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問
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
学
説
の
現
状
で
あ
る
。

二
0
九

こ
こ
に
、
方
法
（
ま
た
は
打
撃
）
の
錯
誤
と
し
て
論
じ
る
の
は
、
錯
誤
が
同
一
構
成
要
件
内
に
属
す
る
具
体
的
事
実
に
つ
い
て
生

じ
た
ば
あ
い
に
限
定
す
る
。
た
と
え
ば
、
甲
を
殺
そ
う
と
思
っ
て
射
撃
し
た
と
こ
ろ
、
弾
丸
は
、
附
近
で
作
業
し
て
い
た
と
も
気
づ
か
な

か
っ
た
農
夫
乙
に
命
中
し
た
と
い
っ
た
ば
あ
い
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、
同
じ
事
情
の
も
と
で
、
他
人
の
飼
犬
を
殺
そ
う
と
し
て
発
射
し
た
弾

（
 

丸
が
農
夫
に
命
中
し
た
よ
う
な
事
例
は
こ
れ
か
ら
除
外
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
と
お
り
、
わ
が
国
の
通
説
と
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
で
は
、
そ
の
処
理
が
ま
っ
た
＜
逆
に
な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
例
に
お
い
て
、
乙
死
亡
の
結
果
に
つ
い
て
も
予
見
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
わ

が
国
で
は
単
純
に
殺
人
既
遂
を
、
ド
イ
ツ
で
は
甲
に
対
す
る
殺
人
未
遂
と
乙
に
対
す
る
過
失
致
死
（
両
罪
の
観
念
的
競
合
）
を
認
め
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
通
説
が
と
な
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
学
者
は
、
わ
が
国
の
通
説
に
お
け
る
よ
う
な
処
理
を
法
定
的
符
合

説
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
れ
を
具
体
的
符
合
説
と
称
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
か
っ
て
こ
の
具
体
的

符
合
説
が
相
当
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
模
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
、
本
説
は
急
速
に
凋
落
し
、
今
日
で
は
平

•S® 

場
安
治
教
授
の
み
ひ
と
り
孤
塁
を
守
ら
れ
、
わ
た
し
が
こ
れ
に
追
随
す
る
と
い
っ
た
少
数
説
中
の
少
数
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
本

旧
け
だ
し
、
後
例
の
ば
あ
い
は
、
超
法
定
的
符
合
説
（
抽
象
的
符
合
説
、
可
罰
的
符
合
説
）
を
と
ら
ぬ
か
ぎ
り
、
法
定
的
符
合
説
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
も
ま
た
、
こ
の
超
法
定
的
符
合
説
に
し
た
が
い
え
な
い
と
す
る
ゆ
え
ん
は
別
の
機
会
に
こ
れ
を
明
ら
か

に
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
謡
屈
法
の
錯
誤
理
論
』
綜
合
法
学
三
八
号
五
ニ
ー
三
頁
）
。

団
ド
イ
ツ
に
お
い
て
わ
が
国
の
通
説
と
同
旨
な
の
は
、
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等
を
あ
げ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

固
勝
本
勘
三
郎
勾
四
法
要
論
』
総
則
ニ
ー

0
頁
以
下
、
大
場
茂
馬
勾
匹
法
総
論
』
下
巻
七
四
一
頁
以
下
、
岡
田
庄
作
『
錯
誤
論
』
七
一
頁
以
下
、
同
孟
屈
法
原
論
』
総
論

一
七
四
頁
以
下
、
飯
塚
敏
夫
益
厄
法
論
孜
』
六
五
頁
以
下
、
八
五
頁
以
下
、

ぃ
平
場
安
治
謡
溢
臨
g

論
講
義
』
一

0
二
頁
。

固
拙
稿
前
掲
論
文
五
＿
―
―

1
四
頁
。

こ
の
と
き
に
あ
た
り
、
最
近
、
荘
子
邦
雄
教
授
が
本
問
に
つ
き
特
別
の
関
心
を
示
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
貴
重
な
示
唆
と
、
本
問
解

決
の
た
め
の
基
本
的
方
向
を
提
示
さ
れ
た
。
そ
の
要
旨
は
、
①
従
来
の
法
定
的
符
合
説
に
よ
る
と
き
は
、
結
果
が
相
当
因
果
関
係
を
こ
え

た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
ば
あ
い
に
も
、
理
論
上
は
や
は
り
故
意
犯
の
既
遂
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
②

か
り
に
結
果
の
発
生
が
相
当
因
果
関
係
内
に
あ
る
と
き
に
か
ぎ
っ
て
本
説
が
主
張
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
故
意
犯
の
既
遂
を

認
め
る
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
政
策
的
故
意
の
擬
制
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

ず
、
本
問
が
法
定
的
符
合
説
に
よ
っ
て
解
決
せ
ら
れ
て
も
、
実
際
上
、
さ
し
て
不
都
合
を
生
じ
な
い
理
由
は
、
実
は
、
生
じ
た
結
果
に
つ

い
て
も
未
必
的
故
意
が
認
め
ら
れ
る
ば
あ
い
が
多
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
⑭
そ
う
す
る
と
、
方
法
の
錯
誤
と
し
て
問

題
と
な
る
事
例
の
解
決
も
通
常
の
故
意
論
の
適
用
以
上
に
特
別
の
原
理
を
必
要
と
せ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
す
く
な
く

と
も
未
必
の
故
意
あ
る
と
き
は
故
意
犯
の
既
遂
、

し
か
ら
ざ
る
ば
あ
い
は
別
に
過
失
の
有
無
を
論
じ
、
も
し
過
失
あ
る
と
き
は
故
意
の
未

遂
と
の
観
念
的
競
合
と
し
て
論
じ
れ
ば
足
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
見
に
お
い
て
も
右
の
荘
子
教
授
の
見
解
と
基
本
的
に
対
立
す
る
な
に
も
の
も
な
く
、

し
た
が
っ
て
重
ね
て
こ
れ
を
論
じ

る
こ
と
に
特
別
の
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
教
授
が
、
方
法
の
錯
誤
が
生
じ
る
ば
あ
い
と
し
て
、
発
生
し
た
結
果
に
つ
い
て

二―
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出
発
す
べ
き
も
の
と
解
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

も
当
初
か
ら
す
く
な
く
と
も
未
必
の
故
意
あ
る
ば
あ
い
を
も
含
ま
し
め
ら
れ
る
か
に
解
せ
ら
れ
る
点
は
い
さ
さ
か
所
見
を
異
に
す
る
も
の

で
あ
り
、
私
見
で
は
、
方
法
の
錯
誤
と
は
、
発
生
し
た
結
果
に
つ
い
て
未
必
の
故
意
も
認
め
ら
れ
な
い
ば
あ
い
を
前
提
と
し
、
そ
こ
か
ら

い
わ
ゆ
る
具
体
的
符
合
説
の
存
在
意
義
を
稀
薄
化
し
、
こ
れ
を
正
当
に
評
価
す

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
う
す
る
と
、
さ
ら
に
、
客
体
（
目
的
）
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
法
定
的
符
合
説
を
と
り

り

な
が
ら
、
ひ
と
り
方
法
の
錯
誤
に
関
し
て
の
み
具
体
的
符
合
説
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
錯
誤
事
例
の
処
理
と
し
て
恣
意
的
に
異
な
る
原
理

を
採
用
す
る
も
の
で
、
そ
の
間
に
統
一
的
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
か
よ
う

な
問
題
を
念
頭
に
う
か
が
べ
な
が
ら
、
こ
こ
に
重
ね
て
本
問
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
も
な
お
多
少
の
意
義
あ
り
と
せ
ら
れ
て
支
障
な

い
で
あ
ろ
う
。
小
稿
は
ま
さ
し
く
か
よ
う
な
意
図
に
も
と
づ
い
て
本
問
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

0
荘
子
邦
雄
『
法
定
的
符
合
説
』
刑
法
講
座
三
巻
一

0
七
頁
以
下
。

団
荘
子
・
前
掲
論
文
―

1
0
1
一
六
頁
。

切
拙
稿
前
掲
論
文
五
一
ー
ニ
頁
で
は
、
客
体
の
錯
誤
を
す
べ
て
法
定
的
符
合
説
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。

方
法
の
錯
誤
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
お
い
て
、
法
定
的
符
合
説
が
妥
当
せ
し
め
ら
れ
る
根
拠
は
、
表
象
に
か
か
る
結
果

と
実
際
に
発
生
し
た
そ
れ
と
が
成
法
上
同
価
値
な
い
し
構
成
要
件
的
に
同
一
物
で
あ
る
と
い
う
点
に
存
し
、
発
生
し
た
結
果
に
対
し
て
も

故
意
（
未
必
の
故
意
）
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

Itだ
し
、
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
当
初
か
ら
直

裁
に
発
生
結
果
に
対
し
て
故
意
犯
の
既
遂
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
一
切
の
理
由
づ
け
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
は
ず

方
法
（
打
撃
）
の
錯
誤
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三

錯
誤
が
異
な
る
構
成
要
件
間
の
抽
象
的
事
実
に
関
し
て
生
じ
た
ば
あ
い
、

た
、
他
人
の
飼
犬
を
殺
そ
う
と
し
て
発
射
し
た
弾
丸
が
農
夫
に
命
中
し
た
よ
う
な
ば
あ
い
に
対
す
る
法
定
的
符
合
説
論
者
の
処
理
を
み
れ

ば
一
層
明
白
と
な
る
。
諸
家
は
、
こ
の
ば
あ
い
、
過
失
致
死
罪
の
可
能
性
を
検
討
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
、
方
法
の
錯
誤
が
発
生
し

た
結
果
に
対
し
て
す
く
な
く
と
も
未
必
の
故
意
あ
る
ば
あ
い
を
も
含
め
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
処
理

は
き
わ
め
て
不
備
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
処
理
の
正
し
さ
を
疑
わ
な
い
の
は
、
発
生
し
た
結

果
に
対
し
て
未
必
の
故
意
も
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
た
う
え
で
方
法
の
錯
誤
の
事
例
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
定
的

符
合
説
に
よ
れ
ば
、
方
法
の
錯
誤
は
、
発
生
し
た
結
果
に
対
し
て
未
必
の
故
意
も
認
め
ら
れ
ぬ
ば
あ
い
を
前
提
と
し
、
こ
の
前
提
の
う
え

に
た
っ
て
事
案
の
処
理
に
腐
心
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
符
合
説
も
ま
た
同
一
の
前
提
に
た
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
多
く
説
明
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。
け
だ
し
、
も
し
さ
も
な
け

れ
ば
、
本
説
に
よ
る
処
理
（
故
意
犯
の
未
遂
と
過
失
と
の
観
念
的
競
合
）
は
根
本
的
に
な
り
た
た
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
本
説
が

法
定
的
符
合
説
に
対
し
て
、
も
し
甲
を
狙
っ
て
射
撃
し
た
弾
丸
が
甲
傷
害
、

乙
殺
害
の
結
果
を
発
生
せ
し
め
た
と
か
、
そ
の
逆
の
ば
あ
い

（
甲
殺
害
・
乙
傷
害
）
、
後
説
で
は
こ
れ
を
い
か
に
処
理
す
る
か
と
い
う
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
か
よ
う
な
疑
問
が
可
能
と
な
る
前

提
と
し
て
、
後
説
で
は
乙
に
対
す
る
未
必
の
故
意
も
存
し
な
い
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
理
論
構
成
す
る
も
の
と
予
想
す
る
と
と
も

に
、
自
説
で
も
こ
れ
を
同
じ
く
当
然
の
前
提
と
し
て
予
定
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
方
法
の
錯
誤
は
、
表
象
に
か
か
る
結
果
に
対
し
て
は
故
意
が
あ
る
が
、
発
生
し
た
結
果
に
つ
い
て
は
未
必
の
故
意
も
な
い
と
い

う
構
造
を
具
備
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
と
あ
た
ら
し
く
い
ま
さ
ら
確
定
す
る
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
諸
説
に
お
い
て
す
く
な
く
と

も
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る

だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

た
と
え
ば
、

2
 

7
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さ
き
に
示
し



理
由
に
は
以
下
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。
第
一
は
、
諸
家
に
よ
っ
て
好
ん
で
方
法
の
錯
誤
と
し
て
引
用
さ
れ
る
事
例
は
、
実
際
に
は
、
発
生

し
た
結
果
に
対
し
て
も
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
ば
あ
い
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ろ
、
法
定
的
符
合
説
に
よ
る
帰
結
の
方
が
具
体
的
符
合
説
に
よ
る
そ
れ
よ
り
も
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
功
は
前
説
に

よ
る
実
質
的
根
拠
づ
け
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
発
生
結
果
に
対
し
て
未
必
の
故
意
あ
る
こ
と
が
直
接
の
理
由
で
あ
る

と
と
も
に
、
後
説
は
当
初
か
ら
か
よ
う
な
事
例
を
前
提
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
依
拠
す
る
諸
家
▼

に
よ
っ
て
も
そ
の
未
必
の
故
意
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
故
意
犯
の
既
遂
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
た
か
も
荘

子
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
方
法
の
錯
誤
が
生
じ
る
事
例
の
『
理
論
的
状
況
設
定
』
を
確
実
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ

⑥
 

う
。
第
二
は
、
右
の
『
理
論
的
状
況
設
定
』
を
明
白
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
荘
子
教
授
が
、
発
生
し
た
結
果
に
つ
い
て
、
①
未
必
の
故
意

が
認
め
ら
れ
る
ば
あ
い
、
⑨
過
失
が
存
す
る
ば
あ
い
、
⑱
過
失
も
認
め
ら
れ
な
い
ば
あ
い
（
不
可
抗
力
）
を
区
分
さ
れ
た
う
え
、
そ
の
す

べ
て
を
方
法
の
錯
誤
の
事
例
に
属
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
教
授
が
右
の
①
の
ば
あ
い
を
も
こ
れ
に
含
ま
し
め
ら
れ
る
理
由
は
、
察

す
る
に
、
法
定
的
符
合
説
を
と
る
諸
家
や
同
じ
く
こ
れ
に
拠
る
判
例
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
る
事
例
が
多
く
こ
の
ば
あ
い
を
予
定
し
て
方
法

の
錯
誤
を
説
く
こ
と
に
ゆ
ず
ら
れ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
、
そ
の
趣
旨
が
理
解
さ
れ
ぬ
で
も
な
い
。
し
か
し
、
真
に
『
理
論
的
』
状
況
設
定

に
徹
す
る
な
ら
ば
、
法
定
的
符
合
説
と
い
え
ど
も
①
の
ば
あ
い
を
方
法
の
錯
誤
か
ら
除
外
す
る
と
こ
ろ
に
自
存
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
上
記
の
と
お
り
で
あ
り
、
諸
家
や
判
例
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
洞
察
を
不
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ

て
、
荘
子
教
授
が
こ
れ
に
ゆ
ず
ら
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
理
論
の
世
界
に
不
明
確
な
前
提
の
導
入
を
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
教
授
は
、
以
上
す
べ
て
の
ば
あ
い
の
処
理
と
し
て
、
終
始
、
故
意
・
過
失
の
存
否
を
原
理
と
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て

切

不
当
な
帰
結
を
許
容
さ
れ
る
と
す
る
趣
旨
で
は
な
い
。

方
法
（
打
撃
）
の
錯
誤

三

か
よ
う
な
ば
あ
い
な
ら
ば
、

む
し
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か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

方
法
（
打
撃
）
の
錯
誤

⑱
 

マ
ウ
ラ
ッ
ハ
と
と
も
に
、
方
法
の
錯
誤
の
構
造
を
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
方

法
の
錯
誤
は
、
本
来
表
象
に
か
か
る
客
体
に
の
み
故
意
が
む
け
ら
れ
て
い
る
ば
あ
い
、

発
生
し
た
結
果
に
関
し
て
は
未
必
の
故
意
も
認
め
ら
れ
な
い
ば
あ
い
、

り
た
と
え
ば
、
木
村
亀
二
勾
屈
法
総
論
』
二
ニ
三

1
四
頁
に
よ
れ
ば
、
『
方
法
の
錯
誤
に
つ
い
て
も
亦
同
様
で
あ
っ
て
、
甲
を
殺
す
つ
も
り
で
手
違
い
に
よ
り
乙
を
殺
し

た
場
合
に
は
、
人
の
甲
か
乙
か
の
点
に
つ
い
て
の
錯
誤
は
重
要
で
な
く
、
人
を
殺
す
意
思
で
人
を
殺
し
た
の
で
あ
る
か
ら
殺
人
罪
の
故
意
が
あ
る
と
解
す
る
』
と
さ
れ
て

い
る
。
同
旨
、
滝
川
幸
辰
『
犯
罪
論
序
説
』
改
訂
版
一
七
七
頁
、
団
藤
重
光
盃
屈
法
網
要
』
総
論
ニ
ー
九
頁
等
。
な
お

M
.
E. M
a
y
e
r
,
 a. 
a. 
0. S. 3
3
1
;
 

W・
告
科
l
.

a. 
a. 
0. 
s. 6
5
.

も
同
様
で
あ
る
。

固
い
わ
ゆ
る
超
法
定
的
符
合
説
を
と
ら
れ
な
い
諸
家
は
す
べ
て
か
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
ぱ
あ
い
に
、
発
生
し
た
結
果
に
関
し
て
も
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ

る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
超
法
定
的
符
合
説
と
い
っ
た
宇
回
し
た
理
論
構
成
を
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
超
法
定
的
符
合
説
も
直
接

に
は
右
の
未
必
の
故
意
の
不
存
在
を
前
提
に
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

固
た
と
え
ば
、
岡
田
『
錯
誤
論
』
七
一
頁
以
下
、
同
コ
屈
法
原
論
』
総
論
一
七
四
頁
以
下
、
飯
塚
•
前
掲
書
六
五
頁
以
下
、
八
五
頁
以
下
、

S
c
h
i
i
n
k
e
'

伊
h
r
i
i
d
e
r
,

Straf-

gesetzbuch, 
11. 
Aufl., §
 

5
9
,
 

25
等。

り
た
と
え
ば
、
牧
野
英
一
揺
笛
蕊
訟
巴
下
巻
五
七
二
頁
は
、
『
甲
乙
相
対
座
す
る
を
認
め
、
そ
の
甲
を
狙
撃
す
る
の
意
思
を
以
っ
て
手
を
下
し
た
と
こ
ろ
、
意
外
に
も

乙
に
対
し
て
結
果
を
発
生
せ
し
め
た
と
い
う
が
如
き
場
合
』
を
、
滝
川
・
前
掲
書
一
七
六
頁
は
『
自
動
車
内
の
人
を
殺
す
意
志
を
以
て
発
射
し
た
弾
丸
が
運
転
手
に
あ
た

っ
た
場
合
』
を
例
示
さ
れ
て
い
る
。
判
例
に
お
い
て
方
法
の
錯
誤
あ
り
と
さ
れ
た
事
例
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
、
発
生
結
果
に
対
し
て
未
必
の
故
意
あ
り
と
解
せ
ら
れ
る
よ

う
な
ば
あ
い
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
荘
子
・
前
掲
論
文
―
一
五
頁
註
固
を
参
照
さ
れ
た
い
。

固
荘
子
・
前
掲
論
文
―
一
三
頁
。

固
荘
子
・
前
掲
論
文
―
一
三
頁
、
一
ー
四
頁
。

m
荘
子
・
前
掲
論
文
―
―
―
―

-I四
頁
。

囮

M
a
u
r
a
c
h
,
D
e
u
t啓
h
e
s
Straf莉
ht,

A. T., 2
.
 
Aufl., 
S. 2
2
6
.
 

さ
て
、
方
法
の
錯
誤
の
構
造
を
以
上
の
よ
う
に
規
定
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
処
理
す
べ
き
原
理
は
す
で
に
こ
の
構
造
そ
の
も
の
か

ら
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

し
た
が
っ
て
、
打
撃
の
や
り
ぞ
こ
な
い
に
よ
っ
て

に
か
ぎ
っ
て
存
し
う
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
ず
、
表
象
に
か
か
る
結
果
に
対
す
る
故
意
未
遂
と
発
生
し
た
結
果
に
対
す
る
過
失
が
視
野
に
の
ぼ
る
。

―
―
―
四
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右
の
不
満
感
情
を
い
ま
い
ち
ど
反
省
し
て
み
る
必
要
が
あ

る
。
未
遂
を
罰
す
る
ば
あ
い
に
は
、
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
種
の
不
満
は
生
じ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
過
失
の
み
を
罰

方
法
（
打
撃
）
の
錯
誤

ん
ら
の
理
由
も
存
し
な
い
。

さ
ら
に
、

根
本
に
お
い
て
、

ニ
ー
五

れ
ば
、

そ
の
帰
す
る
と
こ
ろ
は
超
法
定
的
符
合
説
で
あ
ろ

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

犯
、
の
み
が
成
立
す
る
。

私
見
に
よ
れ

後
者
に
つ
い
て
過
失
も
認
め
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
前
者
を
罰
す
る
規
定
あ
る
と
き
に
の
み
故
意
の
未
遂
犯
が
成
立
し
、
し
か
ら
ざ
る
と

き
は
犯
罪
不
成
立
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
過
失
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
，
さ
ら
に
こ
れ
を
罰
す
る
規
定
の
有
無
を
吟
味
し
、
あ
わ
せ

て
前
者
を
罰
す
る
規
定
の
存
否
を
検
討
し
て
以
下
の
よ
う
な
処
理
の
図
式
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
両
者
と
も
こ
れ
を
罰
す
る
規

定
あ
る
と
き
に
は
、
両
罪
の
観
念
的
競
含
、
前
者
の
み
存
し
て
後
者
に
は
存
し
な
い
と
き
に
は
、
故
意
未
遂
犯
、
逆
の
と
き
に
は
、
過
失

法
定
的
符
合
説
が
発
生
し
た
結
果
に
対
す
る
故
意
犯
の
既
遂
を
認
め
よ
う
と
す
る
理
由
は
、

ば
、
荘
子
教
授
の
い
わ
ゆ
る
『
政
策
的
』
故
意
を
擬
制
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
周
知
の
よ
う
に
、
未
遂
や
過
失
は
、
と
も
に
こ
れ
を

罰
す
る
旨
の
特
別
の
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
犯
罪
と
は
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
処
理
す
る
と
き
に
は
、
往

々
に
し
て
わ
れ
わ
れ
の
当
罰
感
情
に
背
馳
し
て
軽
き
刑
を
科
せ
ざ
る
を
え
ず
、
と
き
に
は
ま
っ
た
＜
犯
罪
不
成
立
と
さ
れ
る
事
例
が
多
い

こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
根
源
的
理
由
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
現
行
法
が
一
切
の
未
遂
や
過
失
を
お
し
な
べ
て
罰
す
る
と
い
う

方
針
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
に
も
と
づ
く
。
し
か
も
、
こ
の
不
満
感
情
は
、
錯
誤
が
異
な
る
構
成
要
件
間
の
抽
象
的
事
実
に
関
し
て
生
じ

た
ば
あ
い
、
と
き
に
も
っ
と
も
い
ち
じ
る
し
い
こ
と
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
定
的
符
合
説
に
よ
ら
れ
る
諸
家
は
あ
え
て
政
策
的
故

意
を
説
こ
う
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、
前
例
に
お
い
て
、
政
策
的
故
意
を
説
く
理
由
が
右
の
不
満
感
情
に
あ
る
も
の
と
す

そ
れ
が
一
層
い
ち
じ
る
し
い
後
例
に
お
い
て
も
同
様
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

う
。
逆
に
、
も
し
後
例
に
お
い
て
政
策
的
故
意
を
説
く
こ
と
を
断
念
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
前
例
に
お
い
て
の
み
こ
れ
を
例
外
視
す
る
な

私
見
に
よ
れ
ば
、
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方
法
（
打
撃
）
の
錯
誤

す
る
と
き
と
、
両
者
と
も
に
罰
し
な
い
ば
あ
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
例
に
お
け
る
処
罰
が
軽
き
に
す
ぎ
る
と
考
え
る
の
は
、

い
た
ず
ら

に
結
果
の
み
に
着
眼
す
る
見
解
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
過
失
犯
は
、
す
で
に
そ
の
違
法
性
に
お
い
て
も
責
任
に
お

い
て
も
、
対
応
す
る
故
意
犯
よ
り
も
格
段
の
差
を
も
っ
て
軽
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
実
質
的
理
由
に

想
い
を
致
す
な
ら
ば
右
の
不
満
は
た
だ
ち
に
解
消
し
、
む
し
ろ
そ
の
処
理
の
妥
当
な
ゆ
え
ん
が
知
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。
さ
ら
に
、
後
例

に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
種
の
不
満
は
、
た
だ
に
方
法
の
錯
誤
の
ば
あ
い
に
か
ぎ
ら
ず
、
単
純
な
未
遂
や
過
失
の
存
す
る
一
切
の
ば
あ
い

に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
決
の
方
法
は
む
し
ろ
立
法
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
現
行
法
の
解
釈
の
問
題
に
も
ち
こ
む
こ
と
は

適
当
で
な
い
。
も
っ
と
も
、
立
法
上
、
す
べ
て
の
未
遂
や
過
失
を
お
し
な
べ
て
処
罰
す
べ
き
規
定
を
設
け
る
べ
き
か
否
か
は
こ
れ
ま
た
別

⑭
 

の
問
題
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
方
法
の
錯
誤
の
構
造
を
以
上
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
規
定
す
る
と
し
て
も
、
な
お
法
定
的
符
合
説
の
立
場
か
ら
、
発
生
し

た
結
果
に
対
し
て
故
意
犯
の
既
遂
を
認
め
る
こ
、
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
い
ま
い
ち
ど
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

0
 

け
だ
し
、
本
説
で
も
発
生
し
た
結
果
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
を
そ
の
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
た
と
え
ば
、
人
を
殺
す
故
意
あ
り
、
こ
の
故
意
に
も
と
づ
く
行
為
あ
り
、
か
つ
こ
れ
と
相
当
因
果
関
係
あ
る
と
こ
ろ
に
殺
人
の
既
遂

あ
り
と
い
う
命
題
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
故
意
犯
の
既
遂
を
帰
結
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る

ふ
し
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
過
失
犯
に
お
い
て
存
す
る
相
当
因
果
関
係
を
、
故
意
犯
の
そ
れ
と
し
て
擬
制
す
る
も
の

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
周
知
の
ご
と
く
、
故
意
は
因
果
関
係
の
予
見
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
さ
い
の
因
果
関
係
と
は
相
当
因
果
関
係

で
あ
る
。
逆
に
、
こ
の
予
見
が
な
け
れ
ば
、
た
と
え
客
観
的
に
相
当
因
果
関
係
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
故
意
の
実
現
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
方
法
の
錯
誤
に
お
い
て
、
発
生
し
た
結
果
と
表
象
に
か
か
る
結
果
実
現
行
為
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
あ
っ

二
―
六
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二
―
七

た
と
し
て
も
、
そ
の
予
見
（
故
意
）
は
後
者
の
結
果
に
関
し
て
の
み
肯
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
前
者
の
結
果
に
関

し
て
は
た
だ
そ
の
予
見
可
能
性
（
過
失
）
が
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
、
法
定
符
合
説
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
る
か
に
み
え
る

理
論
構
成
は
、
発
生
し
た
結
果
に
関
し
て
も
存
す
る
相
当
因
果
関
係
を
現
実
の
表
象
に
よ
っ
て
も
予
見
さ
れ
て
い
る
も
の
と
擬
制
す
る
も

の
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
単
に
言
葉
の
う
え
で
だ
け
す
り
か
え
を
す
る
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

り
荘
子
・
前
掲
論
文
―
―
一
頁
以
下
。

固
草
野
豹
一
郎
孟
叫
法
要
論
』
九
四
頁
以
下
に
よ
る
抽
象
的
符
合
説
は
か
よ
う
な
観
点
か
ら
、
未
遂
を
罰
す
る
規
定
の
有
無
を
問
わ
ず
、
す
ぺ
て
こ
の
ば
あ
い
の
未
遂
を

罰
す
べ
き
も
の
で
さ
れ
る
。

固
い
わ
ゆ
る
刑
法
の
『
謙
抑
主
義
』
（
宮
本
英
脩
コ
加
法
大
綱
』
一
六
頁
）
と
い
う
こ
と
が
考
え
併
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
以
上
の
私
見
は
超
法
定
的
符
合

説
に
対
す
る
批
判
の
実
質
を
も
な
す
で
あ
ろ
う
。

り
平
野
竜
一
『
方
法
の
錯
誤
』
判
例
演
習
・
刑
法
総
論
―
―
七
頁
。

W・
邑
邑
,
a. 
a. 
0. S. 
66. 

固

Schiinke-Schriider,
a. 
_a. 
0. §
.
 
5
9
,
 
2
5

は
、
方
法
の
錯
誤
に
お
い
て
故
意
犯
の
既
遂
を
認
め
る
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
対
し
て
、
か
よ
う
な
処
理
は
そ
の
主
張
す
る

＼
行
為
論
お
よ
び
行
為
者
論
に
矛
盾
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
発
生
し
た
結
果
は
『
単
に
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
因
果
的
知
見
に
も
と
づ
い
て
統
理

(a百
r
d
e
t
e
r
m
i
n
i
e
r
t
)

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
』
と
す
る
。
わ
た
し
も
ま
た
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
帰
結
は
、
そ
の
目
的
的
行
為
論
に
矛
盾
す
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
の

点
、
同
じ
く
目
的
的
行
為
論
に
よ
る
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
は
私
見
と
同
一
の
帰
結
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(Maurach,
a. 
a. 
0. S. 
2
2
6
1
7
)
。

も
っ
と
も
、
荘
子
教
授
は
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
と
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
と
で
は
、
方
法
の
錯
誤
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
ば
あ
い
の
状
況
設
定
に
く
い
ち
が
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う

と
さ
れ
て
い
る
が
（
荘
子
・
前
掲
論
文
―
一
六
頁
註
固
）
、
疑
問
で
あ
る
。
け
だ
し
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
前
註
し
た
よ
う
に
、
方
法
の
錯
誤
の
状
況
設
定
に
あ
た
っ
て
、

行
為
と
発
生
結
果
と
の
間
に
す
く
な
く
と
も
相
当
因
果
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
発
生
結
果
に
対
し
て
未
必
の
故
意
も
認
め
ら
れ
ぬ
こ
と

を
予
定
し
た
う
え
で
そ
の
結
果
を
相
当
因
果
関
係
あ
る
と
こ
ろ
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
故
意
犯
に
お

い
て
は
故
意
に
よ
っ
て
操
縦
さ
れ
た
因
果
関
係
が
構
成
要
件
的
に
重
要
で
あ
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
か
よ
う
な
操
縦
な
き
過
失
犯
に
お
い
て
の
み
相
当
因
果
関
係
の

存
在
を
要
件
と
し
て
い
る
点
を
も
参
考
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
W
e
i
N
d
:
a
.
a. 
0. S. 
4
3
)
。

方
法
（
打
撃
）
の
錯
誤
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方
法
（
打
撃
）
の
錯
誤

以
上
に
よ
れ
ば
、
方
法
の
錯
誤
の
処
理
は
い
わ
ゆ
る
具
体
的
符
合
説
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が

具
体
的
符
合
説
に
拠
ら
れ
る
諸
家
は
ー
リ
ス
ト
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
ー
、
本
説
が
妥
当
す
る
の
は
た
だ
方
法
の
錯
誤
に
関
し
て
の
み
で

あ
り
、
客
体
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
す
べ
て
法
定
的
符
合
説
の
適
用
が
あ
る
べ
き
だ
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
見
、
理
論
と
し
て
徹
底

を
欠
く
態
度
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
•
こ
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、

リ
ス
ト
が
両
錯
誤
事
例
を
通
じ
て
、
具
体
的
符
合
説
が
妥
当
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
実
質
的
理
由
を
瞥
見
す
る
必
要
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。

の
』
で
あ
る
と
き
に
か
ぎ
っ
て
故
意
阻
却
効
を
も
つ
。
そ
れ
で
は
、
い
つ
錯
誤
が
本
質
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
に
い
た
る
か
と
い
え
ば
、

＠
 

事
実
的
な
な
り
ゆ
き
の
予
見
が
行
為
者
を
し
て
行
為
の
遂
行
を
阻
止
せ
し
め
た
で
も
あ
ろ
う
よ
う
な
と
き
が
そ
れ
だ
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ

こ
で
、
客
体
の
錯
誤
に
お
い
て
も
、
射
殺
の
客
体
を
甲
だ
と
思
え
ば
こ
そ
射
撃
し
た
の
で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
が
無
関
係
な
乙
だ
と
わ
か

が
、
そ
の
錯
誤
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
、

っ
て
い
れ
ば
、
射
撃
者
は
行
為
を
躊
睛
し
た
で
も
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
錯
誤
が
行
為
動
機
に
決
定
的
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
否
か

゜

つ
ま
り
故
意
阻
却
効
を
も
つ
か
否
か
の
基
準
と
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
故

意
の
成
否
を
過
剰
に
行
為
動
機
に
か
か
ら
し
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
刑
法
上
、
故
意
の
成
否
は
、
構
成
要
件
的
事
実
（
た
と
え
ば
、

殺
人
）
の
認
識
と
意
欲
に
つ
き
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
、
果
さ
れ
た
結
果
（
殺
人
）
が
甲
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
か
乙
に
つ
い
て
の

そ
れ
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
法
上
無
関
係
な
事
実
的
差
異
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
か
よ
う
な
差
異
か
ら
由
来
し
て
考
え
ら

れ
る
行
為
動
機
の
い
か
ん
も
法
上
無
視
し
て
支
障
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
、
具
体
的
符
合
説
は
、
も
と
も
と
、
客
体
の
錯
誤
の
ば
あ
い
に

妥
当
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
実
質
的
地
盤
を
も
た
ぬ
も
の
で
あ
り
、

リ
ス
ト
以
外
に
お
い
て
本
説
に
拠
ら
れ
る
諸
家
が
ひ
と
し
く
こ
の
ば
あ

伺

い
を
も
含
め
て
の
論
を
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
こ
の
点
に
理
由
が
あ
る
と
と
も
に
、
す
で
に
し
て
、
リ
ス
ト
説
の
実
質
的
根
拠
を
否
認
す
る

リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、

意
思
活
動
の
過
程
な
ら
び
に
そ
の
結
果
に
関
す
る
行
為
者
の
錯
誤
は
、

そ
れ
が
『
本
質
的
な
も

二
―
八

578 



と
相
当
な
因
果
関
係
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、

、
こ
ま
、

し
ー

V
~
l
>

｀

こ
れ

立
場
か
ら
は
、
方
法
の
錯
誤
に
お
い
て
の
み
具
体
的
符
合
説
を
と
な
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
リ
ス
ト
説
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
根
拠
に

私
見
に
よ
れ
ば
、
法
定
的
符
合
説
と
具
体
的
符
合
説
と
は
、
同
一
の
次
元
に
お
い
て
相
互
に
対
立
す
る
故
意
論
で
は
な
い
。
故
意
論
と

し
て
は
、
行
為
の
客
体
・
手
段
・
方
法
等
、
す
べ
て
法
定
（
構
成
要
件
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
符
合
す
れ
ば
足
り
、
そ
の
内
部
に
属
す
る

具
体
的
・
事
実
的
差
異
は
す
べ
て
法
外
の
事
実
と
し
て
無
視
す
れ
ば
足
り
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
錯
誤
が
い
か
な
る
構
造
を
具
備
す
る

と
き
に
法
定
的
符
合
説
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
錯
誤
が
同
一
構
成
要
件
に
属
す
る
具
体
的
な
客
体
に
関
し
て
生

じ
た
ば
あ
い
、
故
意
論
の
原
則
は
そ
の
ま
ま
に
妥
当
す
る
。
人
（
甲
）
を
殺
そ
う
と
し
て
こ
れ
が
た
め
に
相
当
な
手
段
を
行
使
し
、
め
ざ

す
人
（
乙
）
を
殺
害
し
た
ば
あ
い
、
故
意
を
阻
却
せ
し
め
る
べ
き
な
ん
ら
の
錯
誤
も
存
し
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
方
法
の
錯
誤
の
ば
あ

甲
（
人
）
を
殺
そ
う
と
し
て
こ
れ
が
た
め
に
相
当
な
手
段
を
行
使
し
た
が
甲
（
人
）
の
殺
害
に
失
敗
し
（
殺
人
未
遂
）
、

そ
の
関
係
を
予
見
せ
ず
し
て
別
人
（
乙
）
を
死
亡
せ
し
め
る
（
過
失
致
死
）
。

に
、
前
者
と
後
者
と
で
は
、
錯
誤
の
存
在
構
造
は
根
本
的
に
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
例
に
あ
っ
て
も
、
右
の
よ
う
な
処
理
を
す
る
こ

こ
の
よ
う

と
こ
そ
故
意
論
本
来
の
要
請
に
そ
う
も
の
で
あ
る
。
か
つ
、
法
定
的
符
合
説
も
、
結
果
と
こ
れ
に
対
す
る
相
当
因
果
関
係
が
と
も
に
表
象

。
予
見
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
こ
の
結
果
が
法
定
的
に
符
合
す
れ
ば
足
る
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
前
提

が
発
生
し
た
結
果
に
お
い
て
そ
な
わ
ら
な
い
方
法
の
錯
誤
に
お
い
て
こ
れ
が
適
用
を
み
な
い
と
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
法
定
的
符
合
説
は
故
意
論
そ
の
も
の
で
あ
り
、
故
意
の
要
件
が
そ
な
わ
ら
ぬ
発
生
結
果
に
対
し
て
そ
の
適
用
を

つ
つ
し
む
べ
き
だ
と
す
る
こ
と
、
積
極
的
に
は
、
具
体
的
符
合
説
を
適
用
す
べ
き
だ
と
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
法
定
的
符
合
説
自
体
に
よ

っ
て
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
法
定
的
符
合
説
と
具
体
的
符
合
説
と
は
、
同
一
の
次
元
に
お

二
―
九

方
法
（
打
撃
）
の
錯
誤

よ
っ
て
し
か
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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四

い
て
故
意
の
成
否
を
対
立
的
に
争
う
理
論
で
ば
な
く
、

方
法
（
打
撃
）
の
錯
誤

前
者
は
故
意
の
積
極
面
、

て
、
表
裏
を
な
し
て
相
補
な
う
べ
き
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

m
L
i
s
z
t
,
 L
e
h
r
d
u
c
h
 d
e
s
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 Strafrechts, 2
0
.
 
Aufl., S. 1
8
3
.
 

~
川
・
蔀
型
燭
亭
〖
一
七
二
百

tに
よ
れ
ば
、
『
リ
ス
ト
は
有
名
な
「
刑
法
論
」
の
第
一
版
（
一

八
八
一
年
）
か
ら
自
己
の
手
に
成
る
最
終
の
第
二
十
二
版
（
一
九
一
九
年
）
に
至
る
ま
で
四
十
年
間
こ
の
立
場
を
固
守
し
、
錯
誤
理
論
に
お
り
る
孤
城
に
立
籠
っ
た
』
と

し
て
い
る
。

固
そ
こ
で
、
牧
野
・
前
掲
書
五
七
一
頁
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
具
体
的
符
合
説
を
説
く
者
の
間
に
お
い
て
通
説
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
同
旨
、
木
村
・
前
掲

書
ニ
ニ
ニ
ー
三
頁
。

固

Liszt,
a. 
a. 
0. S. 1
8
2
.
 

囚
滝
川
・
前
掲
書
一
七
二
頁
も
、
リ
ス
ト
説
の
実
質
的
根
拠
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

固
木
村
・
前
掲
書
ニ
ニ
ニ
ー
三
頁
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
符
合
説
は
そ
の
適
用
が
か
な
ら
ず
し
も
一
定
せ
ず
、
諸
種
の
見
地
か
ら
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し

か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
客
体
の
錯
誤
の
ば
あ
い
に
は
、
本
説
適
用
の
地
盤
を
欠
く
も
の
と
解
す
る
こ
と
本
文
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

固
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
は
、
か
っ
て
『
打
撃
の
錯
誤
の
解
決
策
と
し
て
、
こ
れ
と
全
く
存
在
論
的
構
造
を
異
に
す
る
客
体
の
錯
誤
に
施
す
べ
き
法
理
を
適
用
せ
ん
と
す
る

こ
と
は
、
全
く
そ
の
所
を
誤
る
も
の
で
あ
る
と
評
せ
ざ
る
を
得
な
い
』
と
し
た
（
拙
稿
前
掲
論
文
五
四
頁
）
。
な
お
、
平
場
・
前
掲
書
一

0
二
頁
は
、
『
思
う
に
故
意
と
過

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

失
が
客
銀
面
の
構
造
に
お
い
て
異
な
る
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
立
湯
か
ら
は
、
過
失
的
結
果
に
対
し
故
意
の
成
立
を
認
め
る
法
定
的
符
合
説
乃
至
抽
象
的
符
合
説
は
こ
れ
を

承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
具
体
的
符
合
説
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
た
だ
、
後
述
の
客
体
に
関
す
る
錯
誤
と
の
比
較
上
な
お
問
題
が
残
ろ
う
』
（
傍
点
筆

者
）
と
さ
れ
て
い
る
。
か
く
、
乎
場
教
授
も
両
者
の
構
造
上
の
差
異
を
承
認
さ
れ
る
以
上
、
客
体
の
錯
誤
と
の
比
較
に
お
い
て
示
さ
れ
る
危
惧
は
す
べ
て
無
用
の
も
の
と

解
せ
ら
れ
る
。

m
木
村
・
前
掲
書
ニ
ニ
ニ
頁
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
符
合
説
と
い
う
名
称
は
牧
野
博
士
の
創
唱
に
か
か
る
由
で
あ
る
。
抽
象
的
符
合
説
も
ま
た
わ
が
国
独
自
の
も
の
で
あ
る

こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
二
説
と
法
定
的
（
な
い
し
構
成
要
件
的
）
符
合
説
と
は
、
す
く
な
く
と
も
ド
イ
ツ
で
は
、
平
等
の
資

格
を
も
っ
て
対
立
せ
し
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
原
則
と
し
て
法
定
的
符
合
説
を
と
り
な
が
ら
、
た
だ
方
法
の
錯
誤

に
関
し
て
の
み
具
体
的
符
合
説
を
説
く
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
異
質
物
の
混
滑
と
は
解
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、

後
者
は
そ
の
消
極
面
に
関
す
る
理
論
と
し

ニ―
10
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関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、

い
ま
だ
故
意
あ
り
と
は
な
し
え
な
い
。

③
以
上
の
処
理
は
具
体
的
符
合
説
に
よ
る
そ
れ
と
一
致
す
る

以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
①
方
法
の
錯
誤
は
、
発
生
に
か
か
る
結
果
に
関
し
て
は
未
必
の
故
意
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
ば
あ
い
を
前
提

こ
し
、
＇ 

か
つ
こ
れ
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
。
⑱
故
意
に
は
表
象
に
か
か
る
具
体
的
結
果
（
法
定
的
に
抽
象
化
さ
れ
た
程
度
の
表
象
で
よ

い
）
に
関
す
る
相
当
因
果
関
係
の
現
実
的
予
見
を
要
す
る
か
ら
、
こ
の
予
見
な
き
発
生
結
果
に
関
し
て
は
、

が
、
こ
れ
は
故
意
論
そ
の
も
の
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

次
元
で
対
立
す
る
も
の
で
な
↑
、
故
意
論
の
消
極
面
を
分
担
す
る
も
の
と
し
て
後
説
と
表
裏
を
な
し
て
相
補
な
う
関
係
に
た
つ
。

今
日
、
わ
が
国
に
お
け
る
故
意
論
の
現
状
は
、

れ
る
抽
象
的
符
合
説
を
否
認
す
る
こ
と
に
か
た
む
い
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

関
す
る
具
体
的
符
合
説
は
、
依
然
と
し
て
、
不
当
に
不
遇
な
と
り
あ
っ
か
い
を
う
け
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
の
禍
根
は
、
す
べ
て
、

方
法
の
錯
誤
に
関
す
る
状
況
設
定
を
歪
曲
す
る
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
の
洞
察
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
方
法
の
錯
誤
も
ま
た

故
意
論
本
来
の
原
理
に
照
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
小
稿
は
、
上
記
荘
子
教
授
の
論
文
に
接
し
た
機
会
に
、
そ
の
購
尾
に
附
し
て

本
問
に
つ
き
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
機
縁
と
し
て
わ
が
国
の
通
説
が
い
ま
い
ち
ど
自
説
に
つ
き
反
省
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
念

願
す
る
も
の
で
あ
る
。

方
法
（
打
撃
）
の
錯
誤

た
と
え
客
観
的
に
相
当
因
果

し
た
が
っ
て
、
本
説
は
、
固
有
の
故
意
論
で
あ
る
法
定
的
符
合
説
と
同
一
の

一
時
有
力
に
と
な
え
ら
れ
て
ほ
と
ん
ど
通
説
的
地
歩
を
獲
得
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
わ

こ
ひ
と
り
方
法
の
錯
誤
に
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