の
単
位
法
律
関
係
と
の
比
較
で
い
え
ば
、
確
か

(24) 

に
「
適
用
範
囲
の
狭
い
精
緻
で
詳
細
な
法
選
択
規
則
」
を
形
成
し
て
い
る
と
は
い
え
る
が
、
そ
れ
で
も
万
民
法
型
の
統
一
実
質
法
の
多
く

の
も
の
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
適
用
範
囲
は
、
な
お
、
十
分
に
大
ま
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
法
選
択
規
則
と
い

う
国
際
的
な
私
法
的
生
活
関
係
を
規
律
す
る
技
術
の
性
格
に
あ
る
程
度
は
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
国
際
的
な
生
活
関

係
か
ら
生
じ
た
法
的
問
題
を
ど
こ
か
の
法
領
域
に
送
付
す
る
と
い
う
方
法
自
体
が
、
き
わ
め
て
抽
象
的
か
つ
大
ま
か
な
方
法
な
の
で
あ
り
、

詳
細
な
規
則
を
形
成
す
る
に
も
、
例
え
ば
法
的
な
問
題
に
対
し
て
最
終
的
な
具
体
的
解
決
を
与
え
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
民
法
な
ど
の
実

質
法
を
起
草
す
る
場
合
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
体
的
な
諸
利
益
間
の
調
整
を
め
ぐ
る
よ
う
な
、
緻
密
で
具
体
的
な
議
論
を

(25) 

す
る
べ
き
基
礎
を
欠
い
て
い
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
松
岡
教
授
の
性
質
決
定
に
関
し
て
の
以
下
の
議
論
に
つ
い
て
も
、
筆
者
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

「
こ
の
よ
う
な
個
別
的
で
詳
細
な
法
選
択
規
則
の
形
成
は
、
法
性
決
定
の
必
要
性
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
効
用
を
も
つ
。
個
々
の
法
選

可
能
な
範
囲
で
の
合
意
形
成
の
た
め
に
除
外
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

関
法

四



、。し

国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

四

択
規
則
の
適
用
範
囲
が
広
く
包
括
的
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
特
定
の
法
選
択
問
題
の
解
決
が
、
い
ず
れ
の
法
選
択
規
則
の
適
用
範
囲
に
属

す
る
か
と
い
う
法
性
決
定
の
必
要
性
と
重
要
性
は
高
く
な
る
。
従
来
の
わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
法
性
決
定
に
高
い
ウ
エ
イ
ト
が
、
と
き

に
過
大
と
い
え
る
ほ
ど
の
ウ
エ
イ
ト
が
与
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
法
例
の
概
括
的
な
規
定
の
あ
り
方
を
は
な
れ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

す
な
わ
ち
、
法
例
の
法
選
択
規
則
が
概
括
的
で
適
用
範
囲
が
き
わ
め
て
広
い
か
ら
、
あ
る
問
題
が
ど
の
法
選
択
規
則
の
適
用
範
囲
に
入

る
か
と
い
う
問
題
が
民
商
法
な
ど
の
実
質
法
と
比
べ
て
は
る
か
に
頻
繁
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
選
択
規
則
の
各
々

が
適
用
範
囲
の
狭
い
、
詳
細
で
個
別
的
な
ル
ー
ル
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
法
性
決
定
の
必
要
性
は
少
な
く
な
る
。

た
と
え
ば
、
法
性
決
定
を
め
ぐ
る
学
説
・
判
例
の
対
立
の
一
っ
に
、
離
婚
の
際
の
親
権
者
・
監
護
権
者
の
指
定
の
問
題
は
、
離
婚
ま
た

は
親
子
関
係
の
い
ず
れ
に
法
性
決
定
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
論
争
も
、
か
り
に
「
離
婚
の
際
の
親
権
者
・
監
護
権
者
の
指

定
は
、
父
の
本
国
法
に
よ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
個
別
的
で
詳
細
な
法
選
択
規
則
が
形
成
さ
れ
れ
ば
、
消
失
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

(26) 

う。」ま
ず
、
法
選
択
規
則
が
個
別
的
か
包
括
的
か
で
性
質
決
定
の
問
題
が
影
響
を
受
け
る
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
適
用
範
囲
の
広
さ

狭
さ
に
関
す
る
議
論
で
は
な
く
、
そ
の
境
界
線
が
明
確
で
あ
る
か
否
か
の
議
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
い
く
ら
適
用
範
囲
が
広

く
と
も
、
そ
の
中
に
入
る
も
の
と
入
ら
な
い
も
の
と
が
明
確
に
区
別
で
き
れ
ば
、
性
質
決
定
に
関
す
る
問
題
は
生
じ
に
く
い
。
そ
れ
と
は

反
対
に
、
い
く
ら
個
別
的
な
適
用
範
囲
し
か
持
た
な
い
ル
ー
ル
で
あ
っ
て
も
、
境
界
線
が
不
明
確
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
ど
こ
を
境
界
線

と
す
る
か
に
つ
い
て
解
釈
論
上
激
し
い
対
立
が
あ
れ
ば
、
性
質
決
定
を
め
ぐ
る
問
題
は
多
発
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
民
商
法
な
ど

の
実
質
法
に
お
い
て
も
、
あ
る
特
定
の
規
定
を
適
用
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
は
●
解
釈
論
と
し
て
非
常
に
多
く
生
じ
る
問
題
で
あ
る

（
四
三
）



刻
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
は
減
少
す
る
と
い
え
よ
う
。
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だ
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と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
は
、
松
岡
教
授
の
誤
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
国
際
私
法
に
お
け
る
離
婚
の
際
の
親
権
者
・
監
護
権
者

の
指
定
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
に
こ
う
し
た
問
題
が
法
例
の
単
位
法
律
関
係
と
し
て
の
「
離
婚
」
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
る
の
か

「
親
子
間
の
法
律
関
係
」
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
る
の
か
と
い
う
表
面
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
ど
ち
ら
の
連
結

政
策
が
こ
の
問
題
を
規
律
す
る
の
に
よ
り
適
切
で
あ
る
の
か
を
め
ぐ
る
論
争
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
私
見
は
考
え
る
。
従
っ
て
、
松
岡

教
授
の
提
案
さ
れ
る
よ
う
な
形
の
条
文
（
旧
法
例
二
十
条
と
同
じ
連
結
政
策
を
採
用
す
る
）
を
作
る
こ
と
に
つ
い
て
、
正
に
コ
ン
セ
ン
サ

ス
自
体
の
形
成
が
困
難
な
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
う
し
た
解
決
に
つ
い
て
学
説
判
例
に
十
分
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス

が
あ
れ
ば
、
た
と
え
単
位
法
律
関
係
は
大
ま
か
な
ま
ま
で
あ
っ
て
も
、
性
質
決
定
に
関
し
て
こ
の
問
題
が
浮
上
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
は

統
一
国
際
私
法
を
締
約
国
が
採
用
す
る
場
合
、
そ
れ
は
そ
の
統
一
法
の
範
囲
で
従
来
の
一
般
国
際
私
法
を
完
全
に
消
し
去
る
こ
と
を
意

味
す
る
か
ら
、
そ
の
後
の
残
さ
れ
た
一
般
国
際
私
法
と
、
新
た
に
締
約
国
の
一
般
国
際
私
法
に
編
入
さ
れ
た
統
一
国
際
私
法
の
ル
ー
ル
と

の
間
に
不
整
合
が
生
じ
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
特
に
統
一
国
際
私
法
の
適
用
範
囲
に
関
し
て
生
じ
る
こ
と
が
多
い
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
統
一
国
際
私
法
が
比
較
法
的
検
討
の
上
に
十
分
に
練
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
深

従
っ
て
、
性
質
決
定
の
第
一
段
階
に
関
し
、
法
廷
地
の
裁
判
所
が
統
一
国
際
私
法
に
起
源
を
持
つ
規
則
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、

論
理
的
に
は
、
従
来
の
一
般
国
際
私
法
を
適
用
す
る
場
合
に
比
較
し
て
、
若
干
の
困
難
が
生
じ
る
余
地
は
多
い
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
る
。

何
故
な
ら
、
統
一
国
際
私
法
の
単
位
法
律
関
係
た
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
に
あ
た
り
法
廷
地
実
質
法
の
概
念
に
特
別
に
配

慮
し
て
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
統
一
国
際
法
上
の
性
質
決
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
若
干
の
余
分
な

四
四

（
四
四



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
口

努
力
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
統
一
国
際
私
法
上
の
概
念
が
比
較
法
的
に
完
成
度
の
高
い
も

の
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
過
重
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

一
般
国
際
私
法
の
適
用
に
お
い
て
連
結
点
自
体
の
概
念
の
確
定
も
、
各
国
国
際
私
法
規
定
独
自
の
解
釈
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
連
結

点
概
念
は
、
ほ
と
ん
ど
解
釈
の
余
地
な
ど
生
じ
な
い
事
実
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
た
い
て
い
の
場
合
は
な
ん
ら
か
の
解
釈
の

(28) 

余
地
の
あ
る
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
連
結
点
概
念
の
確
定
」
の
問
題
を
性
質
決
定
の
一
種
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
議
論

(29) 

の
混
乱
を
招
か
な
い
た
め
、
筆
者
は
別
の
用
語
を
使
う
方
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、
統
一
国
際
私
法
を
形
成
す
る
場
合
、

そ
の
採
用
す
る
連
結
点
概
念
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
各
国
の
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
同
一
の

用
語
を
連
結
点
と
し
て
用
い
て
も
、
そ
の
内
容
が
各
国
で
区
々
に
解
さ
れ
る
の
な
ら
、
統
一
の
意
義
は
大
幅
に
減
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
統
一
法
に
と
っ
て
最
も
基
本
的
か
つ
重
要
な
合
意
で
あ
る
連
結
政
策
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の

不
成
立
を
隠
蔽
す
る
危
険
さ
え
有
す
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
関
し
て
は
、

概
念
を
敢
え
て
避
け
る
た
め
に
「
常
居
所
」
と
い
う
事
実
的
な
概
念
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
象
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
統
一
国
際
私
法
に

お
け
る
連
結
点
は
、

四
五

（
四
五

で
き
る
限
り
一
義
的
な
内
容
を
持
つ
事
実
的
概
念
を
基
礎
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
う
し
た
連
結
の
過
程
で

ま
た
、
連
結
の
過
程
で
考
慮
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
反
致
の
問
題
は
、
統
一
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
考
慮
さ
れ
る
必
要
は
な

い
。
統
一
国
際
私
法
の
場
合
、
世
界
的
に
統
一
さ
れ
た
国
際
私
法
の
成
立
を
目
的
と
し
て
お
り
、
各
国
の
合
意
に
基
づ
い
て
起
草
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
そ
の
存
在
自
体
に
つ
い
て
国
際
的
に
し
っ
か
り
し
た
基
盤
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
現
在
、

の
問
題
の
発
生
を
減
じ
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

②
連
結
点
を
介
し
て
の
準
拠
外
国
実
質
法
へ
の
連
結

ハ
ー
グ
国

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
が
各
国
の
法
的
伝
統
の
手
垢
に
塗
れ
た



先
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
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際
私
法
会
議
の
起
草
に
よ
る
統
一
法
は
基
本
的
に
反
致
を
否
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
底
に
こ
う
し
た
考
え
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
反
致
の
最
も
有
力
な
正
当
化
の
根
拠
が
「
国
際
的
な
判
決
の
調
和
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
締
約
国
に
と
っ
て

は
、
統
一
国
際
私
法
に
従
う
こ
と
が
ま
さ
に
国
際
的
な
判
決
の
調
和
を
導
く
た
め
の
最
良
の
手
段
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
針
の
方
が
優
先
的

に
貫
か
れ
る
。
確
か
に
、
実
際
に
お
い
て
、
統
一
国
際
私
法
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
準
拠
法
所
属
国
が
そ
の
締
約
国
で
は
な
い
場
合
に
は
、

同
一
事
件
に
つ
い
て
そ
の
国
で
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
な
ら
、
別
の
準
拠
法
が
指
定
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
事
態
は
起
こ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ

の
際
で
も
、
反
致
は
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
統
一
国
際
私
法
の
目
的
と
国
際
性
が
、
そ
の
非
締
約
国
の
国
際
私
法
の
方
針
よ
り
も
優

性
質
決
定
の
第
二
段
階
（
送
致
範
囲
の
画
定
）

統
一
国
際
私
法
の
起
草
過
程
に
お
い
て
比
較
法
的
研
究
の
成
果
が
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
の
送
致
範
囲
画
定
の
過
程
は
、

般
国
際
私
法
の
場
合
に
比
較
す
れ
ば
か
な
り
容
易
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
抽
象
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
統
一
国
際
私
法
に

お
け
る
性
質
決
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
理
念
的
に
全
て
の
国
家
法
の
概
念
か
ら
等
距
離
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
性
質
決
定
の
第
一
段
階
が
従
来
の
一
般
国
際
私
法
の
場
合
に
対
し
て
若
干
難
し
く
な
っ
た
分
だ
け
、
第
二

段
階
の
送
致
範
囲
の
画
定
は
、
逆
に
、
や
り
易
く
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
送
致
範
囲
の
画
定
に
お
け
る
困
難
な
問
題
が
、
統
一
国
際
私
法
の
場
合
に
は
完
全
に
消
滅
す
る
と
考
え
る
の
は
、
明
ら
か
に

誤
り
で
あ
る
。
や
は
り
、
そ
こ
に
お
い
て
も
統
一
国
際
私
法
の
性
質
決
定
の
概
念
と
準
拠
実
質
法
に
お
け
る
法
的
概
念
と
の
擦
り
合
わ
せ

作
業
を
行
う
こ
と
の
必
要
性
は
、
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
比
較
法
的
な
成
果
が
生
か
さ
れ
て
い
る
分
だ
け
、
そ

の
擦
り
合
わ
せ
作
業
が
実
際
上
や
り
易
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
期
待
が
持
て
る
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ど
こ
の
国
の
法
が
準
拠

関
法

四
六

（
四
六
）



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

―-U
で
は
な
い
』
と
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）

に
お
け
る
安
定
の
維
持
と
い
う
見
地
か
ら
み
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
か
な
ら
ず
し
も
こ
と
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
、
と
い
つ
て

も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
、
ピ
レ
ー
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
諸
体
系
の
相
違
は
、
『
法
そ
の
も
の

の
不
存
在
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
文
明
諸
国
民
の
間
に
は
、
国
際
私
法
は
存
在
し
な
い
と
い
つ
て
も
、
あ
え
て
過

J

と
な
く
、
す
べ
て
、
渉
外
的
事
案
に
つ
い
て
も
、

法
と
さ
れ
る
か
な
ど
の
具
体
的
な
状
況
に
係
る
問
題
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

四
七

（
四
七

統
一
国
際
私
法
の
利
点
は
、
性
質
決
定
に
関
す
る
限
り
で
は
、
適
用
過
程
に
変
化
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
く
、
従
っ
て
適
用
構
造
自

体
を
改
良
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
性
質
決
定
の
概
念
が
比
較
法
的
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
た
め
、

特
に
第
二
段
階
の
送
致
範
囲
の
画
定
の
作
業
が
よ
り
容
易
に
な
る
こ
と
へ
の
期
待
は
持
て
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
直
接
的
な
メ
リ
ッ
ト
に
比
べ
て
よ
り
大
き
い
の
は
、
国
際
私
法
が
国
際
的
に
統
一
さ
れ
た
も
の
と
な
る
た
め
の
具

体
的
な
歩
み
を
統
一
国
際
私
法
は
現
実
に
進
め
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
、
今
は
亡
き
わ
が
国

際
私
法
学
の
巨
星
・
折
茂
豊
教
授
の
以
下
の
著
述
を
引
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

「
と
こ
ろ
で
、
法
の
存
在
目
的
の
ひ
と
つ
が
、
社
会
生
活
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
に
あ
る
も
の
と
み
る
か
ぎ
り
、
か
く
の
ご
と
く
、
国

際
私
法
の
規
則
が
、
国
に
よ
っ
て
か
な
ら
ず
し
も
同
じ
で
な
い
と
い
う
現
状
は
、

る
、
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
お
い
て
、
カ
ー
ン
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
際
私
法
の
諸
規
則
が
、
各
国
立
法
者

の
自
由
な
樹
立
に
委
ね
ら
れ
、
た
が
い
に
そ
の
内
容
を
こ
と
に
し
て
い
る
く
ら
い
な
ら
ば
、
む
し
ろ
は
じ
め
か
ら
国
際
私
法
を
み
と
め
る

四

小

括

い
わ
ば
、
法
が
あ
り
な
が
ら
実
は
法
が
な
い
状
態
で
あ

一
律
に
法
廷
地
実
質
法
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
し
ま
つ
て
も
、
渉
外
的
私
的
交
通



注
目
を
集
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

万
民
法
型
統
一
法
と
は

第
四
項

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
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四
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か
く
の
ご
と
く
に
し
て
、
国
際
私
法
の
規
定
が
、
諸
国
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
内
容
を
こ
と
に
し
て
い
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ

ば
、
私
法
の
地
域
的
適
用
範
囲
の
如
何
が
、
国
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
べ
つ
べ
つ
に
理
解
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
国
際

私
法
そ
の
も
の
の
存
在
意
義
を
全
う
せ
し
め
う
る
所
以
で
は
な
い
。
同
一
の
渉
外
的
事
案
が
、
諸
国
に
お
い
て
、
異
別
の
法
的
評
価
に
服

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
も
法
の
抵
触
と
か
、
そ
の
衝
突
と
か
い
う
比
喩
的
表
現
を
用
う
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
指
し
て
こ
そ

と
こ
ろ
で
、
も
し
も
こ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
結
局
に
お
い
て
、
私
法
の
地
域
的
適
用
範
囲
に
関
す
る
諸
国(30) 

の
見
解
を
統
一
す
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
国
際
私
法
規
定
を
統
一
す
る
こ
と
よ
り
ほ
か
に
は
、
そ
の
途
が
あ
る
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
」

各
国
区
々
の
状
態
に
あ
る
国
際
私
法
が
必
然
的
に
陥
る
「
国
際
私
法
と
し
て
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
不
全
感
」
を
癒
す
唯

一
の
道
が
、
国
際
私
法
の
世
界
的
な
統
一
で
あ
り
、
統
一
国
際
私
法
の
形
成
は
、
そ
れ
が
十
分
な
締
約
国
を
得
ら
れ
ず
に
未
完
成
の
段
階

に
留
ま
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
た
め
の
積
極
的
で
具
体
的
な
第
一
歩
と
し
て
の
、
何
よ
り
も
理
論
的
な
正
当
性
を
獲
得

万
民
法
型
統
一
私
法

万
民
法
型
統
一
私
法
と
は
、
国
際
的
な
性
格
を
有
す
る
私
法
的
関
係
に
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
当
初
か
ら
予
定
し
て
形
成
さ
れ
る
実

(31) 

質
法
的
統
一
法
を
さ
す
。
従
来
は
、
事
項
的
な
適
用
範
囲
の
非
常
に
狭
い
断
片
的
な
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
最
近
は
、
国
連
国
際
動
産
売(32) 

買
統
一
法
条
約
(
-
九
八

0
)
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
非
常
に
事
項
的
な
適
用
範
囲
の
広
い
万
民
法
型
統
一
私
法
が
成
立
し
て
き
て
お
り
、

い
う
べ
き
も
の
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

関
法

四
八

（
四
八



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

さ
れ
る
か
否
か
が
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

四
九

（
四
九
）

こ
こ
で
は
本
稿
の
目
的
か
ら
、
性
質
決
定
と
い
う
側
面
に
絞
っ
て
、
適
用
構
造
に
つ
い
て
の
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
万
民
法
型

(33) 

統
一
私
法
に
関
し
て
は
、
そ
の
適
用
方
法
自
体
を
め
ぐ
り
す
で
に
学
説
上
鋭
い
対
立
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別

(34) 

稿
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
私
見
に
従
っ
た
整
理
を
し
て
お
く
。

万
民
法
型
統
一
私
法
を
定
め
る
条
約
に
批
准
し
た
場
合
、
そ
れ
ま
で
の
そ
の
締
約
国
の
国
際
的
な
私
法
関
係
を
め
ぐ
る
法
秩
序
に
ど
の

こ
の
点
に
つ
い
て
の
学
説
の
理
解
は
、
か
な
り
錯
綜
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
く

ま
で
私
見
か
ら
の
一
般
論
を
提
示
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
断
っ
た
上
で
、

一
応
の
説
明
を
試
み
る
。

ま
ず
、
当
該
統
一
法
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
る
よ
う
な
国
際
的
生
活
関
係
か
ら
生
じ
た
法
的
問
題
が
、
締
約
国
の
裁
判
所
に
持
ち
込
ま

れ
た
と
仮
定
す
る
。
統
一
法
の
適
用
範
囲
に
そ
の
具
体
的
法
的
問
題
が
包
摂
さ
れ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
国
際
私
法
（
法
選
択
規
則
）
の

定
め
た
単
位
法
律
関
係
に
そ
の
法
的
問
題
が
包
摂
さ
れ
る
か
否
か
の
判
断
と
、
基
本
的
に
は
同
種
の
も
の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
法

的
問
題
に
具
体
的
な
最
終
的
解
決
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
実
質
法
へ
と
そ
の
問
題
を
送
付
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
適
用
範
囲
に
包
摂

適
用
の
前
提
と
し
て
の
「
国
際
性
」
と
「
事
項
的
適
用
範
囲
へ
の
包
摂
」
の
判
断
に
つ
い
て

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
万
民
法
型
統
一
私
法
の
適
用
範
囲
に
入
る
か
否
か
の
判
断
に
は
、
実
は
、
二
種
類
の
も
の
が

混
在
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
そ
の
統
一
法
の
締
約
国
と
当
該
法
的
問
題
と
の
結
び
付
き
に
つ
い

て
の
判
断
で
あ
り
、
第
二
は
当
該
問
題
が
統
一
法
の
事
項
的
な
適
用
範
囲
（
統
一
法
の
単
位
法
律
関
係
と
い
っ
て
も
よ
い
）
に
包
摂
さ
れ

(35) 

得
る
か
の
判
断
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
と
全
く
同
じ
性
格
の
判
断
で
あ
る
。

よ
う
な
変
化
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
？

万
民
法
型
統
一
私
法
の
適
用
に
つ
い
て
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第
一
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
国
際
私
法
の
場
合
に
は
、
要
す
る
に
、
当
該
法
的
問
題
が
抽
象
的
な
資
格
と
し
て
国
際
私
法
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
「
国
際
性
」
を
有
し
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
「
国
際
性
」
を
備

え
れ
ば
よ
い
の
か
に
つ
い
て
あ
ま
り
詰
め
た
議
論
は
、
少
な
く
と
も
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
万

民
法
型
統
一
私
法
の
場
合
に
は
、
特
に
締
約
国
と
の
関
係
を
も
含
め
て
法
的
問
題
の
国
際
性
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
判
断
基
準
が
示
さ
れ

(36) 

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
第
二
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
統
一
法
の
規
定
す
る
事
項
の
範
囲
と
一
致
す
る
が
、
そ
の
範
囲
に
当
該
法
的
問
題
が

万
民
法
型
統
一
私
法
の
場
合
、
以
上
の
二
つ
の
適
用
基
準
を
充
足
し
た
法
的
問
題
の
み
が
、
そ
の
適
用
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

従
っ
て
、
本
稿
に
お
け
る
基
本
的
視
点
で
あ
る
二
段
階
の
性
質
決
定
論
の
立
場
に
即
し
て
い
え
ば
、
第
一
段
階
で
は
、
国
際
性
と
い
う
問

題
が
法
選
択
規
則
の
場
合
に
比
較
し
て
よ
り
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
基
本
的
に
は
法
選
択
規
則
に
お
け
る
性
質

し
か
し
、
第
二
段
階
の
送
致
範
囲
の
画
定
に
関
し
て
は
、
万
民
法
型
統
一
私
法
の
適
用
に
お
い
て
は
考
え
る
必
要
は
な
い
。
上
記
二
つ

の
判
断
基
準
を
充
足
す
れ
ば
、
後
は
、
原
則
と
し
て
、
統
一
法
の
実
質
法
部
分
が
直
ち
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て

一
般
の
法
選
択
規
則
に
見
ら
れ
る
連
結
点
を
介
し
て
の
準
拠
実
質
法
の
確
定
と

そ
れ
に
続
く
厄
介
な
送
致
範
囲
の
確
定
の
問
題
を
ス
キ
ッ
プ
で
き
る
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
連
結
点
の
判
断
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
統
一
法
適
用
の
第
一
の
判
断
の
中
に
お
け
る
「
締
約
国
と
当
該
法
的
問
題
の
関
連
性
」
の
要
求
の
な
か
で
す
で
に
処
理
が
済
ま
さ

れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
送
致
範
囲
の
確
定
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
判
断
基
準
で
あ
る
事
項
的
適
用
範
囲
内
に
当
該
法
的
問
題
が

こ
の
よ
う
に
、
万
民
法
型
統
一
私
法
の
メ
リ
ッ
ト
は
、

当
該
法
的
問
題
に
最
終
的
な
解
決
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

決
定
の
第
一
段
階
と
大
き
く
は
違
わ
な
い
と
判
断
し
て
大
過
な
い
。

包
摂
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。

関
法

五
〇

（
五
〇



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

な
面
で
複
雑
な
問
題
を
生
じ
る
。

五

こ
の
よ
う
に
、
法
選
択
規
則
に
比
較
し
て
万
民
法
型
統
一
私
法
の
適
用
構
造
は
簡
素
化
さ
れ
て
お
り
、

（
五
一
）

包
摂
さ
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
過
程
が
送
致
範
囲
確
定
の
過
程
を
兼
ね
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
万
民
法

型
統
一
私
法
の
場
合
に
は
、
当
該
事
項
的
適
用
範
囲
が
そ
の
ま
ま
統
一
実
質
法
の
範
囲
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
見
、
国
際
的
私
法
関
係
の
規

律
に
と
っ
て
よ
り
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
果
た
し
て
、
そ
う
単
純
に
結
論
を
出
し
て
し
ま
っ

万
民
法
型
統
一
私
法
が
成
立
し
て
も
、
締
約
国
の
従
来
の
一
般
国
際
私
法
が
消
滅
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
様
々

万
民
法
型
統
一
私
法
適
用
の
第
一
の
判
断
基
準
で
あ
る
「
当
該
法
的
問
題
の
国
際
性
と
、
締
約
国
と
の
関
連
性
」
に
関
し
て
、
そ
の
基

準
を
充
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
法
的
問
題
は
、
そ
れ
が
一
般
国
際
私
法
の
適
用
対
象
資
格
と
し
て
の
国
際
性
を
依
然
有
し
て
お
り
、
更
に

第
二
の
判
断
基
準
す
な
わ
ち
「
万
民
法
型
統
一
私
法
の
事
項
的
適
用
範
囲
」
に
は
包
摂
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
当
該
統
一
私

法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
な
い
。
従
っ
て
、
そ
う
し
た
問
題
は
、
依
然
と
し
て
、
従
来
の
一
般
国
際
私
法
の
適
用
を
受
け
、

二
段
階
の
性
質
決
定
に
服
し
た
上
で
、
解
決
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
の
不
当
性
が
、
最
も
強
く
自
覚
さ
れ
る
の
は
、
当
該

法
的
問
題
が
国
際
性
に
お
い
て
は
第
一
の
判
断
基
準
を
充
た
し
な
が
ら
、
締
約
国
と
の
関
連
性
の
基
準
の
み
を
充
た
す
こ
と
が
で
き
な
い

(37) 

場
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
締
約
国
と
当
該
法
的
問
題
と
の
関
連
性
を
強
く
意
識
す
る
万
民
法
型
統
一
私
法
に
お
い
て
は
、
い
ま

だ
広
い
意
味
で
の
相
互
主
義
的
な
発
想
か
ら
十
分
に
解
放
さ
れ
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
の
批
判
の
可
能
性
が
有
り
得
る
。
し
か
し
、

①
法
廷
地
の
一
般
国
際
私
法
と
の
併
存
状
態
に
つ
い
て

四
万
民
法
型
統
一
私
法
の
問
題
点

て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
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（
五
二
）

万
民
法
型
統
一
私
法
は
、
締
約
国
と
の
関
連
性
を
判
断
基
準
か
ら
除
去
し
た
と
し
て
も
、
な
お
、
そ
の
適
用
判
断
は
複
雑
で
あ
り
、
当
事

者
に
と
っ
て
の
適
用
の
予
測
可
能
性
と
い
う
見
地
か
ら
、
締
約
国
と
の
関
連
性
に
よ
る
適
用
範
囲
の
限
定
が
、
か
え
っ
て
望
ま
し
い
こ
と

(38) 

が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
何
れ
に
し
て
も
、
従
来
の
一
般
国
際
私
法
と
の
併
存
状
態
が
、
国
際
的
私
法

関
係
を
総
体
的
に
な
が
め
た
法
的
規
律
の
構
成
を
、
全
体
と
し
て
非
常
に
入
り
組
ん
だ
も
の
へ
と
導
く
危
険
性
を
、
万
民
法
型
統
一
私
法

事
項
的
適
用
範
囲
と
法
廷
地
実
質
法
と
の
擦
り
合
わ
せ

ま
た
、
万
民
法
型
統
一
私
法
適
用
の
第
二
の
判
断
基
準
で
あ
る
事
項
的
適
用
範
囲
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
議
論
の
余
地
が
あ
る
。

統
一
国
際
私
法
を
形
成
す
る
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
各
国
の
合
意
を
得
る
の
が
決
し
て
容
易
で
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
。
国
際
私
法
は
、

法
的
問
題
に
対
し
て
最
終
的
な
解
決
を
用
意
す
る
実
質
規
範
と
は
異
な
り
、
適
用
規
範
と
い
う
き
わ
め
て
抽
象
度
の
高
い
性
格
を
有
す
る

の
で
、
そ
こ
に
お
い
て
国
際
的
な
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
は
実
質
法
を
統
一
す
る
場
合
に
比
較
し
て
容
易
で
あ
る
と
一
般
に
は
考
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
統
一
国
際
私
法
で
す
ら
細
分
化
さ
れ
た
範
囲
で
し
か
起
草
し
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
ま
し
て
、
実
質
法
を

統
一
す
る
場
合
に
は
、
各
国
の
基
本
的
な
法
体
系
の
違
い
や
実
質
法
に
お
け
る
法
政
策
の
違
い
は
、
よ
り
先
鋭
な
形
で
顕
在
化
す
る
こ
と

は
、
た
や
す
く
予
測
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
万
民
法
型
統
一
私
法
の
事
項
的
適
用
範
囲
の
画
定
は
、
現
実
に
は
理
論
的
な
分

(39) 

析
の
産
物
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
各
国
の
政
治
的
な
妥
協
の
産
物
と
し
て
の
色
合
い
を
示
す
傾
向
が
か
な
り
強
い
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、

こ
の
点
で
も
、
従
来
の
締
約
国
の
一
般
国
際
私
法
と
の
関
係
で
複
雑
な
問
題
を
、
数
多
く
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
ず
、

法
の
単
位
法
律
関
係
の
範
囲
と
万
民
法
型
統
一
私
法
の
事
項
的
適
用
範
囲
の
関
係
で
あ
る
が
、
両
者
が
ぴ
た
り
と
一
致
す
る
こ
と
は
ほ
と

(40)

（

41) 

ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
両
者
が
重
な
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
万
民
法
型
統
一
私
法
が
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

(2) 
は
有
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

関
法

五

一
般
国
際
私



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

五

一
般
国
際
私
法
の

第
一
段
階
の
性
質
決
定
に
お
い
て
単
位
法
律
関
係
へ
の
割
り
振
り
に
際
し
て
問
題
が
起
こ
り
得
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
こ
れ
と
類
似
の

問
題
は
万
民
法
型
統
一
私
法
の
事
項
的
適
用
範
囲
と
そ
れ
と
境
界
を
接
す
る
一
般
国
際
私
法
の
単
位
法
律
関
係
と
の
割
り
振
り
を
め
ぐ
っ

て
も
生
じ
得
る
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
、
問
題
は
よ
り
鋭
い
形
で
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
万
民
法
型
統
一
私
法
は
統
一

実
質
法
の
適
用
に
非
常
に
強
い
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
適
切
に
処
理
で
き
な
い
こ
と
、

つ
ま
り
こ
う

し
た
問
題
に
対
し
て
国
際
的
に
統
一
さ
れ
た
立
場
で
対
応
で
き
な
い
こ
と
は
、
直
ち
に
万
民
法
型
統
一
私
法
の
面
目
を
台
無
し
に
す
る
と

い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
と
く
に
、
そ
の
事
項
的
適
用
範
囲
が
多
く
の
場
合
非
常
に
狭
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
の
重

大
さ
は
容
易
く
理
解
で
き
よ
う
。
実
質
法
を
統
一
す
る
使
命
を
有
す
る
万
民
法
型
統
一
私
法
は
、
そ
の
事
項
的
適
用
範
囲
（
統
一
法
の
単

一
般
国
際
私
法
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
外
延
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
極
め
て
厳
格
に
要
求

ま
た
、
万
民
法
型
統
一
私
法
の
実
質
法
部
分
の
適
用
が
、
従
来
の
一
般
国
際
私
法
の
適
用
を
通
じ
て
指
定
さ
れ
た
準
拠
実
質
法
と
何
等

か
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
組
む
必
要
が
生
じ
る
よ
う
な
場
合
、
非
常
に
困
難
な
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
選
択
規

則
に
お
け
る
適
応
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
も
の
よ
り
困
難
な
問
題
と
な
る
こ
と
も
十
分
に
予
測
さ
れ
る
。
国
際
私
法
の
性
質
決
定
の
単

位
よ
り
万
民
法
型
統
一
私
法
の
事
項
的
適
用
範
囲
の
単
位
の
方
が
通
常
は
細
か
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
は
、

で
万
民
法
型
統
一
私
法
の
優
先
に
よ
り
融
通
の
効
か
な
い
も
の
と
な
る
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
非
常
に
細
か
な
モ
ザ
イ
ク
を
形
成
す
る

位
法
律
関
係
）
を
定
め
る
に
当
た
り
、

(42) 

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
範
囲
か
ら
こ
ぽ
れ
た
法
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
依
然
、

（
五
―
―
-
）

一
般
国
際
私
法
に
よ
る
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
方



的
著
作
物
の
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
、

現
存
す
る
例
と
し
て
は
、

世
界
統
一
私
法
と
は
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四
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実
質
法
レ
ベ
ル
で
の
統
一
法
の
一
種
で
あ
る
万
民
法
型
統
一
私
法
は
、
統
一
国
際
私
法
に
比
較
し
て
、
当
該
法
的
問
題
に
対
す
る
最
終

(43) 

的
な
解
決
と
い
う
具
体
的
な
レ
ベ
ル
で
の
法
統
一
を
成
し
う
る
点
で
は
確
か
に
優
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
統
一
の
一
技
術
と
し
て
は
、

そ
の
評
価
は
ま
だ
十
分
に
は
定
ま
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
万
民
法
型
統
一
私
法
は
、
近
時
に
な
っ
て
多
用
さ
れ
る
傾
向
を

示
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
論
理
的
に
は
ま
だ
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
多
く
の
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
十

分
に
認
識
し
な
い
ま
ま
に
現
実
が
先
行
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
私
見
は
強
い
不
安
を
感
ず
る
。

第
五
項
世
界
統
一
私
法

こ
こ
で
い
う
世
界
統
一
私
法
は
、
実
質
法
の
統
一
を
目
指
す
点
で
は
万
民
法
型
統
一
私
法
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
万
民
法
型
統
一

私
法
の
よ
う
に
国
際
的
な
性
格
を
有
す
る
私
法
関
係
の
み
を
最
初
か
ら
適
用
の
対
象
と
す
る
統
一
法
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の

で
は
な
く
、
国
内
的
私
法
関
係
へ
の
適
用
を
も
対
象
と
す
る
、
例
え
ば
日
本
に
お
け
る
民
法
典
や
商
法
典
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
を
、

世
界
中
の
国
に
お
い
て
同
一
に
し
て
し
ま
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
八
八
三
年
の
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
パ
リ
条
約
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(44) 

手
形
・
小
切
手
法
統
一
条
約
は
、
比
較
的
多
く
の
批
准
を
集
め
た
が
、
そ
れ
で
も
英
米
法
圏
の
国
々
の
批
准
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
締
約

国
の
法
制
度
の
根
幹
に
ま
で
影
響
を
及
ぽ
す
可
能
性
の
強
い
こ
の
タ
イ
プ
の
統
一
法
は
、
目
的
と
し
て
は
ま
さ
に
理
想
的
で
あ
る
が
、
現

実
に
お
け
る
成
功
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

五

小

関
法

括

一
九
三

0
年
の
手
形
法
統
一
条
約
や
一
九
三
二
年
の
小
切
手
法
統
一
条
約
、 五

四

一
八
八
六
年
の
文
学
及
び
美
術

（
五
四
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曰
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五

（
五
五
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こ
う
し
た
統
一
法
が
成
立
し
た
場
合
、
性
質
決
定
に
関
し
て
は
ど
の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
念
的

に
は
、
非
常
に
明
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
国
が
同
一
の
実
質
法
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
際
私
法
的
な
処
理
の
発
生
基
盤
自
体

が
最
早
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
各
国
の
裁
判
所
は
、
そ
の
統
一
法
の
事
項
的
な
適
用
範
囲
に
包
摂
さ
れ
る
法
的
問
題
の
解
決

を
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
最
早
そ
の
法
的
問
題
の
も
つ
国
際
性
や
締
約
国
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
、
今
や
法

廷
地
実
質
法
の
一
部
と
な
っ
た
そ
の
世
界
統
一
私
法
に
起
源
を
持
つ
ル
ー
ル
を
適
用
し
て
、
そ
の
問
題
に
最
終
的
な
解
決
を
与
え
れ
ば
よ

い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
私
法
の
教
科
書
の
レ
ベ
ル
で
説
明
さ
れ
て
き
た
統
一
法
の
理
念
型
で
あ
り
、
ま
さ
に
国
際

(45) 

私
法
的
な
解
決
と
は
対
極
に
位
置
す
る
解
決
と
し
て
過
度
に
強
調
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う

し
か
し
、
こ
の
理
念
論
が
実
践
論
と
し
て
ほ
と
ん
ど
無
力
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
私
見
が
何
度
と
な
く
強
調
し
て
き
た
と
こ
ろ
で

(46) 

あ
る
。
詳
論
に
は
踏
み
込
ま
な
い
が
、
何
よ
り
強
調
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
実
際
に
こ
う
し
た
理
念
論
が
前
提
と
し
て
い
る
状
況
、
す
な
わ

ち
世
界
中
の
ほ
と
ん
ど
の
国
が
同
一
の
世
界
統
一
私
法
を
採
用
す
る
と
い
う
状
況
は
、
歴
史
的
現
実
と
し
て
は
、
い
ま
だ
実
在
し
た
こ
と

が
な
い
。
た
し
か
に
、
世
界
統
一
私
法
を
目
指
す
べ
き
統
一
法
は
こ
れ
ま
で
に
か
な
り
の
数
が
起
草
さ
れ
、
あ
る
程
度
の
成
功
を
お
さ
め

た
と
評
価
で
き
る
の
も
い
く
令
つ
か
存
在
す
る
が
、
前
述
の
理
念
論
が
現
実
性
を
帯
ぴ
る
ほ
ど
の
成
功
を
人
類
が
獲
得
し
た
こ
と
は
未
だ
に

そ
し
て
、
日
本
の
学
説
の
主
流
が
こ
う
し
た
理
念
論
に
と
ど
ま
る
傍
ら
で
、
現
実
に
お
い
て
、
真
に
世
界
統
一
私
法
に
な
り
得
な
か
っ

た
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
統
一
法
に
起
源
を
も
つ
規
則
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
理
論
的
に
対
応
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
、
十
分
な
対
応
も
な

さ
れ
な
い
ま
ま
に
沈
澱
し
て
き
て
お
り
、
混
迷
の
中
に
放
逐
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
。

な
い
の
で
あ
る
。

世
界
統
一
私
法
の
現
状
に
つ
い
て
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ま
ず
、
日
本
の
手
形
・
小
切
手
法
を
想
起
す
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
法
律
が
裁
判
官
や
研
究
者
に
と
っ
て
、
実

は
世
界
的
な
統
一
私
法
を
形
成
す
る
こ
と
を
理
念
と
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
そ
の
起
源
が
、
今
日
ど
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
意
識
は
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
現
実
的
な
場
面
に
お
け
る

具
体
的
な
解
釈
な
ど
の
問
題
に
関
し
て
、
な
に
か
統
一
法
と
し
て
の
特
殊
性
を
意
識
し
た
特
別
な
取
り
扱
い
を
導
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

世
界
統
一
私
法
型
の
統
一
法
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
、
締
約
国
内
に
お
い
て
、

と
区
別
さ
れ
ず
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
易
い
。
実
際
に
、

い
つ
し
か
そ
の
起
源
を
忘
れ
ら
れ
、
他
の
一
般
実
質
法(47) 

フ
ラ
ン
ス
と
旧
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
点
を
め
ぐ
り
判
例
の
対
立

が
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
に
、
い
ま
だ
決
着
は
着
い
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
述
べ
た
こ
と
は
、
二
つ
の
面
で
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
っ
て
も
、
時
の
経
過
と
と
も
に
各
国
で
解
釈
が
分
岐
す
る
こ
と
が
起
こ
り
得
る
こ
と
を
必
然
の
も
の
と
し
て
承
認
し
た
上
で
、
各
国
間

で
法
の
抵
触
が
存
在
し
て
い
る
場
合
と
同
一
視
し
て
一
般
国
際
私
法
（
法
選
択
規
則
）
を
適
用
す
る
と
い
う
考
え
を
採
用
す
る
か
否
か
と

も
う
―
つ
は
、
国
際
私
法
を
介
在
さ
せ
て
準
拠
法
を
決
定
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
と
し
て
、
そ
の
結
果
適
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
あ
る

準
拠
外
国
実
質
法
上
の
規
定
が
、
統
一
法
に
起
源
を
持
つ
場
合
に
、
そ
の
解
釈
は
、
そ
の
具
体
的
な
準
拠
法
所
属
国
の
中
で
の
主
流
を
な

す
解
釈
に
従
う
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
あ
く
ま
で
統
一
法
独
自
の
立
場
か
ら
そ
の
趣
旨
を
生
か
す
よ
う
な
解
釈
を
法
廷
地
の
裁
判
所
が
試
み

(48) 

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
で
あ
る
。

第
一
の
問
題
に
関
し
て
は
、
筆
者
は
、
国
際
私
法
を
介
し
て
適
用
を
決
め
る
立
場
を
支
持
す
る
。
何
故
な
ら
、
そ
の
統
一
法
は
、
通
常

い
う
問
題
で
あ
る
。

世
界
統
一
私
法
の
適
用
に
お
け
る
理
論
的
な
問
題

‘
 

力
？
・

関
法

＿
つ
は
同
じ
国
際
的
統
一
法
に
起
源
を
持
つ
条
項
で

五
六

（
五
六
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四

小

括

五
七

（
五
七

は
、
空
間
的
な
適
用
範
囲
に
つ
い
て
の
規
定
を
定
め
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
締
約
国
の
内
国
実
質
法
と
同
じ
立
場
に
お
か
れ

た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
締
約
国
と
非
締
約
国
が
混
在
す
る
現
状
の
中
で
、
統
一
法
の
適
用
を
決
定
す
る
に
は
、
統
一
法
の
、

締
約
国
と
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
国
際
的
私
法
関
係
に
お
け
る
法
的
問
題
と
の
間
の
空
間
的
な
関
連
性
を
無
視
す
る
こ
と
は
、

な
ら
な
い
。
法
統
一
の
目
的
は
、
具
体
的
な
法
的
問
題
の
解
決
を
統
一
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

や
は
り
、

不
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
統
一
法
の
適
用
に
は
、
国
際
私
法
に
お
け
る
連
結
政
策
の
判
断
を
介
在
さ
せ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
統
一
法
の
趣
旨
を
生
か
し
た
解
釈
が
法
廷
地
の
裁
判
所
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
、
世
界
統
一
私
法
型
の
統
一
法
の
場
合
、
他
の
実
質
法
と
適
用
形
態
を
区
別
す
る
こ
と
は
不
当
で

あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
各
締
約
国
に
お
け
る
法
的
問
題
の
解
決
の
統
一
性
を
確
保
す
る
努
力
が
怠
ら
れ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は

確
か
に
、
世
界
統
一
私
法
型
の
統
一
法
が
多
く
の
国
で
批
准
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
適
用
範
囲
に
包
摂
さ
れ
る
べ
き
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
、

大
幅
な
法
政
策
の
協
調
が
果
た
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
点
だ
け
で
も
統
一
法
の
意
義
は
大
き
い
。
し
か
し
、
こ
こ

で
議
論
し
て
い
る
世
界
統
一
私
法
は
条
約
と
い
う
国
家
間
の
約
束
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
統
一
的
な
解
決
の
追
求
と
い
う
点

で
よ
り
厳
格
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
法
政
策
の
協
調
と
い
う
目
的
に
留
ま
る
の
な
ら
ば
、
例
え
ば
モ
デ
ル
・
ロ
ー
の
作
成
な

(49) 

ど
の
方
が
、
は
る
か
に
ス
ム
ー
ス
に
事
が
進
と
思
わ
れ
る
。
あ
え
て
、
条
約
と
い
う
硬
い
形
式
を
採
用
し
た
こ
と
の
趣
旨
に
配
慮
が
払
わ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

世
界
統
一
私
法
型
の
統
一
法
の
場
合
は
、
作
成
に
お
い
て
も
そ
の
後
の
締
約
国
の
獲
得
に
お
い
て
も
、
成
功
す
る
こ
と
が
非
常
に
難
し

い
。
し
か
し
、
特
に
国
際
私
法
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
過
渡
的
な
段
階
に
お
い
て
も
、
国
際
的
私
法
関
係
の
法
的
規
律
の
根
幹
構
造
に
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影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
当
に
世
界
中
の
国
が
そ
の
締
約
国
と
な
れ
ば
、
そ
の
分
野
で
の
国
際
私
法
判
断

は
不
要
と
な
る
と
い
う
理
想
的
状
態
が
実
現
す
る
可
能
性
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
、
現
時
点
で
の
状
況
を
見
る
限
り
で
は
、
む
し

ろ
締
約
国
の
従
来
の
実
質
法
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
い
、
そ
の
起
源
さ
え
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
か
な
り
強
い
。
そ
う
し
た
場

合
に
、
こ
う
し
た
統
一
法
に
残
さ
れ
た
存
在
意
義
は
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
法
政
策
の
協
調
を
推
進
し
た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
そ
う

し
た
事
実
を
直
視
す
れ
ば
、
こ
の
統
一
法
は
、
む
し
ろ
モ
デ
ル
・
ロ
ー
な
ど
の
よ
う
な
よ
り
拘
束
力
が
弱
い
が
国
際
的
な
合
意
の
取
り
付

け
易
い
方
法
に
、
将
来
は
そ
の
座
を
譲
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

性
質
決
定
の
側
面
か
ら
、
今
日
、
国
際
的
私
法
関
係
を
規
律
し
て
い
る
各
種
の
法
の
適
用
過
程
を
、

一
般
論
と
し
て
分
析
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
特
に
万
民
法
型
統
一
私
法
が
、
従
来
の
国
際
私
法
が
も
つ
法
適
用
構
造
と
の
関
係
で
様
々
な
複
雑
な
問
題
を
提
起
す
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
近
時
、
勢
力
を
増
し
つ
つ
あ
る
こ
の
タ
イ
プ
の
統
一
法
に
論
理
的
な
手
当
を
す
る
こ
と
が
、
国
際
私
法
学
総

論
に
お
け
る
―
つ
の
急
務
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

石
黒
教
授
の
統
一
法
悲
観
論
は
、
現
状
の
認
識
と
し
て
は
う
な
ず
け
る
点
が
多
い
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、

石
黒
教
授
は
、
世
界
統
一
私
法
型
の
統
一
法
に
当
て
は
ま
る
議
論
を
、
そ
の
ま
ま
万
民
法
型
統
一
私
法
に
無
理
し
て
当
て
は
め
よ
う
と
す

(50) 

る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
万
民
法
型
統
一
私
法
と
い
う
形
態
の
統
一
法
を
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
行
く
か
は
、
ひ
と
つ

(51) 

の
大
き
な
問
題
で
あ
る
し
、
筆
者
も
こ
う
し
た
形
態
の
統
一
法
を
安
易
に
作
成
す
る
こ
と
に
は
懐
疑
的
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
石
黒
教
授
が
精
力
的
に
批
判
さ
れ
る
国
際
私
法
的
処
理
の
「
分
断
」
（
あ
る
い
は
モ
ザ
イ
ク
化
）
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
よ

い
方
向
で
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
大
い
に
疑
問
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
、
す
で
に
法
適
用
の
モ
ザ
イ
ク
化

第

六

項
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国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

し
て
で
き
る
限
り
の
理
論
的
手
当
を
試
み
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

五
九

（
五
九
）

の
方
向
へ
雪
崩
を
打
っ
て
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
認
識
で
あ
る
。
こ
の
勢
い
に
敢
え
て
立
ち
は
だ
か
る
こ
と
は
現
実
的
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
最
早
学
問
的
制
御
の
枠
組
を
超
え
た
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
現
状
に
対
し
実
践
論
と

（
本
研
究
は
証
券
奨
学
財
団
•
平
成
四
年
度
研
究
調
査
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
）
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(
3
)

妹
場
準
一
「
抵
触
法
と
外
人
法
と
の
関
係
再
考
」
一
橋
論
叢
五
二
巻
四
八
頁
、
同
「
渉
外
実
質
法
・
直
接
適
用
法
」
『
国
際
私
法
の
争
点
』
一

九
ー
ニ
―
頁
(
-
九
八

0
)
。

(
4
)
例
え
ば
石
黒
一
憲
「
統
一
法
に
よ
る
国
際
私
法
の
排
除
と
そ
の
限
界
」
海
法
会
誌
復
刊
二
四
号
三
頁
(
-
九
八

0
)
、
同
『
現
代
国
際
私
法

〔
上
〕
』
二

O
I四
九
頁
(
-
九
八
六
）
、
同
『
国
際
私
法
』
一

0
三
ー
1
―
二

0
頁
（
新
生
社
・
一
九
九
四
）
、
奥
田
安
弘
「
国
際
海
上
物
品
運

送
法
の
統
一
と
国
際
私
法
の
関
係
」
香
川
一
一
巻
二
号
ニ
ー
頁
(
-
九
八
―
―
-
）
、
同
「
統
一
私
法
と
国
際
私
法
の
関
係
~
い
わ
ゆ
る
渉
外
実
質
法

の
渉
外
実
質
法
の
観
点
か
ら
ー
」
香
川
法
学
五
巻
三
号
(
-
九
八
六
）
、
同
「
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
統
一
法
の
解
釈
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八

六
巻
五
号
(
-
九
八
七
）
、
同
『
国
際
取
引
法
の
理
論
』
ニ
ー
一
五
七
頁
(
-
九
九
二
）
、
高
桑
昭
「
船
荷
証
券
に
関
す
る
一
九
八
六
年
議
定
書
と

統
一
法
の
適
用
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
0
巻
五
号
五
七
五
頁
(
-
九
九
一
）
、
拙
稿
「
国
際
動
産
売
買
法
統
一
の
現
状
(
-
)
・
（
二
完
）
」
六
甲
台

論
集
―
―

1
0
巻
三
号
五
四
頁
(
-
九
八
三
）
、
三
一
巻
二
号
七
五
頁
(
-
九
八
四
）
、
同
「
国
際
動
産
売
買
に
お
け
る
実
質
法
的
統
一
法
と
国
際
私

法
」
国
際
商
事
法
務
一
四
巻
七
・
八
・
九
号
(
-
九
八
六
）
、
同
「
国
連
国
際
動
産
売
買
統
一
法
条
約
の
意
義
と
限
界
~
私
法
統
一
の
一
特
殊

形
態
で
あ
る
任
意
法
的
統
一
の
視
角
か
ら
〔
上
〕
・
〔
下
〕
」
国
際
商
事
法
務
二

0
巻
八
・
九
号
(
-
九
九
二
）
等
。

(
5
)

拙
稿
「
国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成

H
」
関
大
法
学
論
集
四
三
巻
四
号
一
六
六
頁
(
-
九
九
三
）
参
照
。

(
6
)

石
黒
一
憲
『
国
際
私
法
』
一
六
ー
―
-
|
―
七
二
頁
（
新
生
社
・
一
九
九
四
）
参
照
。
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(
7
)
 
R
a
b
e
l
.
 D
a
s
 P
r
o
b
l
e
m
 d
e
r
 Qualification, R
a
b
e
l
s
Z
,
 2
4
1
 (
1
9
3
1
)
,
 
at p. 2
4
2
,
 N
o
t
e
 (
2
)
.
 

(
8
)

石
黒
・
前
掲
注
(
6
)
・
一
七
一
頁
。

(
9
)

拙
稿
「
国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
口
」
関
大
法
学
論
集
四
一
＿
一
巻
六
号
(
-
九
九
四
）
。
特
に
第
二
章
二
節
・
三
節
参
照
。

(10)

こ
の
指
摘
は
随
所
で
な
さ
れ
て
お
り
、
石
黒
国
際
私
法
学
に
お
け
る
―
つ
の
基
本
的
な
姿
勢
を
形
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
石
黒
•
前
掲
注
(
4
)（
一
九
八0
)
海
法
会
誌
、
同
『
国
際
私
法
〔
新
版
〕
』
七
三
頁
（
有
斐
閣
プ
リ
マ
・
一
九
九0
)、

同
•
前
掲
注
(
6
)一
七
―
|
＿
九
三
頁
等
。

(
1
1
)石
黒
•
前
掲
注
(
6
)・
一
七
―
|
―
七
二
頁
は
そ
う
し
た
性
質
決
定
論
へ
の
傾
斜
を
示
し
て
い
る
。

(12)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。
（
特
に
、
折
茂
豊
「
国
際
私
法
の
統
一
性
』
(
-
九
五
五
）
、
石
黒
一
憲

『
国
際
私
法
の
解
釈
論
的
構
造
』
(
-
九
八

0
)
参
照
。
）

(13) 
G
r
o
u
d
e
,
 
E• 

D., 
R
i
i
c
k
-
u
n
d
 W
e
i
t
e
r
v
e
r
w
e
i
s
u
n
g
 (renvoi) in 
d
e
n
 H
a
g
g
e
r
 A
b
k
o
m
m
e
n
,
 R
a
b
e
l
Z
 ,
2
2
 (
1
9
9
3
)
~
\

照
。

(14)

折
茂
豊
『
国
際
私
法
の
統
一
性
』
一
三
六
ー
一
五
四
頁
(
-
九
五
五
）
参
照
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
で
反
致
が
行
わ
れ
る
根
拠
を
説
明
す
る

の
は
、
十
分
で
は
な
い
。
特
に
、
実
務
家
サ
イ
ド
に
お
け
る
自
国
実
質
法
の
適
用
へ
の
執
着
も
、
現
実
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
見
過
ご
す
こ
と

は
で
き
な
い
。

(15) 
M
a
y
e
r
,
 s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 (
2
)
,
 

at p
.
1
1
1
.
 

(16)

石
黒
・
前
掲
注

(
6
)
・
ニ
ニ
ニ
ー
ニ
ニ
ニ
頁
も
こ
う
し
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

(17)

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
起
草
に
よ
る
統
一
法
の
中
に
は
、
法
選
択
規
則
に
関
し
な
い
も
の
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は
法
選
択
規
則
の
統
一
を
目

的
と
す
る
も
の
だ
け
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
作
成
さ
れ
た
法
選
択
起
規
則
の
統
一
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、

国
際
有
体
動
産
売
買
準
拠
法
条
約
、
国
際
有
体
動
産
売
買
に
於
け
る
所
有
権
移
転
の
準
拠
法
条
約
、
子
の
扶
養
義
務
準
拠
法
条
約
、
未
成
年
保
護

に
関
す
る
準
拠
法
条
約
、
遺
言
の
方
式
に
関
す
る
準
拠
法
条
約
、
交
通
事
故
準
拠
法
条
約
、
製
造
物
責
任
準
拠
法
条
約
、
扶
養
義
務
準
拠
法
条
約
、

夫
婦
財
産
制
準
拠
法
条
約
、
代
理
の
準
拠
法
条
約
、
信
託
の
準
拠
法
及
ぴ
承
認
に
関
す
る
条
約
、
国
際
物
品
売
買
準
拠
法
条
約
、
相
続
準
拠
法
条

約
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e

d
e
 
la 
H
a
y
e
 
d
e
 
droit 
international 
prive, 
R
E
C
U
E
I
L
 D
E
S
 C
O
N
V
E
N
T
I
O
N
S
 

(
1
9
5
1
 ,
 1
9
8
8
)
)
 

$
昭
~
゜

(18)

そ
の
意
味
と
し
て
は
「
す
べ
て
の
私
法
的
法
律
関
係
に
対
し
て
、
国
内
的
で
あ
る
と
渉
外
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
実
質
的
に
同
一
な
私
法
を

六
〇

（
六

0
)



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

一/' 

（
六

適
用
す
る
方
法
」
の
統
一
法
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
山
田
錬
一
『
国
際
私
法
』
四
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
九
二
）
）
論
者
に
よ
っ
て
呼
び
方
が
異
な

る
が
、
筆
者
は
、
私
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
点
を
重
視
し
て
、
山
田
錬
一
教
授
の
用
法
で
あ
る
「
世
界
統
一
私

法
」
と
い
う
用
語
に
従
う
。
た
だ
し
、
国
際
私
法
が
「
私
法
」
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
深
く
立

ち
入
ら
な
い
。

(19)

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
統
一
国
際
私
法
に
関
す
る
各
国
の
判
例
を
整
理
し
た
資
料
で
あ
る
S
u
m
a
m
p
o
u
w
,
M., L
e
s
 nouvelles conventions 

d
e
 la 
H
a
y
e
、
t
o
m
e
l
,
II, 
III 
(
1
9
7
6
,
 
1
9
8
0
,
 1
9
8
4
)
 .
'
l
~
、

Z
J、
つ
L

ャ
」
憚
り
ぶ
“
料
奴
タ
タ
ノ
ヽ
幻
叩
入

J
I.
\
'
l
J
~
\
-
-
'

い
ス
3
0
如
四
ヽ
又
心

i、
下
i下
1午
ナ
の
国i広
元
七
万
仕
圧
酬
初
宰
庄
宰
[
"
~

買
準
拠
法
条
約
に
関
し
て
、
条
約
の
適
用
範
囲
を
拡
張
す
る
判
例
や
仲
裁
判
断
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(tomel,
pp. 
3
6
 ,
 4
0
,
 
tomell, 
pp. 

2
2
 ,
 2

8
,
 tomeIII, pp. 1
7
-
2
0
.
)
 

(20)

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
起
草
に
よ
る
統
一
国
際
私
法
が
、
法
統
一
を
阻
害
す
る
危
険
性
を
乃
十
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
結
局
、
最
近
の
条
約
に
お
い
て
も
一
般
公
序
条
項
を
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（
例
え
ば
八
六
年

の
国
際
物
品
売
買
契
約
準
拠
法
条
約
一
八
条
、
八
九
年
の
相
続
準
拠
法
条
約

l

八
条
等
。
）

(21)

「
常
居
所
」
の
概
念
自
体
は
、
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
条
約
の
批
准
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
「
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り

以
前
か
ら
わ
が
国
の
実
定
法
に
も
導
入
さ
れ
て
い
た
が
、
改
正
に
よ
り
法
例
の
本
体
に
お
い
て
連
結
点
と
し
て
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
山
田
・
前
掲
注
(17)

．
-
0
七
-
1
0
八
頁
参
照
。
）

(22)

「
〔
特
集
〕
「
法
例
」
の
改
正
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
三
号
(
-
九
八
九
）
（
特
に
「
座
談
会
・
法
例
改
正
」
二
七
ー
ニ
八
頁
（
池
原
・
南
発
言
）
参
照
。
）

(
2
3
)そ
の
他
、
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
生
産
物
責
任
準
拠
法
条
約
―
一
・
三
条
、
国
際
物
品
売
買
準
拠
法
条
約
―
―
•
三
•
四
・
五
条
等
。

(24)

松
岡
博
『
国
際
私
法
に
お
け
る
法
選
択
規
則
構
造
論
』
二
四
一
頁
(
-
九
八
七
）
参
照
。

(25)

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
が
国
際
私
法
の
欠
陥
を
常
に
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
方
法
が
、
抽
象
的
で
あ
り
、
詳
細
な

規
定
に
馴
染
み
に
く
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
が
、
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
革
命
に
お
い
て
、
現
実
主
義
的
な
立
場
か
ら
、
伝

統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
国
際
私
法
が
、
嫌
悪
に
も
匹
敵
す
る
よ
う
な
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
根
本
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
深
入
り
し
な
い
。

(26)

松
岡
博
『
国
際
私
法
に
お
け
る
法
選
択
規
則
構
造
論
』
二
四
ニ
ー
ニ
四
三
頁
(
-
九
八
七
）
参
照
。

(27)

そ
う
し
た
代
表
的
な
例
と
し
て
は
、
民
法
四
一
六
条
が
、
損
害
賠
償
額
算
定
の
基
準
時
の
問
題
に
適
用
さ
え
得
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
不
法
行
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為
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
範
囲
確
定
の
問
題
に
適
用
さ
れ
る
か
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。
（
平
井
宜
雄
『
損
害
賠
償
法
の
理
論
』
(
-
九
七
一
）
、

拙
稿
「
契
約
不
履
行
に
お
け
る
損
害
軽
減
義
務
」
石
田
・
西
原
・
高
木
還
暦
記
念
『
損
害
賠
償
法
の
課
題
と
展
望
』
(
-
九
九

0
)
等
参
照
）
ま

た
、
本
稿
の
四
章
に
お
い
て
扱
う
契
約
締
結
上
の
過
失
や
積
極
的
債
権
侵
害
か
ら
発
生
す
る
損
害
賠
償
義
務
は
、
そ
も
そ
も
契
約
責
任
か
不
法
行

為
責
任
か
と
い
っ
た
議
論
（
北
川
善
太
郎
『
契
約
責
任
の
研
究
』
(
-
九
六
三
）
、
潮
見
佳
男
『
契
約
規
範
の
構
造
と
展
開
』
(
-
九
九
一
）
等
参

照
）
は
、
国
際
私
法
上
の
性
質
決
定
理
論
と
何
等
か
の
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
実
質
法
に
お
い
て
も
、
条
文
の
適
用
範
囲
に
つ
い

て
は
つ
ね
に
論
争
が
あ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
法
解
釈
論
の
典
型
を
な
す
も
の
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(28)

法
例
の
採
用
す
る
連
結
点
と
し
て
の
、
本
国
、
常
居
所
、
住
所
、
当
事
者
の
意
思
、
行
為
地
等
も
客
観
的
・
一
義
的
に
内
容
の
確
定
で
き
る
概

念
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
目
的
物
の
所
在
地
」
の
よ
う
に
、
純
粋
に
物
理
的
な
内
容
し
か
有
し
な
い
よ
う
な
連
結
点
で
さ
え
、
解
釈
の
対
象
と
な

り
得
る
（
た
と
え
ば
、
船
舶
の
所
在
地
に
つ
き
山
口
地
裁
柳
井
支
部
判
決
昭
和
四
ニ
・
六
・
ニ
六
・
下
級
民
集
一
八
巻
五
・
六
号
七
―
一
頁
は
、

船
舶
に
法
例
一

0
条
の
所
在
地
法
原
則
は
適
用
が
な
い
と
し
た
。
）
婚
姻
挙
行
地
に
つ
い
て
も
、
婚
姻
届
の
外
国
か
ら
の
郵
送
に
つ
い
て
、
新
旧

法
例
で
解
釈
が
変
わ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(29)

国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
の
問
題
も
、
性
質
決
定
類
似
の
問
題
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
性
質
決
定
の
概
念
を
広
く
解
す
る
と
、
法
規
ま
た
は
法

的
ル
ー
ル
の
適
用
範
囲
の
画
定
に
関
す
る
問
題
を
す
べ
て
性
質
決
定
に
関
す
る
問
題
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
議
論
の
限
定
を
行

う
機
能
を
失
う
虞
さ
え
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
国
際
的
な
性
格
を
有
す
る
法
的
問
題
と
の
関
係
で
法
選
択
規
則
の
適
用
範
囲
を
画
定
す
る

問
題
に
限
定
し
て
、
「
性
質
決
定
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。

(30)

折
茂
豊
『
国
際
私
法
の
統
一
性
』
九
六
ー
九
八
頁
(
-
九
五
五
）
。

(31)

一
九
一

0
年
船
舶
衝
突
統
一
条
約
、
一
九
二
四
年
船
荷
証
券
統
一
条
約
、
一
九
二
九
年
ワ
ル
ソ
ー
条
約
、
一
九
五
六
年
国
際
道
路
運
送
条
、
一

九
七
八
年
ハ
ン
ブ
ル
グ
・
ル
ー
ル
ズ
、
一
九
八

0
年
国
際
鉄
道
運
送
条
約
他
多
数
。

(32)

こ
の
条
約
の
基
礎
と
な
っ
た
一
九
六
四
年
の

U
N
I
D
R
O
I
T
の
起
草
に
よ
る
二
つ
の
国
際
売
買
に
関
す
る
条
約
(
U
L
F
及
び
U
L
I
S
)

や
、
そ
の
他
に
も
、
最
近
の
一
九
八
八
年
国
連
国
際
手
形
法
条
約
な
ど
が
注
目
に
値
す
る
。

(33)

拙
稿
・
「
国
連
国
際
動
産
売
買
統
一
法
条
約
の
意
義
と
限
界
1

私
法
統
一
の
一
特
殊
形
態
で
あ
る
任
意
法
的
統
一
の
視
角
か
ら
〔
下
〕
」
国

際
商
事
法
務
二

0
巻
九
号
一
〇
八
九
頁
注

(67)
（
一
九
九
二
）
参
照
。
な
お
、
石
黒
・
『
国
際
私
法
』
一
〇
八

I
-
―
七
頁
（
新
生
社
・
一
九
九

四
）
参
照
。

六

（
六



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

六

（
六
三
）

(34)

理
論
的
な
説
明
（
特
に
特
別
抵
触
法
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
）
に
つ
い
て
は
批
判
を
受
け
て
は
い
る
が
、
適
用
過
程
の
理
解
自
体
に
つ
い

て
は
、
基
本
的
に
多
数
の
支
持
を
得
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
万
民
法
型
統
一
私
法
の
適
用
に
お
い
て
も
ま
ず
一
般
国
際
私
法
を
適
用
す
る
立
場

に
対
し
て
は
、
統
一
法
自
体
の
有
す
る
適
用
規
範
の
な
か
で
法
的
問
題
の
国
際
性
と
、
統
一
法
と
締
約
国
と
の
関
連
性
が
す
で
に
考
慮
さ
れ
て
い

る
以
上
、
法
廷
地
の
国
際
私
法
に
よ
る
同
種
の
判
断
が
こ
れ
に
先
立
っ
て
な
さ
れ
な
か
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
理
論
的
に
お
か
し
い
と
の
批

判
が
成
り
立
と
う
。

(35)

こ
の
分
析
は
筆
者
が
独
自
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
ド
イ
ツ
の
K
r
o
p
h
o
l
l
e
r

が
こ
れ
と
非
常
に
近
い
分
析
を
示
し
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
。

(
K
r
o
p
h
o
l
l
e
r
,
]., 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 E
i
n
h
e
i
t
s
r
e
c
h
t
,
 (
1
9
7
5
)
,
 
p
p
.
 1

8
3
 ,
 2

1
2
.
)
 

(36)

例
え
ば
、
船
荷
証
券
統
一
条
約
一

0
条
、
国
際
航
空
運
送
統
一
条
約
一
条
、
国
連
国
際
動
産
売
買
統
一
法
条
約
一
条
、
国
際
手
形
法
条
約
一
・

二
条
等
。

(37)

例
え
ば
、
国
連
国
際
動
産
売
買
統
一
法
条
約
に
お
い
て
、
第
一
条
一
項
の
「
異
な
っ
た
締
約
国
間
に
営
業
所
を
有
す
る
」
当
事
者
の
要
件
は
充

た
さ
な
い
が
、
異
な
っ
た
国
に
営
業
所
を
有
す
る
当
事
者
間
の
売
買
の
よ
う
な
場
合
。

(38)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、

U
L
I
S
と
C
I
S
G
の
適
用
範
囲
の
比
較
が
、
好
例
を
示
す
と
い
え
よ
う
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
国
際
動
産
売
買
法

統
一
の
現
状
（
一
）
・
（
二
完
）
」
六
甲
台
論
集
三

0
巻
三
号
五
四
頁
(
-
九
八
三
）
参
照
。
な
お
、
あ
ま
り
に
適
用
範
囲
が
広
す
ぎ
る
と
国
際
法
的

に
も
国
家
管
轄
（
特
に
規
律
管
轄
）
と
の
関
連
で
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
、
い
く
ら
私
法
に
関
す
る
も
の
と
は
い
え
、
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

(39)

こ
う
し
た
議
論
に
つ
い
て
は
、
道
田
信
一
郎
「
国
際
物
品
売
買
条
約
と
国
連
会
議
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
六
一
ー
六
六
九
号
(
-
九
七
八
）
、
曾
野

和
明
「
変
容
し
た
国
際
社
会
と
条
約
至
上
主
義
へ
の
疑
問
ー
新
モ
デ
ル
を
求
め
る
U
N
C
I
T
R
A
L
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
四
巻
六
号
(
-
九

八
五
）
等
参
照
。

(40)

た
と
え
ば
、
法
例
七
条
の
解
釈
に
お
い
て
契
約
準
拠
法
の
範
囲
と
さ
れ
る
も
の
と
、
国
連
国
際
動
産
売
買
統
一
法
条
約
で
は
、
契
約
の
有
効
性

（
錯
誤
、
詐
欺
、
脅
迫
等
）
、
時
効
、
そ
の
他
日
本
民
法
九

0
条
の
よ
う
な
一
般
条
項
の
欠
如
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
が
生
み
出
す
困

難
に
つ
い
て
は
、
特
に
本
稿
第
4
章
で
扱
う
。
な
お
、
拙
稿
「
国
際
動
産
売
買
に
お
け
る
実
質
法
的
統
一
法
と
国
際
私
法
」
国
際
商
事
法
務
一
四

巻
九
号
六
八
九
ー
六
九

0
頁
（
一
九
八
六
）
参
照
。

(41)

も
ち
ろ
ん
、
適
用
の
た
め
の
第
一
の
判
断
基
準
を
充
た
し
た
上
の
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
あ
ま
り
に
も
当
然
と
思
わ
れ
る
適
用
場
面
に
つ

い
て
す
ら
、
学
説
が
混
乱
状
態
に
あ
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
。
注

(32)
の
文
献
参
照
。



関
法

第
四
四
巻
第
一
号

(42)

し
か
し
、
常
に
明
確
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
具
体
的
な
問
題
を
指
摘
す
る
興
味
深
い
文
献
と
し
て
、

S
c
h
l
e
c
h
t
r
i
e
m
,
 P., 
"
T
h
e
 B
o
r
d
e
r
l
a
n
d
 o
f
 T
o
r
t
 a
n
d
 C
o
n
t
r
a
c
tー

O
p
e
n
i
n
g
a
 N
e
w
 Frontier?", 2
1
 Cornell International L
a
w
 Journal 4
6
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(
1
9
8
8
)

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(43)

統
一
国
際
私
法
の
場
合
、
統
一
的
な
解
決
は
ま
だ
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
確
実
に
実
現
す
る
こ
と
の
保
障
は
論
理
上
の

も
の
に
過
ぎ
な
い
。
現
実
で
は
、
ま
だ
法
廷
地
の
違
い
に
よ
る
色
々
な
偏
差
の
た
め
、
そ
れ
が
具
体
的
に
な
ら
な
い
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る

と
い
え
よ
う
。

(44)

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
す
る
大
陸
法
系
の
二
十
ケ
国
が
締
約
国
に
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
（
詳
し
く
は
、

Schmitthoff,
C., 
Strict L
a
w
 

a
n
d
 E
q
u
i
t
y
 in 
t
h
e
 L
a
w
 R
e
l
a
t
i
n
g
 to N
e
g
o
t
i
a
b
l
e
 I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
,
 N
e
w
m
a
n
,
 R.A.ed., T
h
e
 U
n
i
t
y
 o
f
 L
a
w
,
 vol II 
(
1
9
7
8
)
,
 
pp. 1
7
-
3
3
.
)
 

(45)

例
え
ば
溜
池
良
夫
『
国
際
私
法
講
義
』
五
頁
(
-
九
九
三
）
。

(46)

例
え
ば
、
拙
稿
「
国
際
私
法
と
統
一
法
」
山
田
・
早
田
編
『
国
際
私
法
演
習
〔
新
版
〕
』
―
-
頁
以
下
(
-
九
九
二
）
。

(47)

奥
田
安
弘
「
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
統
一
法
条
約
の
解
釈
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
六
巻
五
号
三
六
頁
(
-
九
八
七
）
。

(48)

石
黒
教
授
は
、
第
一
、
第
二
の
点
を
と
も
に
国
際
私
法
的
な
処
理
で
一
貫
さ
せ
る
立
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
旦
締
約
国
の
内
国
実
質
法
に

取
り
込
ま
れ
た
世
界
統
一
私
法
型
の
統
一
法
は
、
完
全
に
従
来
の
内
国
実
質
法
の
中
に
吸
収
さ
れ
、
そ
の
積
極
的
意
義
を
失
う
と
考
え
る
わ
け
で

あ
る
。
（
石
黒
『
国
際
私
法
』
―

1
0ー
―
一
七
頁
(
-
九
九
四
）
参
照
。
）

(49)

例
え
ば
、
合
衆
国
の
州
法
の
統
一
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
統
一
商
事
法
典
や
、

U
N
C
I
T
R
A
L
の
仲
裁
規
則
、
ま
た
モ
デ
ル
・
ロ
ー
で

は
な
い
が
E
C
の
製
造
物
責
任
に
関
す
る
指
令
の
大
き
な
成
果
に
は
法
統
一
と
い
う
目
的
を
推
進
す
る
上
で
の
技
術
的
側
面
に
お
い
て
学
ぶ
べ
き

点
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(50)

石
黒
・
前
掲
注

(
6
)
・
1
0
八
ー
―
一
七
頁
参
照
。

(
5
1
)拙
稿
「
国
連
国
際
動
産
売
買
統
一
法
条
約
の
意
義
と
限
界
~
私
法
統
一
の
一
特
殊
形
態
で
あ
る
任
意
法
的
統
一
の
視
角
か
ら
〔
上
〕
．
〔
下
〕
」

国
際
商
事
法
務
二

0
巻
八
・
九
号
(
-
九
九
二
）
参
照
。

六
四

（
六
四
）




