
第
一
章
問
題
の
設
定

第
二
章
性
質
決
定
の
理
論
状
況
と
そ
の
批
判
的
考
察

第
一
節
わ
が
国
に
お
け
る
普
遍
主
義
の
強
調
と
R
a
b
e
l

の
性
質
決
定
理
論

第

一

項

序

論

第
二
項

R
a
b
e
l

の
性
質
決
定
理
論
に
つ
い
て

第
三
項
国
際
私
法
規
範
の
法
廷
地
実
質
法
に
対
す
る
独
自
性
に
つ
い
て

第
四
項
日
本
に
お
け
る
教
科
書
的
記
述
に
つ
い
て
の
疑
問

第
二
節
実
践
論
と
し
て
の
法
廷
地
国
際
私
法
独
自
説

第
三
節
現
在
の
状
況

第
四
節
各
国
の
状
況
（
学
説
を
中
心
と
し
て
）

第
五
節
現
在
の
世
界
的
な
理
論
状
況
と
わ
が
国
に
お
け
る
今
後
の
課
題

（
以
上
、
本
号
）

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

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

ー
法
適
用
の
現
状
に
対
す
る
理
論
的
対
応
I

率
膵 l

藤

国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

一
五
〇

窃
早ノ

（
一
三
六
四
）



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
日

圃
様
々
な
種
類
の
統
一
法
の
成
立
に
よ
る
状
況
の
変
化

(
5
)
 

特
に
契
約
準
拠
法
の
決
定
に
関
し
、
今
日
d
e
p
e
c
a
g
e
を
許
容
す
る
立
場
が
支
配
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

ま
た
、
法
廷
地
の
あ
る
種
の
強
行
法
規
が
準
拠
法
の
如
何
を
問
わ
ず
適
用
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
広
く
認
識
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
れ

は
理
論
的
段
階
に
留
ま
ら
ず
実
定
的
な
形
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
第
三
国
に
属
す
る
場
合
に
す
ら
そ
の
適
用
を
考
え
よ

(
6
)
 

う
と
す
る
立
場
も
力
を
得
つ
つ
あ
る
。

更
に
、
特
に
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
に
よ
る
細
目
化
さ
れ
た
範
囲
で
の
多
く
の
統
一
国
際
私
法
の
成
立
や
、
実
質
法
統
一
に
お
け
る
多

伺

L
o
i
d
e
 police, $\lt:#:1~ 

の
特
別
連
結

(i) 

分
割
指
定
(
d
e
p
e
c
;
a
g
e
)

が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

し
か
し
、
こ
う
し
た
大
ま
か
な
性
質
決
定
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
大
ま
か
な
法
適
用
は
、
今
日
で
は
多
く
の
問
題
の
出
現
に
よ
り
実
現

の
考
え
が
存
在
し
て
い
る
。

第
一
章

問
題
の
設
定

一五

（
一
三
六
五
）

わ
が
国
の
現
行
国
際
私
法
の
大
部
分
を
し
め
る
法
例
に
お
い
て
、
性
質
決
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
大
ま
か
で
包
括
的
な
も
の
と
し
て

規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
学
説
上
も
そ
う
し
た
立
法
政
策
は
基
本
的
に
支
持
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
法

(2) 

例
の
条
文
内
で
「
百
般
の
渉
外
的
生
活
関
係
は
悉
く
」
規
律
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
の
考
え
、
す
な
わ
ち
国
際
私
法
規
範
は
自
己
完
結
的

(
3
)

（

4
)
 

で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
と
、
不
必
要
な
分
断
と
そ
れ
か
ら
生
じ
る
複
雑
な
適
応
問
題
を
避
け
る
た
め
と
い
う
少
な
く
と
も
二
つ



第
四
三
巻
第
四
号

く
の
万
民
法
型
統
一
法
の
成
立
が
、
従
来
の
国
際
私
法
シ
ス
テ
ム
と
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
準
拠
実
質
法
と
の
関
係
に
お

い
て
、
法
適
用
の
状
況
を
非
常
に
入
り
組
ん
だ
も
の
へ
と
変
化
さ
せ
て
き
て
い
る
。

そ
う
し
た
こ
と
の
結
果
、
更
に
、
条
約
ど
う
し
が
抵
触
す
る
と
い
う
状
況
も
生
じ
て
お
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
理
論
的
手
当
を
試
み

(
7
)
 

る
研
究
が
新
た
に
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
変
化
を
う
け
て
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
の
国
際
私
法
学
に
お
い
て
と
ら
れ
て
き
た
性
質
決
定

に
関
す
る
理
論
が
、
新
た
な
状
況
に
対
応
す
る
に
は
最
早
十
分
な
も
と
は
い
え
な
い
と
の
認
識
に
立
ち
、
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
を
試

み
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
既
存
の
理
論
を
否
定
す
る
こ
と
か
ら
新
た
な
出
発
を
な
す
こ
と
を
企
図
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
日
本

の
学
説
が
性
質
決
定
理
論
と
し
て
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
再
吟
味
し
理
論
の
純
化
と
精
密
化
を
押
し
進
め
る
こ
と
で
、
そ
の
発
展

的
な
継
承
を
目
指
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
お
い
て
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
事
実
認
識
の
過
ち
ゃ
理
論
的
な

矛
盾
に
対
し
て
は
、
鋭
い
批
判
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
真
摯
な
議
論
が
到
達
し
た
価
値

の
あ
る
共
通
認
識
は
最
大
限
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
理
論
の
未
来
を
開
く
た
め
に
最
も
信
頼
で
き
る
視
角
と
技
術
を
提
供

し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

今
日
そ
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
前
述
の
よ
う
な
諸
現
象
が
、
す
べ
て
国
際
私
法
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考

え
が
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
必
ず
次
の
よ
う
な
前
提
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し

た
現
象
の
目
新
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
私
法
学
は
、
こ
れ
ま
で
に
構
築
し
て
き
た
理
論
体
系
を
根
本
的
に
変
更
す
る
こ
と
な
し
に

そ
れ
ら
を
自
己
の
理
論
体
系
の
中
に
包
摂
し
理
論
的
対
応
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
か
る
べ
き
法
的
規
律
を
及
ぼ
す
こ
と
の
で
き
る
潜

的
詞
に
よ
る
条
約
の
抵
触
問
題
の
浮
上

関
法

一
五

（
一
三
六
六
）



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
日

第

一

項

序

論

第
一
節
わ
が
国
に
お
け
る
普
遍
主
義
の
強
調
と

R
a
b
e
l
の
性
質
決
定
理
論

第
二
章

（
一
三
六
七
）

―
つ
は
、
国
際
私
法
独
自
説
を

以
上
の
よ
う
な
認
識
か
ら
、
理
論
的
検
討
は
次
の
順
序
で
行
う
。
第
二
章
に
お
い
て
は
、
性
質
決
定
に
つ
い
て
の
日
本
に
お
け
る
理
論

的
状
況
を
明
確
に
し
、
受
け
継
ぐ
べ
き
点
と
修
正
す
べ
き
点
を
分
析
す
る
。
第
三
章
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
考
察
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で

の
理
論
の
成
果
を
承
継
し
つ
つ
再
構
成
さ
れ
た
性
質
決
定
に
つ
い
て
の
一
般
理
論
を
明
確
な
形
で
提
示
す
る
。
第
四
章
に
お
い
て
は
、
そ

う
し
た
性
質
決
定
の
理
論
が
、
こ
れ
か
ら
の
国
際
的
私
法
の
適
用
に
お
い
て
特
に
多
く
の
場
面
で
困
難
な
理
論
的
問
題
を
生
ず
る
と
思
わ

れ
る
「
性
質
決
定
の
競
合
の
問
題
と
し
て
の
抵
触
規
範
の
競
合
」
の
問
題
に
、
具
体
的
に
ど
う
対
応
で
き
る
の
か
を
、
各
論
的
考
察
の
一

例
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
第
五
章
に
お
い
て
は
、
本
稿
が
国
際
私
法
学
全
体
に
対
し
て
行
っ
た
個
別
的
な
問
題
提
起
を
、
総
論
的
立
場
か

ら
再
度
自
己
批
判
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
た
な
進
路
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

性
質
決
定
の
理
論
的
状
況
と
そ
の
批
判
的
考
察

日
本
の
国
際
私
法
の
教
科
書
的
記
述
に
お
い
て
は
、

mR
a
b
e
ー
が
性
質
決
定
に
関
す
る
理
論
と
し
て
の
国
際
私
法
独
自
説
を
提
唱

(
8
)
 

し
、
②
わ
が
国
に
お
い
て
そ
れ
が
通
説
的
地
位
を
占
め
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
①
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
異
論
な

＜
承
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
つ
の
点
で
非
常
に
疑
問
で
あ
る
。

「
法
律
関
係
の
性
質
決
定
は
、
法
廷
地
の
実
質
法
か
ら
独
立
し
て
、
国
際
私
法
自
体
の
立
場
に
お
い
て
独
自
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

(
9
)
 

な
い
」
と
す
る
理
論
的
立
場
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

R
a
b
e
一
説
を
そ
の
よ
う
な
理
論
で
あ
る
と
既
定
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
疑
問
で
あ

在
的
能
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。

一五―――



を
形
成
す
る
た
め
に
、
比
較
法
的
方
法
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。

る
こ
と
に
よ
り
彼
自
身
の
主
張
の
主
眼
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
四
三
巻
第
四
号

(10) 

り
、
二
つ
目
は
そ
う
し
た
意
味
で
の
国
際
私
法
独
自
説
を
明
確
に
提
唱
し
た
最
初
の
人
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
立
場
の
代
表
者
と

R
a
b
e
l

の
性
質
決
定
に
関
す
る
理
論
の
核
が
、
「
国
際
私
法
と
実
質
法
の
峻
別
」
つ
ま
り
国
際
私
法
規
範
の
実
質
法
規
範
に
対
す

(11) 

る
独
自
性
の
強
調
に
あ
る
と
す
る
の
が
、
現
在
の
日
本
の
学
説
の
通
説
的
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
疑
問
が
多
い
。

ま
ず
、

R
a
b
e
l
の
主
張
の
主
眼
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
私
見
は
、
こ
れ
を
む
し
ろ
「
比
較
法
に
示
唆
を
得
て
探
究
さ
れ
る
ぺ
き
全
て
の
国

(12) 

家
法
に
対
し
て
有
効
な
よ
り
抽
象
的
な
概
念
」
を
性
質
決
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
す
る
こ
と
の
提
唱
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

国
際
私
法
規
範
の
実
質
法
に
対
す
る
独
自
性
は
、
当
時
、
す
で
に
多
く
の
学
者
に
よ
り
承
認
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ

の
考
え
が
R
a
b
e
l
の
学
説
を
展
開
す
る
基
礎
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
R
a
b
e
l
に
よ
る
新
た
な
指
摘
で
あ

り
彼
の
説
の
主
眼
で
あ
る
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
論
証
を
試
み
る
。

R
a
b
e
l

の
主
張
の
主
眼
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
知
る
に
は
、
彼
自
身
の
意
見
に
よ
る
の
が
最
も
正
確
で
あ
ろ
う
。

R
a
b
e
l
は
一
九

(13) 

三
一
年
R
a
b
e
l
雑
誌
に
「
性
質
決
定
の
課
題
」
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
更
に
、
一
九
三
三
年
に
同
趣
旨
の
論
文
を
フ
ラ
ン
ス

(14) 

語
で
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
、
彼
は
そ
の
冒
頭
の
部
分
で
彼
自
身
の
見
解
の
特
徴
を
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
こ
の
部
分
を
訳
出
す

彼
が
主
張
の
特
徴
と
し
て
第
一
に
強
調
す
る
の
は
、
ど
の
内
国
実
質
法
秩
序
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
、
性
質
決
定
の
た
め
の
抽
象
的
概
念

「
1
．
こ
れ
ま
で
性
質
決
定
問
題
に
つ
い
て
特
に
二
つ
の
理
論
が
存
在
し
て
い
た
。
第
一
は
、
法
制
度
の
性
格
を
、
抵
触
規
範
の
た
め

第
二
項

R
a
b
e
l
の
性
質
決
定
論
に
つ
い
て

し
て
、

R
a
b
e
l
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
疑
問
で
あ
る
。

関
法

一
五
四

（
一
三
六
八
）



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

一
五
五

（
一
三
六
九
）

に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
法
廷
地
法

(lex
fori)
に
従
い
決
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
抵
触
規
定
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
支
配
的
な

意
見
で
あ
る
。
第
二
は
、
支
持
者
は
よ
り
少
な
い
が
、
抵
触
規
定
に
よ
り
定
ま
る
準
拠
法
を
優
先
す
る
。
私
は
、
こ
の
二
つ
の
考
え
は
正

し
く
な
い
と
考
え
る
。
ま
ず
、
将
来
の
、
望
ま
し
い
国
際
私
法
に
関
し
て
は
、
抵
触
規
定
に
よ
り
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
の
定
義
を
汲
み

取
る
の
は
一
っ
の
定
め
ら
れ
た
法
制
度
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
と
は
反
対
に
、
法
廷
地
の
内
国
法
の
概
念
や
ど
の
内
国
法

の
概
念
と
も
同
じ
で
な
い
特
別
の
概
念
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
国
の
国
内
法
制
に
お
け
る
通
常
の
概
念
と
密
接

に
結
ぴ
つ
い
て
い
る
規
定
を
有
す
る
現
実
の
国
際
私
法
に
お
い
て
す
ら
、
こ
う
し
た
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
比
較
法
の
成
果
か
ら
示
唆
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
文
明
国
の
諸
制
度
が
非
常
な
多
様
性
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
全
て
の
国
家
法
に
と
っ
て
有
効
な
よ
り
抽
象
化
さ
れ
た
概
念
を
形
成
す
る
の
に
十
分
な
ほ
ど
集
合
し
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ

れ
に
示
し
て
い
る
。
比
較
法
の
方
法
は
、
実
際
、
全
て
の
性
質
決
定
の
問
題
を
解
決
す
る
ほ
ど
十
分
で
は
な
い
。
そ
の
問
題
が
、
法
廷
地

の
法
制
度
と
抵
触
規
範
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
法
制
度
と
の
違
い
が
大
変
大
き
く
、
相
反
す
る
見
解
の
間
の
和
解
が
全
く
不
可
能
に
思
え
る

よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
正
に
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
事
実
に
も
関
わ
ら
ず
、
私
が
提
案
し
た
い
方
法
〔
比
較
法
的
方
法
ー

筆
者
〕
に
失
望
す
る
必
要
は
少
し
も
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
か
ら
形
成
さ
れ
る
べ
き
抵
触
法
は
、
社
会
生
活
に
お
け
る
不
均
質
な
現
象

を
支
配
す
る
た
め
に
、
立
法
者
が
用
い
る
全
て
の
方
法
を
利
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
抵
触
法
は
、
原
則
を
定
め
る
と
同
時
に
例
外
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
方
法
の
選
択
に
お
け
る
自
由
さ
こ
そ
、
抵
触
法
の
最
も
望
ま
し
い
性
質
、
す
な
わ
ち
そ
の

(15) 

実
践
に
役
立
つ
性
質
を
確
立
し
保
証
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
と
私
は
思
う
」
。

そ
し
て
、
次
に
そ
う
し
た
見
解
を
と
る
た
め
の
基
本
的
前
提
と
し
て
の
内
国
実
質
法
と
抵
触
法
と
の
明
確
な
区
別
の
必
要
が
示
さ
れ
る
。

「

2
．
こ
の
よ
う
な
見
解
を
と
る
た
め
に
は
、
抵
触
法
が
法
廷
地
の
内
国
法
制
度
と
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
学



法
を
定
め
る
こ
と
の
み
が
目
的
で
あ
る
。

第
四
三
巻
第
四
号

説
は
、
再
三
再
四
、
内
国
法
と
抵
触
法
と
の
機
能
の
違
い
を
強
調
し
て
き
た
。
特
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
混
乱
を

避
け
る
た
め
に
用
語
法
が
工
夫
さ
れ
て
き
た
。
最
も
広
義
で
の
法
廷
地
法
と
い
う
用
語
は
、
裁
判
官
が
適
用
す
べ
き
国
家
法
の
全
て
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
明
確
に
区
別
す
べ
き
二
つ
の
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
。

（
一
三
七
0
)

―
つ
は
内
国
立
法
legislation
interne
、
す
な
わ
ち
、

民
法
典
に
含
ま
れ
る
い
ろ
い
ろ
な
法
制
度
に
つ
い
て
の
諸
規
定
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
種
の
規
定
を
「
実
質
法
S
a
c
h
n
o
r
m
e
n
」
と

呼
ぶ
。
こ
の
表
現
は
多
分
(
(
n
o
r
m
e
s
materielles))
と
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
規
定
の
目
的
は
あ

る
分
野
に
つ
い
て
の
異
な
っ
た
法
律
の
管
轄
を
定
め
る
の
が
目
的
で
は
な
く
、
そ
の
規
制
の
最
終
結
果
自
体
を
定
め
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

他
方
は
、
ド
イ
ツ
で
は
(
(
K
o
l
l
i
s
i
o
n
s
n
o
r
m
e
n
)
)
あ
る
い
は
時
と
し
て
(
(
G
r
e
n
z
n
o
r
m
e
n
)
)
と
呼
ば
れ
る
抵
触
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

法
律
関
係
を
決
定
的
に
規
律
す
る
の
が
目
的
で
は
な
く
、
裁
判
官
が
下
す
べ
き
解
決
の
た
め
に
適
用
さ
れ
る
実
質
規
定
を
提
供
す
る
準
拠

条
文
の
解
釈
に
お
い
て
今
日
と
ら
れ
て
い
る
目
的
論
的
解
釈
の
方
法
に
よ
り
、
こ
の
二
種
類
の
規
範
の
機
能
の
違
い
が
、
た
と
え
立
法

者
が
同
じ
表
現
を
そ
こ
に
用
い
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
廷
地
法
の
こ
の
二
つ
の
分
野
の
た
め
に
解
釈
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
特
別

の
概
念
を
形
成
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
人
や
財
産
の
国
際
的
交
通
の
特
別
な
必
要
に
導
か
れ
る
抵
触
規
範
の
解
釈
が
、
法
廷
地
内
国
法

の
概
念
の
継
承
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
吟
味
す
べ
き
事
実
に
よ
っ
て
問
題
と
な
る
、
準
拠
法
と
さ
れ
る
他
国
の
法
制

(16) 

度
を
考
慮
に
い
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。

そ
し
て
、
彼
の
法
規
範
の
構
造
に
つ
い
て
の
考
え
と
、
理
論
の
展
開
の
順
序
が
示
さ
れ
る
。

「
3
．
最
後
に
、
私
の
考
え
を
示
し
た
方
法
を
よ
り
よ
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
法
規
範
の
構
造
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
学
者
の
考

え
を
知
る
こ
と
が
更
に
必
要
で
あ
る
。
法
規
範
は
、
言
葉
の
論
理
的
な
意
味
に
お
け
る
一
っ
の
結
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
前
提
、
そ
の

関
法

一
五
六



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
日

私
は
試
み
た
。

一
五
七

適
用
が
依
拠
す
る
と
こ
ろ
の
諸
要
件
（
第
一
の
要
素
）
を
有
し
て
お
り
、
法
規
範
は
そ
こ
か
ら
効
果
（
第
二
の
要
素
）
を
導
き
出
す
。
そ

れ
は
、
訴
訟
過
程
に
お
い
て
、
裁
判
官
が
行
う
の
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
操
作
で
あ
る
。
裁
判
官
は
事
実
を
与
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
効
果
を

引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
判
決
を
下
す
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
用
語
が
、
あ
る
規
範
の
「
構
成
要
件
T
a
t
b
e
s
t
a
n
d
」
つ
ま
り
文
字
通
り
に

翻
訳
す
れ
ば
etat
d
e
 fait 
(
こ
の
表
現
は
判
決
に
お
け
る
理
論
か
ら
借
用
し
た
）
と
、
「
法
律
効
果
」
つ
ま
り
議
論
の
帰
結
と
し
て
規
範

あ
る
い
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
法
的
な
結
果
と
を
区
別
す
る
の
と
も
同
様
で
あ
る
。
規
範
の
第
一
の
要
素
を
、
規
範
の
対
象
、

又
は
規
範
の
規
律
対
象
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
、
規
範
の
範
囲
を
画
す
る
と
こ
ろ
の
適
用
の
条
件
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
抵
触
規
範
の
意
味
を
捉
え
る
た
め
に
、
そ
し
て
そ
の
機
能
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
の
法
規
範
の
分
析
方
法
の
利
用
を

4
．
従
っ
て
、
私
の
研
究
の
第
一
部
（
1
．
抵
触
規
範
に
含
ま
れ
る
規
律
の
対
象
）
に
お
い
て
、
私
は
抵
触
規
範
の
諸
前
提
は
本
当
に

様
々
な
法
制
度
で
あ
る
の
か
、
例
え
ば
抵
触
規
範
が
そ
の
規
律
の
も
と
に
お
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
婚
姻
、
不
動
産
、
債
権
、
相
続
」

と
い
っ
た
法
制
度
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
調
べ
る
。
規
律
の
対
象
で
あ
る
前
提
は
社
会
生
活
に
お
け
る
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
法
的
な
刻
印
を
押
さ
れ
た
も
の
と
過
大
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
。
性
質
決
定
の
問
題
と
題
さ
れ
た
第
二
章
に
お
い
て
、
よ
り
詳
し

く
批
判
さ
れ
る
法
廷
地
法
説
を
扱
い
、
私
の
理
論
と
の
違
い
を
示
す
。
第
三
の
部
分
の
目
的
は
、
「
支
配
的
な
学
説
の
そ
れ
自
身
に
よ
る

修
正
の
試
み
」
で
あ
る
。
実
際
、
支
配
的
な
学
説
は
す
で
に
抵
触
規
範
の
法
概
念
の
中
に
法
廷
地
の
制
度
だ
け
で
は
な
く
、
外
国
の
法
制

度
に
お
け
る
そ
の
制
度
に
対
応
す
る
も
の
や
類
似
す
る
も
の
を
包
摂
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
。
私
が
証
明
し
た
い
の
は
、
法
廷
地
法

説
の
弁
護
者
が
よ
く
対
応
す
る
制
度
や
類
似
の
制
度
を
も
、
彼
等
に
よ
れ
ば
法
廷
地
法
と
同
一
で
あ
る
と
こ
ろ
の
抵
触
規
範
の
概
念
に
含

ま
せ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
等
の
基
本
的
な
概
念
と
両
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
国
際
私
法
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
に
十
分
で
は
な

（―-―-七一）



国
際
私
法
規
範
の
法
廷
地
実
質
法
規
範
に
対
す
る
独
自
性
に
つ
い
て

第
四
三
巻
第
四
号

（
一
三
七
二
）

い
。
第
四
の
部
分
（
抵
触
規
範
の
目
的
と
外
国
法
制
度
の
概
念
と
の
関
係
）
に
お
い
て
、
抵
触
規
範
の
対
象
の
決
定
に
つ
い
て
の
外
国
法

に
お
け
る
概
念
の
役
割
を
よ
り
詳
し
く
探
求
す
る
。
続
い
て
、
「
抵
触
規
範
が
あ
る
法
を
適
用
せ
よ
と
い
う
こ
と
の
中
に
含
ま
れ
る
命
令
」

と
い
う
題
の
下
に
、
私
は
抵
触
規
範
に
よ
り
外
国
の
法
制
度
の
ど
の
部
分
が
援
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
む
。
そ
れ
は
、
そ

の
抵
触
規
定
が
そ
の
た
め
に
存
在
す
る
特
定
の
対
象
に
関
す
る
準
拠
法
の
部
分
の
み
で
は
な
く
て
、
公
法
を
も
含
む
外
国
の
法
制
度
全
体

で
あ
る
と
信
じ
る
。
私
が
抵
触
規
範
の
対
象
の
決
定
に
関
し
て
強
調
し
た
の
と
正
に
同
じ
視
点
で
あ
る
。
国
際
私
法
の
理
論
と
実
践
に
過

度
の
制
限
を
課
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
任
務
は
非
常
に
異
例
で
そ
し
て
非
常
に
広
範
で
あ
る
の
で
、
そ
の
条
文
の
形
成
と
解
釈
に
お
い

て
大
き
な
自
由
を
要
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に

W
章
及
び
＞
章
に
お
い
て
、
こ
の
主
題
に
関
し
て
学
説
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
き
た
様
々

な
種
類
の
例
を
調
べ
る
。
最
後
に
、
最
終
章
に
お
い
て
私
の
主
要
な
成
果
の
小
さ
な
ま
と
め
と
抵
触
法
の
完
成
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の

(17) 

指
摘
を
行
う
。
」

以
上
の
部
分
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

R
a
b
e
l

の
性
質
決
定
論
に
お
け
る
主
張
の
重
心
は
、
性
質
決
定
の
た
め
の
特
別
な
概
念
を
形
成

す
る
た
め
に
比
較
法
的
方
法
を
活
用
す
る
と
い
う
点
の
方
に
お
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
方
法
論
を
採
用
す
る
こ

と
の
前
提
と
し
て
、
す
で
に
当
時
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
法
廷
地
実
質
法
と
抵
触
法
の
明
確
な
区
別
の
必
要
性
、

す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
学
説
の
表
現
に
よ
る
と
こ
ろ
の
「
国
際
私
法
の
独
自
性
」
が
あ
ら
た
め
て
強
調
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

R
a
b
e
l
説
が
、
性
質
決
定
に
つ
い
て
比
較
法
的
方
法
の
導
入
を
目
指
し
て
い
た
点
を
抜
き
に
し
て
語
れ
な
い
こ
と
は
、
多

(18) 

数
の
諸
外
国
の
国
際
私
法
に
関
す
る
書
物
が
示
す
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

第
三
項日

本
に
お
け
る
現
在
の
国
際
私
法
の
教
科
書
に
よ
れ
ば
、
国
際
私
法
独
自
説
に
よ
り
痛
烈
に
批
判
さ
れ
る
立
場
と
し
て
「
法
律
関

関
法

一
五
八



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
日

る
と
思
わ
れ
る
。

一
五
九

係
の
性
質
決
定
は
法
廷
地
法
、
す
な
わ
ち
法
廷
地
の
実
質
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
い
わ
ゆ
る
法
廷
地
法
説
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

(19) 

そ
の
主
張
者
と
し
て
K
a
h
n
と
B
a
r
t
i
n
の
名
が
ほ
と
ん
ど
例
外
な
し
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
問
題
が
あ

抵
触
規
範
上
の
概
念
が
法
廷
地
実
質
法
の
も
の
と
異
な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
法
廷
地
法
説
の
始
祖
と
さ
れ

る
K
a
h
n
自
身
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

R
a
b
e
l
自
身
も
自
説
の
こ
の
部
分
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
K
a
h
n
の
見
解
を
援
用
し

(20) 

て
い
る

~
K
a
h
nは
、
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
我
々
は
、
外
国
の
国
際
私
法
規
範
を
問
題
に
す
べ
き
で
は
な
い
。
我
々
は
、
我
々
の
法
秩
序
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
国
際
私
法
規
範

を
、
専
ら
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
我
々
の
、
外
国
に
お
け
る
法
規
範
及
ぴ
法
律
関
係
の
検
討
は
、
従
っ
て
、
そ
れ
ら
の
本
質
W
e
s
e
n
が、

見
出
さ
れ
る
国
際
私
法
規
範
の
範
囲
内
に
包
摂
さ
れ
る
か
否
か
、
に
つ
い
て
の
み
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
際
私
法
規

範
の
発
見
と
そ
の
適
用
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
発
見
の
た
め
に
は
、
我
々
は
、
内
国
法
秩
序
と
、
我
々
の
法
規
範
の
意
味
と

内
容
と
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
に
尽
き
る
。
適
用
の
た
め
に
は
、
考
慮
の
対
象
と
な
る
外
国
の
法
規
範
の
意
味
と
性
格
を

調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
法
規
範
自
身
が
適
用
さ
れ
た
い
と
欲
し
て
い
る
か
否
か
に
基
づ
い
て
で
は
な
く
、

た
だ
、
我
々
の
当
該
国
際
私
法
規
範
が
、
我
々
の
立
法
者
の
意
思
と
し
て
対
応
し
て
い
る
と
認
識
し
た
と
こ
ろ
の
法
律
関
係
に
と
っ
て
、

外
国
の
当
該
法
規
範
が
内
的
に
同
質
で
あ
る
か
否
か
の
み
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
内
的
に
同
質
で
あ
る
と
は
、
外
国
の
当
該
法
規
範
が
、

そ
の
核
K
e
r
n
に
お
い
て
同
様
の
法
律
関
係
に
妥
当
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
行
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
法
律

関
係
の
外
国
に
お
け
る
相
違
の
状
況
、
す
な
わ
ち
外
国
の
法
規
範
の
傾
向
か
ら
、
そ
の
法
的
関
係
に
た
い
し
て
我
々
が
導
く
の
と
は
別
の

(21) 

「
座
席
Sitz
」
が
導
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
す
ら
、
そ
う
で
あ
る
。
」

（
一
三
七
三
）
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（
一
三
七
四
）

K
a
h
n
の
こ
の
部
分
の
見
解
は
、
国
際
私
法
規
範
の
独
自
性
を
十
分
認
識
し
た
上
で
、
さ
ら
に
準
拠
法
中
の
法
制
度
上
の
ラ
ベ
ル
に
こ

だ
わ
ら
ず
、
そ
の
「
核
」
に
お
け
る
同
質
性
を
要
求
す
る
の
み
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
後
で
取
り
上
げ
る
久
保
教
授
の

見
解
や
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
等
に
お
け
る
法
廷
地
法
説
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
段
階
に
す
で
に
到
達
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

B
a
r
t
i
n
も、

K
a
h
n
と
比
較
す
れ
ば
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
彼
の
主
張
中
に
お
い
て
一
定
の
国
際
私
法
の
独
自
性
を
認
め

こ
れ
ま
で
B
a
r
t
i
n
説
が
法
廷
地
実
質
法
説
と
し
て
整
理
さ
れ
て
き
た
際
に
、
彼
の
著
名
な
論
文
で
あ
る
「
法
抵
触
の
完
全
な
消
滅
に

(22) 

至
る
こ
と
の
不
可
能
性
」
(
-
八
九
七
）
に
お
い
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
二
つ
の
例
を
引
合
い
に
出
し
た
上
で
そ
れ
が
法
廷
地
実
質
法
に

よ
っ
た
解
決
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
性
質
決
定
に
関
す
る
理
論
を
単
純
に
法
廷
地
実
質
法
に
基
づ
く
立
場
で
あ
る
と
し
て
き

(23) 

た
よ
う
で
あ
る
。

B
a
r
t
i
n
は
、
国
際
私
法
規
範
は
国
家
の
主
権
の
制
限
か
ら
生
ま
れ
る
が
、
そ
の
制
限
は
国
家
が
欲
し
た
か
ら
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
正

し
い
と
信
じ
た
か
ら
受
け
入
れ
た
と
す
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
課
す
る
よ
う
な
超
国
家
的
な
存
在
が
実
在
し
な
い
の
で
、
「
国
家
自
身
が
、

そ
の
国
と
同
等
で
同
じ
性
質
で
あ
る
と
判
断
す
る
と
こ
ろ
の
主
権
を
与
え
ら
れ
た
全
て
の
国
家
に
と
っ
て
理
想
的
で
あ
る
よ
う
に
国
際
私

(24) 

法
規
範
を
そ
の
国
自
身
の
た
め
に
定
め
る
」
。
国
際
私
法
を
単
に
一
国
の
国
内
法
に
過
ぎ
な
い
と
B
a
r
t
i
n
が
考
え
て
い
た
と
す
る
の
は
、

(25) 

単
純
化
し
す
ぎ
で
あ
る
。

「
法
廷
地
法
に
よ
る
性
質
決
定
の
定
式
と
そ
れ
が
表
明
す
る
規
則
は
、
結
局
、
外
国
の
法
律
が
あ
る
制
度
に
対
し
て
無
理
な
性
質
決
定
を

な
す
こ
と
に
よ
り
、
自
国
抵
触
法
の
規
定
を
表
明
す
る
こ
と
の
自
由
原
則
の
制
度
を
恣
意
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、
そ
の
こ
と
に
よ

更
に
、
彼
は
以
下
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

て
い
た
と
思
わ
れ
る
点
が
あ
る
。

関
法

一
六
〇



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

私
が
擁
護
す
る
公
式
の
意
味
に
つ
い
て
の
、
ま
さ
に
こ
の
恣
意
的
な
拡
張
に
対
し
て
こ
そ
、
い
ま
私
は
反
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
の
考
え
に
お
い
て
、
法
廷
地
が
規
律
す
る
領
域
で
生
じ
た
紛
争
が
生
ぜ
し
め
た
法
律
関
係
に
つ
い
て
、
法
廷
地
法
に
そ
れ
を
気
の
向
く

ま
ま
に
性
質
決
定
す
る
権
利
を
認
め
る
べ
き
だ
な
ど
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
な
の
は
、
明
白
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
許
容

は
、
国
際
私
法
の
否
定
に
等
し
い
。
何
故
な
ら
、
国
家
は
、
自
ら
採
用
し
た
抵
触
規
則
と
自
身
固
有
の
主
権
に
課
し
た
制
限
の
効
果
を
回

避
し
よ
う
と
望
め
ば
、
そ
こ
に
尽
き
る
こ
と
の
な
い
繁
殖
の
源
泉
を
み
い
だ
す
で
あ
ろ
う
か
ら
だ
。
性
質
決
定
の
理
論
は
、
幸
に
も
、
国

(26) 

家
に
そ
の
義
務
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
手
段
を
供
給
す
る
も
の
で
は
な
い
」

を
常
に
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

一
六

り
何
等
関
係
の
な
い
法
律
関
係
に
そ
の
領
域
を
広
げ
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
時
、
法
廷
地
法
は
、
意
図
的
に
不

明
確
に
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
性
質
決
定
を
修
正
す
る
た
め
介
入
し
、
争
点
と
な
っ
て
い
る
当
該
制
度
に
法
廷
地
法
自
身
が
与
え
て
い
る
概

念
と
比
較
す
る
こ
と
に
拠
っ
て
の
み
明
確
に
そ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
も
し
、
反
対
に
外
国
法
が
そ
の
制
度
を
正
し

く
性
質
決
定
し
た
と
し
た
ら
ど
う
か
？
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
も
し
外
国
法
が
法
廷
地
法
と
同
様
の
理
解
に
従
っ
て
そ
の
制
度
を
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
く
性
質
決
定
し
た
な
ら
ば
、
法
廷
地
法
に
よ
る
性
質
決
定
の
定
式
は
、
法
廷
地
法
が
自
ら
が
定
め
る
国
際
私
法
の
規
則
の
利
益

に
お
い
て
、
自
国
国
際
私
法
の
利
益
の
た
め
に
当
該
制
度
を
恣
意
的
に
排
除
す
る
目
的
で
そ
の
性
質
決
定
を
拒
絶
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と

は
全
く
意
図
し
て
い
な
い
。
も
し
、
私
が
擁
護
す
る
公
式
が
そ
の
結
果
を
必
然
的
に
導
く
と
し
た
な
ら
、
私
は
善
を
悪
に
置
き
換
え
た
こ

と
を
自
ら
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
外
国
法
は
そ
の
範
囲
を
悪
意
で
拡
張
す
る
に
あ
た
り
乗
り
越
え
難
い
障
害
物
に

い
つ
も
突
き
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
法
廷
地
法
も
自
ら
が
認
め
る
国
際
私
法
の
規
則
の
意
義
を
悪
意
で
制
限
す
る
た
め
に

そ
し
て
法
廷
地
法
が
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
外
国
に
対
し
て
な
し
た
委
譲
の
各
々
に
つ
い
て
部
分
的
に
引
き
下
げ
る
た
め
に
、
適
し
た
手
続

（―-―-七五）
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つ
ま
り
、

B
a
r
t
i
n
は
、
法
廷
地
国
際
私
法
に
よ
る
自
国
法
の
適
用
領
域
拡
張
の
た
め
の
身
勝
手
な
性
質
決
定
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る

(27) 

わ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
彼
が
国
際
私
法
の
根
拠
と
す
る
「
法
の
理
性
r
a
i
s
o
n
d
e
 d
r
o
i
t
」
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
彼
は
、
国
際
私
法
が
実
質
法
と
は
別
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
は
十
分
に
理
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
し
、
法
廷
地
実
質
法
に
よ
る
性

質
決
定
を
絶
対
の
基
準
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
以
上
の
著
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
が
法
廷
地
実
質
法
が
性
質
決
定

の
基
準
で
あ
る
と
考
え
た
の
は
、
国
際
私
法
を
自
国
実
質
私
法
の
適
用
範
囲
を
画
す
る
基
準
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
の
帰
結
で
あ
り
、
そ

(28) 

れ
に
尽
き
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
国
際
私
法
の
独
自
性
を
強
調
す
る
点
に
つ
い
て
は
、

R
a
b
e
l
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
性
質
決
定
に
つ
い
て
の
見
解
を
表
明

(29)

（

30)

（

31)

（

3

2

)

(

3

3

)

 

し
て
い
る
A
g
o
、
B
e
c
k
e
t
t
、
F
a
l
c
o
n
b
r
i
d
g
e
、
R
a
a
p
e
等
の
名
前
を
無
視
し
て
、

R
a
b
e
l

の
み
を
国
際
私
法
独
自
（
自
体
）
説
の
創
唱
者
と

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

R
a
b
e
一
説
は
国
際
私
法
独
自
説
と
い
う
言
葉
で
整
理
す
る
の
は
不
当
で
あ
り
、
そ
の
主
張
の
重
要

な
部
分
を
逃
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
あ
え
て
、
彼
の
説
を
名
付
け
る
の
な
ら
「
比
較
法
的
方
法
よ
り
得
ら
れ
た
国
際
私
法
独
自
の
普
遍

的
な
概
念
に
よ
る
性
質
決
定
理
論
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
彼
の
主
張
は
、
国
際
私
法
は
本
来
世
界
的
に
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

す
る
普
遍
王
義
の
立
場
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
法
廷
地
の
法
秩
序
の
中
に
お
け
る
国
際
私
法
と
実
質
法
と
の
区
別
を
認
め

る
立
場
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
法
廷
地
法
秩
序
内
に
お
け
る
こ
の
区
別
は
、
す
で
に
K
a
h
n
自
身
も
明
確
に
認
め
て
い
た
こ
と
は
前

述
の
と
お
り
で
あ
る
。

R
a
b
e
l

の
性
質
決
定
理
論
は
、

日
本
の
国
際
私
法
学
界
の
主
流
を
な
し
て
き
た
普
遍
主
義
の
立
場
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
わ
が
国

第
四
項
日
本
に
お
け
る
教
科
書
的
記
述
に
つ
い
て
の
疑
問

す
る
の
は
公
平
な
見
方
と
は
思
わ
れ
な
い
。

四
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国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

に
お
い
て
普
遍
王
義
の
立
場
に
立
つ
代
表
的
な
著
作
と
し
て
そ
の
後
の
学
説
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
た
田
中
耕
太
郎
の
『
世
界
法
の
理
論

第
二
巻
』
(
-
九
三
三
）
と
折
茂
豊
の
『
国
際
私
法
の
統
一
性
』
(
-
九
五
五
）
が
、
性
質
決
定
に
関
し
て
R
a
b
e
l
説
を
支
持
し
て
い
る
こ
と

(34) 

が
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(35) 

し
か
し
、

R
a
b
e
l

の
D
a
s
P
r
o
b
l
e
m
 d
e
r
 Q
u
a
l
i
f
i
k
a
t
i
o
n
 
(
一
九
三
一
）
は
、
そ
の
中
で
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
ド

イ
ツ
に
あ
っ
て
制
定
法
に
よ
る
拘
束
が
ま
だ
少
な
い
生
成
段
階
に
あ
る
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
立
法
論
上
の
目
標
は
裁
判
官
に
と
っ
て

(36) 

も
導
き
の
星
と
し
て
役
立
つ
と
い
う
前
提
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
解
釈
論
に
と
ど
ま
ら
ず
立
法
論
的
色
彩
を
強
く
お
び
た
主
張
で

あ
っ
た
。
同
様
に
、
『
世
界
法
の
理
論
』
及
ぴ
『
国
際
私
法
の
統
一
性
』
の
二
著
も
、
そ
れ
自
体
、
日
本
に
お
け
る
現
行
国
際
私
法
の
実

践
的
な
解
釈
論
を
超
え
て
立
法
論
的
・
理
論
的
側
面
に
及
ぶ
主
張
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

実
践
論
と
し
て
の
法
廷
地
国
際
私
法
独
自
説

し
か
し
、
こ
う
し
た
普
遍
主
義
を
強
調
す
る
性
質
決
定
論
の
流
れ
が
、
わ
が
国
の
国
際
私
法
学
に
お
い
て
主
流
と
な
る
一
方
で
、

若
干
色
合
い
の
違
う
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
久
保
岩
太
郎
『
国
際
私
法
構
造
論
』
(
-
九
五
五
）
及
び
三
浦
正
人

「
要
す
る
に
、
法
律
関
係
性
質
決
定
（
間
接
性
質
決
定
）

一六一

の
標
準
と
な
る
法
律
概
念
は
訴
訟
地
の
法
律
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
は
訴
訟
地
の
民
法
（
直
接
法
）
上
の
法
律
概
念
で
は
な
く
、
国
際
私
法
（
間
接
法
）
上
の
法
律
概
念
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
律

関
係
の
性
質
決
定
（
間
接
性
質
決
定
）
は
訴
訟
地
法
に
よ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
訴
訟
地
の
民
法
（
直
接
法
）
に
よ
る
の
で
は
な

久
保
教
授
は
、
性
質
決
定
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
適
応
問
題
の
研
究
』
(
-
九
六
四
）
に
代
表
さ
れ
る
立
場
で
あ
る
。

第
二
節

（―-―-七七）



る。
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く
、
国
際
私
法
（
間
接
法
）
に
よ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
本
説
は
訴
訟
地
法
説
に
属
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
訴
訟
地
の
民
法
上

の
法
律
概
念
と
国
際
私
法
上
の
法
律
概
念
を
峻
別
せ
ざ
る
訴
訟
地
法
説
で
は
な
く
、
こ
れ
を
峻
別
す
る
訴
訟
地
法
説
で
あ
る
。
即
ち
国
際

私
法
上
の
法
律
概
念
は
そ
の
国
際
私
法
自
体
よ
り
し
て
構
成
せ
ん
と
す
る
訴
訟
地
法
説
で
あ
る
。
故
に
前
の
意
味
の
訴
訟
地
法
説
と
区
別

(37) 

せ
ん
と
す
れ
ば
、
新
訴
訟
地
法
説
ま
た
は
修
正
訴
訟
地
法
説
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」

こ
の
立
場
は
、
性
質
決
定
は
ど
こ
か
の
国
の
実
質
法
に
拠
っ
て
な
さ
れ
る
と
は
考
え
ず
、
国
際
私
法
規
範
の
解
釈
の
一
場
面
と
し
て
捉

え
、
国
際
私
法
独
自
の
問
題
と
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
、
確
か
に
国
際
私
法
の
実
質
法
に
対
す
る
独
自
性
を
承
認
し

て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
国
際
私
法
の
独
自
性
は
、
す
で
に
K
a
h
n
も
認
め
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
、

純
粋
に
法
廷
地
の
実
質
法
の
概
念
の
み
に
従
っ
て
性
質
決
定
を
な
す
見
解
の
方
が
極
め
て
稀
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
久
保
説
に
お
い
て
は
、

解
釈
の
対
象
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
「
訴
訟
地
の
国
際
私
法
規
範
」
で
そ
れ
に
尽
き
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
の
点
に
こ
そ
、
そ
の
特
徴
が
あ

従
っ
て
、
久
保
教
授
の
理
論
に
お
い
て
は
、

R
a
b
e
l

の
理
論
や
田
中
教
授
、
折
茂
教
授
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
普
遍
的
な
国
際
私
法
へ
と

少
し
で
も
近
づ
く
こ
と
へ
の
熱
望
は
、
基
本
的
に
存
在
し
て
い
な
い
。
久
保
教
授
が
こ
こ
で
提
示
し
て
い
る
の
は
、
日
本
の
現
行
国
際
私

法
に
つ
い
て
の
ク
ー
ル
な
現
実
論
と
し
て
の
性
質
決
定
理
論
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
久
保
教
授
自
身
が
、
次
の
よ
う
に
認
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
も
あ
る
。

「
新
訴
訟
地
法
説
と
い
う
意
味
で
は
前
述
の
世
界
法
的
概
念
説
も
形
式
上
一
応
こ
の
中
に
包
含
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
学
説
が
法
律

関
係
性
質
決
定
の
問
題
は
一
国
国
際
私
法
の
解
釈
の
問
題
に
し
て
国
際
私
法
の
包
含
す
る
諸
概
念
は
そ
の
国
際
私
法
自
体
よ
り
し
て
発
見

せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
概
念
構
成
の
現
実
を
見
る
と
き
は
一
国
の
国
際
私
法
を
超
越
し
て
い

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

(38) 

る
か
ら
、
こ
れ
は
実
質
上
別
個
の
も
の
と
し
て
取
扱
う
べ
き
も
の
と
思
う
」
。

一
六
五

こ
の
一
国
の
国
際
私
法
を
超
越
し
て
い
る
部
分
こ
そ
が
、
普
遍
的
国
際
私
法
へ
の
憧
憬
を
示
す
理
想
主
義
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
正
に

R
a
b
e
l
説
や
田
中
、
折
茂
説
の
核
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
立
場
を
異
に
す
る
久
保
教
授
の
説
は
、
こ
れ
ら
の
説
と
は
明
白
に
異
な
る

立
場
と
し
て
位
置
付
け
る
の
が
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
主
張
者
の
主
旨
に
沿
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
浦
教
授
の
見
解
も
久
保
教
授
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
三
浦
教
授
は
、
性
質
決
定
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
も
ち
ろ
ん
、
事
案
の
法
性
決
定
の
た
め
に
、
抵
触
規
定
の
か
か
げ
る
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
あ
ら
か
じ
め
概
念
と
し
て
の
内
容
を
持
た

ね
ば
な
ら
な
い
。
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
す
べ
て
の
渉
外
的
事
実
関
係
か
ら
発
生
す
る
法
律
問
題
に
対
応
し
得
る
内
容
を
持
た
ね
ば
な
ら

な
い
。
抵
触
規
定
の
立
法
者
は
、
自
国
法
の
概
念
を
用
語
と
し
て
使
用
す
る
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
、
国
際
私
法
が
各
国
実
質
法
の

上
位
に
立
ち
そ
れ
ら
の
類
似
目
的
を
も
つ
法
概
念
を
一
括
的
に
捉
え
て
、
各
国
の
類
似
概
念
に
共
通
な
る
広
い
上
位
概
念
と
し
て
の
意
味

内
容
を
付
与
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
大
ま
か
で
不
明
確
な
も
の
で
あ
る
と
し

て
も
、
事
案
を
抵
触
規
定
に
む
す
び
つ
け
る
に
足
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
そ
の
際
右
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
意
味
を
構
成
す
る
た
め
の
参
考
資
料

と
し
て
実
質
法
上
の
概
念
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
が
今
日
議
論
の
あ
る
諸
説
を
生
み
出
し
て
い
る
。
法
廷
地
抵
触
規
定
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
法
廷
地
の
立
法
主
旨
に
よ
っ
て
法
廷
地
裁
判
官
が
決
定
す
べ
き
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
が
、
そ
の
概
念
構
成
の
参
考
資
料
と
し
て
、
法

廷
地
実
質
法
概
念
や
準
拠
実
質
法
概
念
あ
る
い
は
国
際
共
通
概
念
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
い
ず
れ
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
い
ず
れ
に
よ

る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
か
は
議
論
の
岐
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
概
し
て
法
定
地
実
質
法
が
中
心
的
資
料
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
れ
に
比
較
法
的
資
料
を
加
味
し
て
現
実
の
概
念
構
成
（
法
性
決
定
）
が
行
わ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
、
全
く
抽
象
的
に
比
較
法
一
本

(39) 

で
概
念
構
成
す
る
こ
と
は
、
理
想
と
し
て
は
望
ま
し
い
が
現
実
に
は
そ
こ
ま
で
行
っ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
」
。（

一
三
七
九
）
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最
近
の
わ
が
国
の
教
科
書
レ
ベ
ル
の
説
明
に
お
い
て
は
、
久
保
教
授
の
見
解
は
国
際
私
法
独
自
説
の
一
類
型
と
し
て
整
理
さ
れ
て

(40) 

い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
基
本
的
に
、
超
国
家
的
な
あ
る
い
は
普
遍
的
な
国
際
私
法
規
範
と
い
う
も
の
を
性
質
決
定
理
論
が
め
ざ
す

最
終
目
的
と
し
て
明
確
に
意
識
す
る
田
中
教
授
や
折
茂
教
授
の
立
場
と
、
こ
の
立
場
が
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

日
本
の
教
科
書
に
お
け
る
国
際
私
法
独
自
説
と
い
う
用
語
は
、
こ
の
点
を
曖
昧
に
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

普
遍
的
な
国
際
私
法
規
範
の
存
在
を
現
実
論
の
中
に
も
な
ん
と
か
し
て
取
り
込
ん
で
行
こ
う
と
す
る
学
説
が
、
性
質
決
定
に
お
い
て

(41) 

「
比
較
法
か
ら
得
ら
れ
た
法
の
世
界
的
な
共
通
概
念
」
や
「
世
界
法
概
念
」
を
基
準
と
し
て
考
え
る
の
は
論
理
の
自
然
な
流
れ
で
あ
る
。

そ
こ
に
お
い
て
、
現
行
国
際
私
法
が
法
廷
地
法
の
一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
そ
の
こ
と
か
ら
受
け
る
偏
差
は
、
も
は
や
普
遍
的
な
国
際
私

法
規
範
を
目
指
す
上
で
消
極
的
な
価
値
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
可
能
な
か
ぎ
り
捨
象
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
法
廷
地
国

際
私
法
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
、
そ
の
趣
旨
を
尊
重
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
目
指
す
久
保
教
授
や
三
浦
教
授
の
立
場
は
、
そ
う
し
た

意
味
に
お
い
て
「
法
廷
地
国
際
私
法
独
自
説
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
久
保
教
授
の
以
下
の
R
a
b
e
一
説
批
判
の
著
述
か
ら

「
惟
う
に
、
衝
突
規
則
の
性
質
及
び
機
能
に
鑑
み
、
内
外
実
質
法
の
比
較
方
法
に
よ
り
、
衝
突
規
則
を
内
外
実
質
法
、
殊
に
内
国
実
質
法

よ
り
解
放
し
、
「
思
想
的
に
は
自
足
的
で
あ
り
内
容
的
に
は
網
羅
的
な
も
の
」

（―-―-八

0
)

(ein 
g
e
d
e
n
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e
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d
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a
l
t
l
i
c
h
 

e
r
s
c
h
o
p
f
e
n
d
e
s
 S
y
s
t
e
m
)
と
す
る
こ
と
は
、
方
法
と
し
て
真
に
正
当
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
氏
の
い
う
如
く
、
創
造
的
解

釈
方
法
(
m
e
t
h
o
d
o
f
 c
r
e
a
t
i
v
e
 i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
)
や
融
通
的
な
豊
か
な

(
v
e
r
s
a
t
i
l
e
a
n
d
 f
e
c
u
n
d
a
t
i
n
g
)
解
釈
技
術
の
用
い
ら
れ
る
こ
と
は

望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
理
論
的
に
は
理
想
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
現
在
で
は
現
実
の
問
題
へ
の
適
用
が
不
可
能
で
あ

り
、
自
ら
そ
こ
に
限
界
が
あ
り
、
特
定
国
の
衝
突
規
則
全
体
の
構
想
か
ら
来
る
制
約
を
免
れ
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
る
国
、

も
明
ら
か
で
あ
る
。

関
法
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論
の
再
構
成
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六
七

例
え
ば
独
逸
の
不
法
行
為
に
関
す
る
衝
突
規
則
は
準
契
約
を
も
含
む
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
の
が
正
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
他
の
国
の
衝
突

規
則
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
同
様
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
わ
が
国
の
衝
突
法
（
国
際
私
法
）
に
お
け
る
如
く
、
不
法
行
為

の
外
に
、
事
務
管
理
及
び
不
当
利
得
に
つ
い
て
の
衝
突
規
則
を
有
す
る
国
に
お
い
て
は
、
準
契
約
を
不
法
行
為
に
関
す
る
衝
突
規
則
の
中

に
含
ま
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
律
関
係
の
性
質
決
定
の
問
題
が
特
定
国
の
衝
突
規
則
の
適
用
問
題
で
あ
る
と
す
る
限
り
、

こ
の
こ
と
は
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
衝
突
法
の
解
釈
上
最
も
重
要
且
つ
困
難
な
問
題
は
、
こ
の
―
つ
の
衝
突
規
則
（
上
の
法
律
概
念
）
と

他
の
衝
突
規
則
（
上
の
法
律
概
念
）
と
の
範
囲
乃
至
限
界
の
決
定
問
題
で
あ
る
。
次
に
国
際
私
法
上
の
概
念
は
内
外
実
質
法
上
の
概
念
か

ら
解
放
さ
れ
、
自
己
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
国
際
私
法
が
衝
突
法
（
間
接
法
）
た
る
性
質
上
、
内
外
実
質
法
上
の
概
念
の
根
底
の
上

に
構
築
さ
れ
て
は
い
る
が
、
法
律
関
係
の
性
質
決
定
の
問
題
が
将
来
の
あ
る
べ
き
統
一
国
際
私
法
の
適
用
問
題
で
は
な
く
、
現
存
の
特
定

国
の
衝
突
法
の
適
用
問
題
で
あ
る
か
ぎ
り
、
衝
突
法
上
一
般
的
な
統
一
概
念
が
得
ら
れ
ず
、
部
分
的
統
一
概
念
の
対
立
が
生
ず
る
場
合
に

は
、
内
外
実
質
法
の
等
価
論
で
は
解
決
不
能
に
陥
る
。
例
え
ば
比
較
方
法
に
よ
り
衝
突
法
上
の
失
踪
宣
告
の
概
念
と
し
て
失
踪
者
の
死
亡

を
推
定
乃
至
擬
制
す
る
も
の
と
、
こ
れ
を
な
さ
な
い
も
の
と
の
二
つ
の
部
分
的
統
一
的
の
失
踪
宣
告
概
念
が
対
立
す
る
場
合
の
如
く
で
あ

る
。
か
か
る
場
合
に
お
い
て
は
、
通
常
は
あ
る
国
の
衝
突
規
則
は
そ
の
国
の
実
質
法
を
、
他
の
国
の
実
質
法
よ
り
も
よ
り
一
層
強
い
根
底

と
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
通
常
は
自
国
の
実
質
法
上
の
法
律
概
念
の
属
す
る
部
分
的
統
一
的
の
失
踪
宣
告
概
念
に
よ
っ
て
性
質

(42) 

決
定
す
べ
き
こ
と
と
な
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

以
上
の
よ
う
に
久
保
教
授
の
見
解
は
、

R
a
b
e
l
と
は
異
な
り
、
法
廷
地
の
国
際
私
法
全
体
の
構
想
か
ら
く
る
制
約
を
性
質
決
定
問
題
の

実
践
論
と
し
て
正
面
か
ら
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
こ
の
二
つ
の
立
場
が
不
当
に
同
一
視
さ
れ
て
き
た
の
か
は
、
以
上
の
分
析
か
ら
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
一
三
八
一
）
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（
一
三
八
二
）

そ
れ
は
、
実
質
法
と
国
際
私
法
を
区
別
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
性
質
決
定
の
問
題
が
国
際
私
法
規
範
独
自
の
解
釈
問
題
で
あ
る
こ
と
へ

の
着
目
、
と
い
う
両
説
の
共
通
点
が
、
特
に
教
科
書
的
な
記
述
に
お
い
て
、

R
a
b
e
l

の
学
説
の
理
解
に
お
け
る
若
干
の
不
正
確
さ
及
び
、

法
廷
地
法
説
を
法
廷
地
実
質
法
説
と
し
て
単
純
化
す
る
こ
と
に
よ
り
過
度
に
強
調
さ
れ
る
一
方
で
、

R
a
b
e
l
や
田
中
、
折
茂
説
の
理
論
の

核
で
あ
る
普
遍
的
な
国
際
私
法
規
範
形
成
へ
の
情
熱
が
不
当
に
無
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
私
見
は
考
え
る
。

第
三
節

現
在
の
状
況

そ
れ
で
は
、
日
本
に
お
け
る
現
在
の
学
説
は
、
現
行
の
国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。
客
観
的
状
況
と
し
て
は
、
大
ま
か
に
み
て
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
点
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
性
質
決
定
の
問
題
を
国
際
私
法
規
定
の
解
釈
の
一
場
面
と
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
基
本
的
合
意
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い

(43) 

て
は
ほ
と
ん
ど
異
論
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
う
し
た
解
釈
は
、
法
廷
地
の
国
際
私
法
規
範
の
趣
旨
・
目
的
及
び
国
際
私
法
的
利
益
、
す
な
わ
ち
法
廷
地
国
際
私
法
の
独

(44) 

自
性
を
特
に
重
視
し
て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
立
場
は
、
法
例
を
中
心
と
す
る
日
本
の
現
行
国
際
私
法
規
範
を
そ
の
趣
旨
目
的
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、

R
a
b
e
l

の
理
論
よ
う
に
普
遍
的
な
国
際
私
法
へ
と
少
し
で
も
近
づ
こ
う
と
す
る
明
確
な
意
図
は
な
く
、
従
っ
て
世
界
的
な
法
の

共
通
概
念
を
決
め
手
と
し
て
用
い
る
創
造
的
解
釈
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

R
a
b
e
l

の
理
論
が
日
本
に
お
い
て
基
本
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
の
表
面
的
な
共
通
認
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
お
い
て
現
在
の

わ
が
国
の
学
説
の
多
数
は
、
む
し
ろ
、
久
保
教
授
や
三
浦
教
授
の
見
解
の
流
れ
に
属
す
る
考
え
を
採
用
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

関
法

一
六
八
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説
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と
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か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

一
六
九

(45) 

う
し
た
見
解
は
、
久
保
教
授
が
自
ら
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
学
説
の
分
類
と
し
て
は
む
し
ろ
法
廷
地
法
説
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ

る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
以
下
で
詳
し
く
分
析
す
る
よ
う
に
、
今
日
で
も
法
廷
地
法
説
を
維
持
し
て
い
る
と
自
他
共
に
認
め

て
い
る
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
が
、
現
在
の
日
本
に
お
け
る
支
配
的
な
学
説
と
理
論
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と

そ
れ
で
は
ま
ず
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

標
準
的
な
教
科
書
で
は
、
現
在
で
も
B
a
r
t
i
n
や

K
a
h
n

の
法
廷
地
法
説
を
承
継
し
て
い
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
の
多
い
。

(46) 

Batiffol 
et 
L
a
g
a
r
d
e

の
第
七
版
(
-
九
八
一
）
に
お
い
て
は
、

B
a
r
t
i
n
説
を
法
廷
地
法
に
よ
る
性
質
決
定
論
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ

(47) 

を
正
当
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
そ
し
て
、
内
国
法
に
お
い
て
も
法
分
野
に
よ
っ
て
同
じ
言
葉
で
も
定
義
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、

(48) 

抵
触
規
範
上
の
概
念
が
内
国
実
質
法
の
そ
れ
と
常
に
同
じ
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
と
し
て
、
法
廷
地
法
に
お
け
る
抵
触
規
範
と
実
質
規
範

の
峻
別
を
承
認
す
る
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
現
在
の
学
説
が
「
国
際
私
法
の
独
自
性
」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
考
え
と
同
様
の
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
実
際
上
、
実
質
法
の
概
念
の
デ
フ
ォ
ル
メ
が
抵
触
規
範
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
正
当
化
さ
れ

(49) 

る
の
は
、
田
国
際
的
関
係
を
規
律
す
る
と
い
、
・
つ
抵
触
規
範
固
有
の
目
的
か
ら
、
あ
る
い
は
②
外
国
の
法
制
度
を
法
廷
地
抵
触
規
範
の
カ
テ

(50) 

ゴ
リ
ー
に
包
摂
す
る
必
要
か
ら
、
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
見
解
と
現
在
の
日
本
の
学
説
と
の
間
に
、
基
本
的
な
違
い
は
見
あ
た
ら
な
い
ど

こ
ろ
か
、
両
者
は
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

M
a
y
e
r
の
第
三
版
(
-
九
八
七
）
も
、
基
本
的
に
K
a
h
n
と
B
a
r
t
i
n
を
支
持
し
た
上
で
、
性
質
決
定
の
過
程
を
三
段
階
に
分
析
す

（
一
三
八
三
）
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る
。
す
な
わ
ち
、
①
性
質
決
定
の
対
象
の
確
定
、
切
法
廷
地
国
際
私
法
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ヘ
の
分
類
、
③
準
拠
実
質
法
の
中
で
の
実
質
法
上

(51) 

の
性
質
決
定
、
で
あ
る
。
従
来
、
性
質
決
定
と
し
て
議
論
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
中
心
的
問
題
は
②
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
法
廷
地

(52) 

の
国
際
私
法
規
範
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ヘ
の
分
類
で
あ
る
の
で
、
結
局
、
抵
触
規
範
立
法
者
の
意
思
解
釈
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
国
際
私
法
独
自
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
結
政
策
の
存
在
理
由
の
探
求
が
概
し
て
決
定
的
な
議
論
と
な
る
と
し

(53) 

た
上
で
、
国
際
私
法
と
実
質
法
は
目
的
が
違
う
の
で
、
内
国
実
質
法
に
お
け
る
分
類
の
過
度
の
考
慮
は
非
常
に
危
険
で
あ
る
と
す
る
。
彼

の
説
に
お
い
て
も
、
法
廷
地
の
抵
触
法
と
実
質
法
の
目
的
の
違
い
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
で
も
日
本
で
違
和
感
な
く
受

(54) 

そ
の
他
、

L
o
u
s
s
o
u
a
r
n
et B
o
u
r
e
一
の
第
一
二
版
(
-
九
八
八
）
で
も
、
ほ
ぽ
同
様
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
―
-
―
-
八
四
）

次
に
、
連
合
王
国
の
学
説
の
状
況
を
概
観
す
る
。

C
h
e
s
h
i
r
e
の
「
第
二
次
法
性
決
定
の
理
論
」
が
一
時
注
目
を
浴
ぴ
た
が
、
そ

れ
以
降
は
基
本
的
に
法
廷
地
法
説
が
支
配
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
廷
地
法
説
と
い
っ
て
も
わ
が
国
の
教
科
書
的
記
述
に
お
い
て
一
般
化

し
て
い
る
よ
う
な
法
廷
地
の
実
質
法
の
概
念
を
基
準
と
す
る
考
え
で
は
な
く
て
、
法
廷
地
の
国
際
私
法
独
自
の
目
的
か
ら
、
内
国
実
質
法

(56) 

と
は
異
な
る
分
類
に
拠
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
。
な
お
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
A
n
t
o
n
は
、
後
述
す
る
F
a
l
c
o
n
b
r
i
d
g
e
達

(57) 

の
説
に
近
い
が
、
法
廷
地
に
お
け
る
抵
触
法
と
実
質
法
を
明
確
に
区
別
す
る
点
は
同
様
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
抵
触
法
第
ニ
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
七
条
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
法
廷
地
実
質
法
説
を
と
る
も
の
で
あ
る

(58) 

と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
理
解
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
七
条
の
コ
メ
ン
ト
に
お
け
る
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

2
及

(59) 

び
3
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

「
2
．
被
告
は
、

X
邦
に
お
い
て
原
告
を
過
失
に
よ
り
傷
つ
け
た
。

F
邦
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
で
、
寄
与
過
失
に
関
す
る
証
明

け
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

関
法

一
七
〇



五

国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

し
て
い
る
。

い
限
り
、
そ
の
よ
う
に
判
決
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

一
七

責
任
が
問
題
と
な
っ
た
。

X
邦
の
法
に
よ
れ
ば
、
原
告
が
そ
の
よ
う
な
過
失
の
不
存
在
を
証
明
す
る
責
任
を
負
う
。

F
邦
の
制
定
法
は
、

し
か
し
、
原
告
に
寄
与
過
失
が
あ
る
こ
と
の
証
明
責
任
を
被
告
に
課
し
て
い
る
。
こ
の
制
定
法
は
、

F
裁
判
所
に
お
い
て
、
手
続
的
な
も

の
で
あ
り
、
憲
法
上
、
そ
の
施
行
以
前
に
起
き
た
出
来
事
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
決
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、

F
裁
判
所
は
、

ま
た
、
法
選
択
の
目
的
に
関
し
て
、
証
明
責
任
の
問
題
は
性
質
上
実
質
法
の
問
題
で
あ
り
、
最
も
重
要
な
関
係
を
有
す
る
邦
の
内
国
法
が

適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
そ
の
邦
は
、
こ
の
場
合

X
で
あ
る
。

F
裁
判
所
は
、

X
の
内
国
法
に
従
い
、
原
告
が
彼
自
身
に

寄
与
過
失
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
責
任
を
お
う
と
判
断
す
る
で
あ
ろ
う
。

3
.
F
裁
判
所
が
法
選
択
の
目
的
に
お
い
て
証
明
責
任
が
実
質
法
の
問
題
か
を
手
続
法
の
問
題
か
以
前
に
判
断
し
た
こ
と
が
な
い
点
を

除
き
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

2
と
事
実
は
同
様
で
あ
る
と
す
る
。

F
裁
判
所
は
、

F
邦
の
内
国
法
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
こ
の
問

題
を
手
続
問
題
で
あ
る
と
性
質
決
定
し
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
手
続
法
問
題
で
あ
る
と
判
決
し
て
は
な
ら
な

い。

F
裁
判
所
は
、
実
質
と
手
続
と
の
区
別
に
内
在
す
る
、
法
選
択
に
お
け
る
ポ
リ
シ
ー
が
そ
う
し
た
結
論
を
命
じ
て
い
る
と
確
信
し
な

以
上
の
よ
う
に
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
七
条
は
、
法
廷
地
実
質
法
説
で
は
な
く
、
法
廷
地
抵
触
法
と
実
質
法
の
ポ
リ
シ
ー
を
明
確
に
区
別

な
お
、

(60) 

カ
ナ
ダ
の
C
a
s
t
e
l
も
、
法
廷
地
国
際
私
法
の
独
自
性
を
認
め
て
い
る
。

(62) 

ベ
ル
ギ
ー
の

R
i
g
o
u
x
も
同
様
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
判
例
も
法
廷
地
国
際
私
法
の
独
自
性
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

F
a
l
c
o
n
 b
r
i
d
g
e
及
び
R
a
a
p
e
の
学
説
は
、
か
な
り
以
前
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
性
質
決
定
の
理
論
構
築
に
お

い
て
世
界
的
に
非
常
に
高
い
評
価
を
得
て
お
り
、
現
在
で
も
最
高
の
水
準
を
保
ち
続
け
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、

（
一
三
八
五
）
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述
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(63) 

こ
う
し
た
立
場
が
、
日
本
に
お
い
て
必
ず
し
も
十
分
な
評
価
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(64) 

F
a
l
c
o
n
 b
r
i
d
g
e
が
自
ら
認
め
る
よ
う
に
、
両
者
の
理
論
は
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
以
下
に
F
a
l
c
o
n
b
r
i
d
g
e

の
性
質
決
定
理
論
の

(65) 

概
略
を
示
す
。

彼
は
、
抵
触
規
範
の
対
象
は
、
事
実
的
状
況
か
ら
生
じ
る
法
的
な
問
題
(legal

的
は
、
そ
の
法
的
問
題
が
法
廷
地
の
抵
触
法
の
個
々
の
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
法
的
問
題
に
包
摂
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と

で
あ
る
と
す
る
。
潜
在
的
な
準
拠
実
質
法
中
の
規
定
は
、
そ
の
規
定
が
一
部
を
な
す
と
こ
ろ
の
法
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、

つ
ま
り
準
拠
法
秩

序
全
体
か
ら
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
な
法
的
問
題
を
抵
触
規
定
に
お
い
て
特
定
さ
れ
た
法
的
問
題
へ
と

包
摂
す
る
最
終
的
な
過
程
は
、
抵
触
規
範
を
含
め
た
法
廷
地
法
に
従
っ
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
抵
触
規
範
は
、
外
国
の

実
質
法
規
定
の
適
用
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
視
点
か
ら
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
は
、
お
そ
ら
く
、
現
実
の
裁
判
に
お
い
て
性
質
決
定
が
な
さ
れ
る
過
程
を
、
極
め
て
忠
実
に
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
た
め
、
具
体
的
事
件
に
お
い
て
適
用
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
特
定
の
準
拠
外
国
実
質
法
中
の
法
規
が
、
性
質
決
定
の
結
果
如
何
に
よ
っ

て
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
暫
定
的
な
状
況
を
正
確
に
示
す
意
味
で
、
潜
在
的
な
準
拠
国
内
法
規

(
p
o
t
e
n
t
i
a
l
y
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 

(66) 

d
o
m
e
s
t
i
c
 r
u
l
e
)

と
い
う
言
葉
を
用
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
緻
密
さ
が
、
か
え
っ
て
彼
の
理
論
を
一
見
複
雑
な
も
の
に
見

せ
て
し
ま
い
誤
解
を
う
む
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
彼
の
見
解
は
実
質
的
に
R
a
a
p
e

の
見
解
と
一
致
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
解
な
理
論
で
は
な
い
。

「
外
国
が
そ
の
国
の
法
規
定
を
性
格
付
け
る
、
そ
し
て
法
廷
地
が
そ
れ
を
分
類
（
性
質
決
定
）
す
る
。
前
者
は
、
規
定
の
意
味
、
目
的
、

関
法

q
u
e
s
t
i
o
n
)
 
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
性
質
決
定
の
目

一
七

（
一
三
八
六
）



国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

一
項
で
ハ
ン
ガ
リ
ー
法

性
質
に
関
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
国
家
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
法
の
実
質
、
目
標
、
根
拠
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ー
ー
そ
れ
に
反
し
て
後

(67) 

者
は
抵
触
規
定
の
も
と
へ
の
包
摂
に
関
す
る
。
」

こ
れ
ら
の
見
解
が
、
法
廷
地
の
国
際
私
法
の
独
自
性
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
現
在
の
日
本
の
学
説
と
の
理
論
構
造

上
の
差
異
は
な
い
。
た
だ
、
準
拠
実
質
法
中
に
お
け
る
規
定
の
性
格
づ
け
に
つ
い
て
、
よ
り
精
密
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が

そ
の
他
の
諸
外
国
の
立
法
例
に
つ
い
て
、

O
v
e
r
b
e
c
k

の
見
解
に
従
い
、
整
理
し
て
お
く
。
彼
に
よ
れ
ば
、
性
質
決
定
問
題
は
、

N
e
u
h
a
u
s
が
い
う
よ
う
に
「
法
廷
地
抵
触
規
範
へ
の
包
摂
」
と
い
う
抵
触
規
定
の
適
用
問
題
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

性
質
決
定
を
国
際
私
法
独
自
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
、

Batiffol
et 
L
a
g
a
r
d
e
や

R
a
a
p
e
u
n
d
 S
t
u
r
m
 

(68) 

の
採
用
す
る
性
質
決
定
理
論
を
特
に
法
廷
地
法
説
の
拡
張
と
し
て
の
「
機
能
的
性
質
決
定
(
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
o
n
p
a
r
 la 
f
o
n
c
t
i
o
n
)
」
と
呼
ぶ
。

諸
国
の
立
法
に
お
い
て
、
性
質
決
定
に
関
す
る
一
般
的
な
明
文
の
規
定
が
お
か
れ
る
こ
と
は
そ
れ
程
多
く
な
い
。
ス
ペ
イ
ン
民
法
―
二

条
は
、

ス
ペ
イ
ン
法
に
よ
る
性
質
決
定
の
原
則
を
定
め
る
が
、
多
く
の
例
外
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
学
説
は
、
機
能
的
性
質
決
定
理
論

(69) 

を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ケ
ベ
ッ
ク
の
民
法
草
案
三
条
一
項
も
、
法
廷
地
の
法
体
系
に
よ
る
性
質
決
定
を
定
め
て
い
る
が
、
コ
メ
ン

(70) 

タ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、

O
v
e
r
b
e
c
k
の
い
う
機
能
的
性
質
決
定
を
採
用
し
て
い
る
。
な
お
、
ケ
ベ
ッ
ク
と
同
様
、
フ
ラ
ン
ス
法
系
に
属
す
る

(71) 

ル
イ
ジ
ア
ナ
の
国
際
私
法
典
は
性
質
決
定
に
つ
い
て
規
定
を
お
い
て
い
な
い
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
三
条
は
、

上
の
規
定
お
よ
び
概
念
に
つ
い
て
の
解
釈
規
則
に
従
っ
た
性
質
決
定
を
定
め
る
が
、
二
項
で
は
、

六
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
法
上
知
ら
れ
て
い
な
い
法

制
度
に
つ
い
て
は
、
準
拠
外
国
法
を
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
機
能
を
果
た
す
制
度
を
も
性
質
決
定

(72) 

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
め
る
機
能
的
性
質
決
定
の
理
論
を
採
用
し
て
い
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
民
法
一
五
条
は
、
「
あ
る
法
に
与
え
ら
れ
た
管
轄

一七―――

（―-―-八七）



て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
ニ
ニ
八
八
）

は
、
そ
の
法
が
与
え
た
内
容
と
機
能
に
し
た
が
っ
て
、
抵
触
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
制
度
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
諸
規
則
の
み
を
含
む
」

と
定
め
、
準
拠
実
質
法
の
取
り
扱
い
の
問
題
の
み
を
定
め
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
起
草
の
過
程
か
ら
、
国
際
私
法
規
範
の
適
用
の
問
題
と

し
て
の
性
質
決
定
に
つ
い
て
は
、

F
e
r
r
e
r
‘
C
o
r
r
e
i
a
に
よ
れ
ば
、
法
廷
地
法
説
と
準
拠
法
説
と
の
区
別
を
克
服
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
学
説
は
、
国
際
私
法
の
ど
の
規
範
を
適
用
す
べ
き
か
を
決
す
る
過
程
、
す
な
わ
ち
多
く
の
学
説
が
性
質
決
定
問
題
の
中
心
と
し
て
き

(73) 

た
過
程
を
意
図
的
に
排
除
す
る
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
評
価
は
困
難
で
あ
る
が
、

O
v
e
r
b
e
c
k
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
裁
判
実
務
が
こ
の

学
説
に
忠
実
に
動
く
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
三
条
は
、
「
外
国
法
が
基
準
と
さ
れ
る
と
き
は
、
外
国
法
は
職
権

に
よ
り
、
そ
の
本
来
の
施
行
領
域
に
お
け
る
と
同
様
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
、
外
国
法
の
職
権
に

よ
る
適
用
を
定
め
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
起
草
過
程
か
ら
性
質
決
定
に
関
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
学
説
で
あ
る
段
階
的
性
質
決
定

(74) 

(
S
t
u
 f e
n
q
 ua
l
i
f
i
k
a
t
i
o
n
)
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
第
一
段
階
の
性
質
決
定
は
、
法
廷
地
国
際
私
法
の
解
釈
の
問

題
で
あ
る
が
、
第
二
段
階
に
お
い
て
は
第
一
段
階
の
性
質
決
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
準
拠
法
所
属
国
の
裁
判
官
が
そ
の
法
を
適
用
す
る
の

(75) 

と
全
く
同
じ
様
に
適
用
し
、
同
様
の
結
果
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
な
お
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
国
際
私
法
典
草
案

(76) 

も
、
ほ
ぽ
同
趣
旨
の
二
段
階
の
性
質
決
定
理
論
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ス
イ
ス
国
際
私
法
典
は
、
性
質
決
定
に
つ
い
て
の
一
般

(77)

（

78) 

的
な
規
定
を
有
し
て
い
な
い
が
、

O
v
e
r
b
e
c
k
や
F
i
s
c
h
e
r
/
 P
l
a
n
t
a
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
国
際
私
法
の
独
自
性
自
体
は
当
然
の
こ
と
と
し

非
常
に
大
雑
把
な
概
観
で
は
あ
る
が
、
全
く
純
粋
の
法
廷
地
実
質
法
に
よ
る
性
質
決
定
論
を
採
用
す
る
立
法
は
、
見
当
た
ら
な
い
よ
う

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
性
質
決
定
に
関
し
て
の
一
般
的
な
規
定
を
お
か
な
い
立
場
が
多
い
が
、
性
質
決
定
が
国
際
私
法
の
性
格
を
考
慮
し

て
独
自
の
立
場
か
ら
為
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
は
、
実
定
的
な
解
決
に
お
い
て
も
徐
々
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。

関
法
第
四
一
二
巻
第
四
号
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国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定
理
論
の
再
構
成
曰

助
教
授
に
従
え
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

い
な
い
と
考
え
て
い
る
。

一
七
五

以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
法
廷
地
の
国
際
私
法
規
範
が
法
廷
地
の
実
質
法
に
対
し
て
有
す
る
独
自
性
を
承
認
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
世
界
的
に
み
て
も
、
今
日
ほ
と
ん
ど
異
義
が
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
日
本
の
教
科
書
に
お
け
る
標
準
的
な
説
明
に
お

い
て
、
法
廷
地
法
説
を
法
廷
地
の
実
質
法
上
の
概
念
に
し
た
が
っ
て
性
質
決
定
を
す
る
立
場
で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
点
は
、

K
a
h
n
や

B
a
r
t
i
n

の
理
論
の
説
明
と
し
て
も
正
確
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
し
て
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
法
廷
地
実
質
法
説
が
支
配

的
で
あ
る
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
理
解
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
更
に
、

R
a
b
e
l
が
国
際
私
法
独
自
説
の

創
唱
者
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
誤
解
が
あ
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
。

性
質
決
定
の
中
心
部
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
法
廷
地
国
際
私
法
規
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ヘ
の
法
的
問
題
の
包
摂
」
が
、
法
廷
地
国

際
私
法
の
解
釈
問
題
の
一
っ
と
し
て
そ
れ
自
身
の
独
自
の
基
準
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
今
日
で
は
、
世
界
的

な
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
、
私
見
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
性
質
決
定
の
過
程
全
体
を
理
論
に
把
握
で
き
て

準
拠
法
の
取
扱
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
各
国
の
学
説
の
ほ
と
ん
ど
が
、
何
等
か
の
検
討
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
か
で

も
、
最
も
精
緻
な
議
論
を
な
し
て
い
る
の
が
、

F
a
l
c
o
n
b
r
i
d
g
e
及
び

R
a
a
p
e
で
あ
る
。

わ
が
国
で
も
、
準
拠
法
の
取
扱
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
学
説
が
以
前
よ
り
指
摘
し
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
性
質
決
定
の
第
二
の

(79)

（

80)

（

81) 

局
面
と
し
て
の
「
送
致
又
は
指
定
の
内
容
限
界
」
「
限
界
確
定
問
題
」
「
具
体
的
送
致
範
囲
」
「
送
致
範
囲
」
と
い
っ
た
言
葉
で
呼
ば
れ
て

(82) 

き
た
問
題
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
国
友
助
教
授
の
表
現
に
従
い
、
「
送
致
範
囲
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。
こ
の
用
語
の
定
義
は
、
国
友

第
五
節
現
在
の
世
界
的
な
理
論
状
況
と
わ
が
国
に
お
け
る
今
後
の
課
題

（
一
三
八
九
）



「
事
実
関
係
か
ら
生
ず
る
法
的
な
問
題
が
抵
触
規
則
の
指
定
概
念
に
包
摂
さ
れ
（
す
な
わ
ち
性
質
決
定
さ
れ
）
、
そ
の
連
結
素
に
よ
っ
て

準
拠
法
が
決
定
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
準
拠
実
質
法
上
、
指
定
（
送
致
）
を
受
け
る
規
範
の
範
囲
を
画
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
送
致
範

(83) 

囲
の
画
定
が
必
要
と
な
る
と
い
え
る
。
」

私
見
も
、
基
本
的
に
は
こ
れ
と
同
意
見
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
し
く
扱
う
こ
と
と
し
た
い
。

(
1
)

一
九
九
0
年
の
法
例
改
正
に
お
い
て
も
、
単
位
法
律
関
係
は
、
子
の
準
正
に
つ
い
て
の
条
文
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
を
除
い
て
は
、
基
本
的
に
改

正
前
と
変
っ
て
い
な
い
。

(
2
)

久
保
岩
太
郎
『
国
際
私
法
構
造
論
』
一
七
四
頁
(
-
九
五
五
）
。

(
3
)

こ
う
し
た
考
え
は
、
日
本
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
（
例
え
ば
、

M
a
y
e
r
,
P., 
Driot international prive, 
3
e
 ed. (
1
9
8
7
)
,
 
p. 
1
0
5
)

し
か
し
、

近
時
、
法
例
の
規
定
に
も
欠
鋏
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
が
、
特
に
製
造
物
責
任
に
関
し
て
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

（
佐
野
寛
「
生
産
物
責
任
の
法
選
択
に
関
す
る
一
考
察
(
-
―
―
・
完
）
」
法
政
論
集
九
九
号
二
三
五
ー
ニ
三
七
頁
(
-
九
八
四
）
）
な
お
、
法
例
の
欠

訣
を
認
め
て
い
こ
う
と
す
る
新
し
い
傾
向
に
つ
い
て
の
指
摘
と
し
て
、
松
岡
博
『
国
際
私
法
に
お
け
る
法
選
択
規
則
構
造
論
』
一
六
一
二
頁
(
-
九

八
七
）
参
照
。

(
4
)

こ
の
考
え
は
、
筆
者
の
感
触
で
は
、
原
則
論
と
し
て
は
多
数
に
支
持
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
（
特
に
こ
の
立
場
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、

石
黒
一
憲
『
国
際
私
法
[
新
版
h
七
O
l七
三
頁
二
九
九

O
)
）
し
か
し
ヽ
学
説
及
び
実
務
に
お
い
て
再
考
す
る
動
き
が
あ
る
こ
と
も
明
白
で

あ
る
。
（
こ
の
点
に
つ
い
て
、
松
岡
・
前
掲
注
(
3
)
・
ニ
三
九
ー
ニ
四
五
頁
参
照
。
）

(
5
)
 
E
C
契
約
準
拠
法
条
約
(
-
九
八
0
)
三
条
一
項
、
ハ
ー
グ
動
産
売
買
準
拠
法
条
約
(
-
九
八
五
）
七
条
一
項
な
ど
。

(
6
)
 
E
C
契
約
準
拠
法
条
約
(
-
九
八
0
)
七
条
一
項
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
一
九
条
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
や
よ
ひ
「
設
問
九
[
二
七
]

強
行
法
規
の
特
別
連
結
」
山
田
錬
一
・
早
田
芳
郎
編
『
演
習
国
際
私
法
•
新
版
』
一
八
ー
一
九
頁
（
一
九
九
二
）
―
二
五

I

―
二
九
頁
参
照
。

(
7
)
 
V
o
l
k
e
n
,
 V
.
 P., 
Konventionskonflikte i
m
 inter
君
t
8nalen P
邑
atrecht
(
1
9
7
7
)
,
 
M
a
j
o
r
o
s
,
 F., 
L
e
s
 conventions internationales e
n
 matiere 

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