
閣
下
、
私
は
私
の
最
初
の
比
較
的
大
き
な
学
問
的
試
み
を
、
軽
は
ず
み
か
ら
で
は
な
く
、
ま
た
自
己
の
過
大
評
価
に
と
ら
わ
れ
て
で
も
な
く
、
捧
げ
る
。

私
は
、
私
が
失
っ
た
と
こ
ろ
に
隠
さ
れ
ず
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
に
判
決
を
招
く
よ
う
な
こ
と
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
け

れ
ど
も
、
私
は
取
る
に
足
ら
な
い
顧
慮
か
ら
決
め
た
の
で
な
い
か
ら
、
閣
下
の
前
に
ふ
る
い
立
つ
。

な
に
よ
り
も
ま
ず
、
私
の
な
か
に
勉
学
へ
の
熱
意
を
目
覚
め
さ
せ
維
持
す
る
こ
と
に
最
も
多
く
寄
与
し
た
人
物
を
私
の
先
生
で
あ
る
と
公
け
に
表
明
す

る
こ
と
が
私
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
他
の
誰
か
は
閣
下
に
教
わ
っ
た
と
本
当
に
誇
る
が
、
残
念
な
が
ら
私
に
は
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
。
し

か
し
常
に
、
偉
大
な
先
生
の
学
派
は
、
そ
れ
に
語
ら
れ
た
言
葉
よ
り
い
っ
そ
う
遠
く
へ
と
届
い
た
。

別
の
考
え
が
私
を
少
な
か
ら
ず
力
強
く
駆
り
立
て
る
。
自
分
の
幸
福
を
狭
い
範
囲
に
で
は
な
く
さ
が
し
求
め
る
者
は
、
そ
の
属
す
る
国
家
の
幸
せ
に
つ

る。
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概
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（八

0
二）

い
て
の
感
覚
と
感
情
を
持
つ
。
ご
く
最
近
の
痛
ま
し
い
歳
月
で
は
な
く
歴
史
は
、
あ
ら
ゆ
る
健
全
な
国
家
の
発
展
は
安
定
し
荘
重
で
あ
る
と
い
う
確
信
を

そ
の
者
に
押
し
つ
け
る
に
違
い
な
い
。
学
問
に
お
い
て
も
ま
た
、
考
え
深
い
進
歩
の
み
が
目
的
に
近
づ
く
。
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
法
学
者
は
、
わ
れ
わ
れ
が

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
感
心
す
る
壮
大
な
有
機
体
が
何
世
紀
に
も
わ
た
る
徹
底
的
な
努
力
に
よ
っ
て
の
み
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
何
度
も
何
度
も
示
さ

れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
問
に
は
比
較
的
自
由
な
動
き
が
許
さ
れ
て
い
る
。
可
能
な
こ
と
と
不
可
能
な
こ
と
と
の
対
立
、
現
実
と
空
し
い
夢
の

対
立
は
、
こ
こ
で
は
政
治
的
生
活
に
お
け
る
ほ
ど
に
は
相
互
に
険
し
く
な
い
。
矛
盾
す
る
見
解
も
ま
た
権
限
が
あ
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
理
論
が
実

務
に
よ
り
強
く
作
用
し
な
い
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
が
し
ば
し
ば
残
念
に
思
う
こ
と
は
、
誤
り
の
有
害
な
帰
結
が
実
感
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
る
前
に
誤
り
と

戦
う
時
間
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
。
私
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
し
ば
し
ば
従
来
の
も
の
と
違
っ
て
お
り
、
ま
た
私
が
最
も
大
き
な
尊
敬
の
念
を
い
だ
い

て
い
る
学
者
た
ち
の
見
解
と
対
立
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
私
は
保
守
的
な
感
覚
で
一
貫
し
て
お
り
、

い
か
な
る
性
急
な
進
歩
へ
の
切
望
の
念
と
も
無
縁
で

あ
る
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
私
は
閣
下
を
私
の
偉
大
な
模
範
で
あ
る
と
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

現
代
は
政
治
的
激
動
に
お
け
る
安
定
と
学
問
に
お
け
る
大
胆
な
前
進
を
彼
に
贈
る
。

関
法

一
八
六
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一
八
九

訴
え
は
、
侵
害
す
る
不
法
u
n
r
e
c
h
t
に
対
す
る
法
r
e
c
h
t
の
闘
い
で
あ
り
、
判
決
は
闘
い
の
判
断
で
あ
る
。
闘
い
は
、
法
な
ら
び
に
侵
害
の
存
在
と
範

囲
ー
|
そ
の
両
者
に
お
い
て
当
事
者
間
に
争
い
が
あ
る
ー
を
確
認
し
、
ま
た
、
判
決
で
認
め
ら
れ
た
法
の
侵
害
を
償
う
た
め
に
被
告
が
原
告
に
給
付
す

べ
き
も
の
を
決
定
す
る
と
い
う
二
重
の
目
的
を
も
ち
う
る
。
ロ
ー
マ
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
両
方
の
効
果
が
―
つ
の
判
決
に
当
然
に
伴
っ
て
い
る
と
は
限

ら
ず
、
異
な
っ
た
裁
判
所
の
判
決
に
結
び
つ
け
ら
れ
う
る
。
お
そ
ら
く
、
神
聖
金
に
よ
る
法
律
訴
訟
legis
actio s
a
c
r
a
m
e
n
t
o
お
よ
び
先
決
的
制
約
を

伴
う
比
較
的
後
の
手
続
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
通
常
の
方
式
書
訴
訟
、
特
別
審
理
手
続
c
o
g
n
i
t
i
o
e
x
t
r
a
 o
r
d
i
n
e
m
お
よ
び
そ
こ
か
ら
生

じ
た
ユ
ー
ス
テ
ィ
ー
ニ
ア
ー
ヌ
ス
の
法
の
訴
訟
は
、
訴
え
が
理
由
づ
け
る
も
の
に
つ
い
て
判
断
し
、
そ
し
て
原
告
が
被
告
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
満
足
を

う
け
る
ぺ
き
か
に
つ
い
て
決
定
す
る
と
い
う
両
側
面
に
つ
い
て
有
効
な
―
つ
の
判
決
の
み
を
ど
の
場
合
に
つ
い
て
も
原
則
と
し
て
認
め
る
。

判
決
の
形
式
は
、
裁
判
人
の
口
頭
あ
る
い
は
書
面
に
よ
る
表
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
自
体
、
所
与
の
関
係
に
強
制
的
な
影
響
を
与
え
る
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
理
論
が
判
決
の
も
の
だ
と
す
る
効
果
を
判
決
に
事
実
上
与
え
る
た
め
特
別
の
法
的
手
段
が
必
要
で
あ
る
。
判
決
の
二
重
の
効

―
つ
に
は
、
そ
れ
は
、
被
告
に
課
せ
ら
れ
た
給
付
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
り
、

は
、
法
r
e
c
h
t
お
よ
び
侵
害
に
つ
い
て
判
決
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
堅
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
判
決
さ
れ
た
法
は
独
立
の
保
護
を
必
要
と
し
な
い
よ
う
に
見
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
実
体
法
と
符
合
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
保
護
さ
れ
、
そ
れ
が
実
体
法
と
相
違
す
る
場

合
に
は
、
そ
れ
は
何
ら
保
護
に
値
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
観
念
的
な
把
握
で
あ
ろ
う
。

法
の
侵
害
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
本
性
の
一
般
的
な
欠
陥
か
ら
生
じ
る
。
訴
訟
に
お
い
て
、
こ
の
侵
害
に
与
え
ら
れ
た
手
段
が
現
わ
れ
る
。

し
か
し
訴
訟
も
ま
た
、
人
間
的
な
制
度
と
し
て
、
不
完
全
の
烙
印
を
も
つ
。
と
り
わ
け
、
二
つ
の
欠
陥
が
決
し
て
乗
り
越
え
ら
れ
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、

訴
訟
は
一
定
の
期
間
続
く
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
、
裁
判
人
に
と
っ
て
法
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
彼
が
法
と
し
て
判
決
す
る
も
の
が
、
多

く
の
場
合
に
お
い
て
、
現
実
の
法
と
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
な
訴
訟
立
法
は
こ
の
欠
陥
を
見
逃
そ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

む
し
ろ
、
特
別
の
制
度
に
よ
っ
て
可
能
な
限
り
そ
の
結
果
を
予
防
し
よ
う
と
努
め
る
で
あ
ろ
う
。
判
決
さ
れ
た
法
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
ま
た
実
体
法

へ
の
顧
慮
な
し
に
、
人
が
与
え
さ
せ
る
保
護
は
、
誤
り
の
、
す
な
わ
ち
現
実
の
法
と
合
致
し
な
い
判
決
の
不
利
益
に
対
抗
す
る
最
善
の
手
段
で
あ
る
と
い

果
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
的
手
段
も
ま
た
二
分
類
す
べ
き
で
あ
る
。

（八

0
五）

―
つ
に
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一
見
し
た
と
こ
ろ
逆
説
的
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
か
す
る
と
多
く
の
人
は
、
こ
の
点
に
、
訴
訟
の
欠
陥
の
意
図
的
な
無
視
を
見
た
。

た
し
か
に
、
こ
れ
は
不
適
切
で
あ
る
。
判
決
さ
れ
た
法
は
現
実
の
法
と
調
和
す
る
場
合
に
の
み
保
護
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
判
決
さ
れ
た
法
を
引
用
す

る
者
は
常
に
、
判
決
し
た
裁
判
人
は
真
実
を
判
決
し
た
と
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
あ
る
法
あ
る
い
は

あ
る
事
実
の
存
在
ま
た
は
不
存
在
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
物
的
お
よ
び
人
的
訴
え
の
最
も
単
純
な
事
例
を
考
察
す
る
。
ア
ゲ
ー
リ
ウ
ス

Agerius
は、

ヌ
メ
リ
ウ
ス

N
u
m
e
r
i
u
s
の
も
と
に
あ

る
物
の
所
有
物
返
還
請
求
を
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
後
者
が
前
者
に
借
り
て
い
る
十
金
を
訴
求
す
る
。
裁
判
人
は
物
が
ア
ゲ
ー
リ
ウ
ス
の
も
の
だ
と
判
決

し
、
ま
た
ヌ
メ
リ
ウ
ス
が
十
金
を
払
う
よ
う
判
決
す
る
。
訴
訟
に
時
間
が
か
か
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
裁
判
人
の
判
決
が
実
体
法
に
か
な
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
人
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
確
信
し
て
い
た
な
ら
ば
、
執
行
手
段
は
こ
の
判
決
の
保
護
に
十
分
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ヌ
メ
リ
ウ
ス
が
自
発
的

に
給
付
し
な
い
な
ら
ば
、
彼
は
給
付
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
彼
が
返
還
さ
れ
た
物
を
後
に
な
っ
て
彼
の
物
で
あ
る
と
し
て
請
求
す
る
か
、

ま
た
は
、
十
金
が
根
拠
な
く
支
払
わ
れ
た
と
し
て
不
当
利
得
返
還
請
求
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
ア
ゲ
ー
リ
ウ
ス
に
対
し
て
原
告
と
し
て
登
場
す
る
で
あ
ろ
う

が
、
ア
ゲ
ー
リ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
こ
の
場
合
は
何
ら
の
重
荷
で
な
く
、
ま
た
決
し
て
危
険
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
裁
判
人
は
た
だ
ち
に
彼
の
請
求
を

否
定
し
、
ま
た
両
方
の
判
決
が
現
実
の
法
と
一
致
す
る
の
で
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
合
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、

ヌ
メ
リ
ウ
ス
は
た
だ
ち
に
却

け
ら
れ
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
新
し
い
訴
え
は
常
に
再
び
同
じ
婦
結
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
訴
訟
費
用
を
負
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
の
確
実
性
は
、
す

ぐ
に
彼
か
ら
さ
ら
な
る
訴
訟
へ
の
望
み
を
奪
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
訴
訟
は
残
念
な
が
ら
、
言
及
し
た
欠
陥
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
な
い
。
訴

訟
は
時
間
に
お
け
る
一
定
の
拡
張
を
要
求
し
、
訴
訟
は
両
当
事
者
お
よ
び
裁
判
人
の
活
動
で
こ
の
期
間
を
満
た
す
。
そ
し
て
す
な
わ
ち
、
訴
訟
が
、
異
な

る
人
、
時
間
お
よ
び
労
力
を
費
や
さ
せ
る
限
り
、
そ
れ
は
―
つ
の
害
悪
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
獲
得
す
る
よ
り
大
き
な
利
益
に
よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
。

こ
れ
を
超
え
て
わ
れ
わ
れ
は
、
同
一
物
に
つ
い
て
の
異
な
る
判
決
が
常
に
実
体
的
な
法
と
、
あ
る
い
は
ま
た
相
互
に
の
み
符
合
す
る
と
い
う
こ
と
の
確
信

は
決
し
て
な
い
。
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス

Titius
が
ヌ
メ
リ
ウ
ス
に
対
す
る
所
有
物
返
還
請
求
に
際
し
て
物
が
ア
ゲ
ー
リ
ウ
ス
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
た
な
ら

ば
、
ガ
ー
イ
ウ
ス

G
a
j
u
s
は
、
も
し
か
す
る
と
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
さ
え
も
が
、

う
こ
と
は
、 関

法

ヌ
メ
リ
ウ
ス
の
所
有
物
返
還
請
求
に
際
し
て
、
物
が
む
し
ろ
ヌ
メ
リ

一
九
〇

（八
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重
み
の
あ
る
や
り
方
で
保
護
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(

-

）

 

ウ
ス
に
属
す
る
と
判
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
あ
る
い
は
別
の
事
例
に
お
い
て
は
、

を
支
払
っ
た
と
い
う
こ
と
の
分
別
が
つ
き
う
る
。
さ
て
し
か
し
、
新
し
い
判
決
が
執
行
さ
れ
る
や
い
な
や
、

そ
し
て
彼
は
自
己
を
貰
き
、

一
九

ヌ
メ
リ
ウ
ス
が
何
ら
債
務
を
負
っ
て
お
ら
ず
、

つ
ま
り
は
非
債
務

ア
ゲ
ー
リ
ウ
ス
は
再
び
原
告
と
し
て
登
場
し
、

ヌ
メ
リ
ウ
ス
も
ま
た
再
び
訴
え
る
と
い
う
の
が
当
然
で
あ
る
。
第
一
の
判
決
が
免
訴
判
決
で
あ
る
場
合
の
方
が
よ
り
良
い
と

い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
ア
ゲ
ー
リ
ウ
ス
が
第
二
の
裁
判
官
の
面
前
で
、
ひ
と
た
び
斥
け
ら
れ
た
訴
え
を
貰
徹
す
る
見
込
み
を
も
っ
た
な
ら
ば
、

彼
が
こ
れ
を
試
み
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
極
め
て
小
さ
な
事
件
が
だ
ら
だ
ら
と
続
き
、
ま
さ
に
際
限
な
く
引
き
延
ば
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
手
の
つ
け
よ
う
が
な
い
法
の
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
き
は
、
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
の
可
能
性
か
ら
は
不
利
益
の
み
が
生
じ
る
と
い
う
こ

と
が
、
た
だ
ち
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ロ
ー
マ
人
の
鋭
い
法
感
覚
か
ら
漏
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
し
て
最
も
古
い
時
代
か
ら
、
判
決
は
、
非
常
に

判
決
の
保
護
は
、
多
様
に
理
由
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
判
決
さ
れ
た
こ
と
は
完
全
に
証
明
さ
れ
た
法
で
あ
り
、
ま
た
、
す
ぺ
て
の
方
向
に
向

か
っ
て
完
全
に
有
効
な
法
で
あ
る
と
観
察
す
る
こ
と
か
ら
、
人
は
出
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
見
方
を
徹
底
的
に
貫
き
通
す
な
ら
ば
、
そ
れ
と
な
ら

ん
で
は
他
の
い
か
な
る
も
の
も
余
計
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
判
決
の
完
全
な
保
護
が
そ
こ
か
ら
生
じ
る
。
原
告
あ
る
い
は
被
告
と
し
て
有
利
な

判
決
を
獲
得
し
た
い
か
な
る
者
も
、
第
一
の
判
決
に
従
っ
て
判
決
す
る
こ
と
を
新
し
い
裁
判
人
に
直
ち
に
強
制
す
る
た
め
に
は
、
有
利
に
判
決
さ
れ
た
と

こ
ろ
を
新
し
い
裁
判
人
に
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
必
要
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て
こ
の
把
握
は
無
縁
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ウ
ル
。
ピ
ア
ー
ヌ

(
1
)
 

ス
の
「
判
決
さ
れ
た
物
は
真
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

r
e
s
j
u
d
i
c
a
t
a
 p
r
o
 veritate accipitur
」
と
い
う
言
明
は
、
こ
れ
に
基
づ
く
。
し
か
し
、
そ
れ

(
2
)
 

が
ど
こ
に
お
い
て
も
妥
当
し
た
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
「
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
人
が
そ
の
事
件
に
つ
い
て
法
を
作
る
こ
と
を
人
々

は
認
め
る

p
l
a
c
e
t
e
n
i
m
 e
j
u
s
 rei j
u
d
i
c
e
m
 jus f
a
c
e
r
e
」
と
い
う
別
の
言
明
か
ら
生
じ
る
。
一
般
的
に
こ
れ
に
つ
い
て
、
比
較
的
最
近
の
法
律
家
た
ち

(
3
)
 

の
場
合
も
争
い
が
な
い
。
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
1

彼
は
、
ち
な
み
に
、
裁
判
人
の
判
決
の
真
実
の
擬
制
に
、
そ
の
他
の
多
く
の
者
が
承
認
す
る
で
あ
ろ
う
よ
り

も
広
い
範
囲
を
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
要
求
す
る
の
で
あ
る
が
ー
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
ん
も
の
の
債
務
者
の
誤
っ
た
解
釈
に
よ
る
自
然
債
務

（八

0
七）
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(
4
)
 

の
存
続
を
認
め
る
が
、
こ
の
承
認
は
右
の
擬
制
に
著
し
く
矛
盾
す
る
。

ら
れ
て
よ
い
、

い
て
は
、
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
、

斥
け
る
か
、
そ
し
て
同
様
に
、

indebiti condictio'}(<l¥.lf±"
ス3

で
4
の
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
次
の
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

（八
0
八）

ロ
ー
マ
の
法
生
活
に
お
い
て
判
決
の
保
護
に
と
っ
て
古
く
か
ら
有
効
で
あ
っ
た
の
は
次
の
規
則
、
す
な
わ
ち
、
同
一
の
物
に
つ
い
て
は
一
度
だ
け
訴
え

つ
ま
り
「
同
一
物
に
つ
い
て
訴
訟
は
二
度
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

bis
d
e
 e
a
d
e
m
 re n
e
 sit 
actio
」
と
い
う
規
則
で
あ
っ
た
。
市
民
の
全

体
に
対
す
る
個
々
人
の
無
権
利
、
そ
し
て
こ
れ
と
非
常
に
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
個
々
人
の
あ
ら
ゆ
る
権
利
が
、
右
の
全
体
の
構
成
員
と
し

て
の
彼
の
特
性
、
市
民

civis
と
し
て
の
彼
の
地
位
の
み
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
し
か
に
、
し
ば
し
ば
見
損
わ
れ
た
ロ
ー
マ
人
の
法
観
の
基

本
思
考
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
規
則
も
ま
た
、
そ
れ
に
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
家
は
、
た
し
か
に
、
個
々
人
を
そ
の
私
的
法
領
域
に
お
い
て
助

け
る
が
、
こ
の
助
力
は
厳
格
に
割
り
当
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
個
々
人
は
そ
れ
を
濫
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
国
家
は
一
度
だ
け
助
け
、
再
度
は
助

け
な
い
。
政
務
官
は
、
同
一
の
事
件
に
つ
い
て
二
度
め
ん
ど
う
を
か
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
人
は
国
家
の
尊
厳
を
守
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

し
て
同
時
に
確
実
な
法
状
態
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
同
一
物
に
つ
い
て
の
第
二
の
訴
え
が
決
し
て
許
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
第
二
の
判
決
も
ま
た
決

し
て
可
能
で
は
な
く
、
そ
し
て
、
お
よ
そ
一
度
だ
け
し
か
判
決
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
人
は
矛
盾
す
る
判
決
を
確
実
に
免
れ
る
。
免
訴
さ
れ
た
被
告
が
こ

の
規
則
に
よ
り
常
に
完
全
に
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
先
に
考
察
さ
れ
た
有
責
判
決
の
諸
事
例
に
お

ア
ゲ
ー
リ
ウ
ス
が
ひ
と
た
び
所
有
権
者
で
あ
る
と
判
決
さ
れ
た
場
合
に
、
規
則
は
ヌ
メ
リ
ウ
ス
の
返
還
請
求
も
ま
た

ヌ
メ
リ
ウ
ス
が
ア
ゲ
ー
リ
ウ
ス
に
有
責
判
決
さ
れ
た
も
の
を
支
払
っ
た
場
合
に
、
同
人
の
非
債
務
の
不
当
利
得
返
還
請
求

ア
ゲ
ー
リ
ウ
ス
の
返
還
請
求
と
ヌ
メ
リ
ウ
ス
の
返
還
請
求
が
、
さ
ら
に
は
ま
た
ア
ゲ
ー

リ
ウ
ス
の
債
務
の
訴
え
と
ヌ
メ
リ
ウ
ス
の
不
当
利
得
返
還
請
求
が
、
同
一
物
に
つ
い
て

d
e
e
a
d
e
m
 r
e
の
訴
え
に
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
し

だ
い
に
か
か
っ
て
い
る
。
両
方
の
返
還
請
求
が
ロ
ー
マ
法
律
家
た
ち
に
よ
っ
て
同
一
物
に
つ
い
て

d
e
e
a
d
e
m
 re
の
訴
え
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う

(
5
)
 

こ
と
に
つ
い
て
は
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
し
か
し
、
判
決
に
も
と
づ
い
て
支
払
わ
れ
た
も
の
と
不
当
利
得
返
還
請
求
す
る
こ
と
の
禁
止
が
わ
れ

わ
れ
の
規
則
に
帰
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
は
理
解
で
き
な
い
。

一九
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ロ
ー
マ
人
の
把
握
に
よ
れ
ば
、
判
決
の
保
護
は
多
様
な
基
本
規
則
に
も
と
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ス
の
法
体
系
に
ま
で
歴
史
的
に
発
展
し
た
こ
の
保
護
の
包
括
的
な
叙
述
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
関
心
を
誤
解
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
私
は
、

こ
こ
で
は
、
「
同
一
物
に
つ
い
て
訴
訟
は
二
度
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

b
i
s
d
e
 e
a
d
e
m
 r
e
 n
e
 sit 
a
c
t
i
o
」
と
い
う
規
則
の
考
察
に
限
定
し
、
ま
た
、
方
式

書
訴
訟
の
時
代
を
ほ
と
ん
ど
超
え
る
こ
と
な
く
追
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
訴
訟
に
規
則
の
本
質
と
効
果
が
特
に
明
瞭
に
現

fr. 
2
5
 d
e
 s
t
a
t
u
 h
o
r
n
.
 

fr. 3
 
pr. 
d
e
 a
g
n
o
s
c
.
 et al. 

S
y
s
t
e
m
 
VI§280~ 

下。

O
b
l
i
g
a
t
i
o
n
e
n
r
e
c
h
t
§
1
1
・

次
を
参
照
せ
よ
。

S
y
s
t
e
m
V
§
2
4
9
お
よ
び
か
2
5
0
.

第
一

0
章
を
参
照
せ
よ
。

第
二
章

ユ
ー
ス
テ
ィ
ー
ニ
ア
ー
ヌ

「
同
一
物
に
つ
い
て
訴
訟
は
二
度
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

b
i
s
d
e
 e
a
d
e
m
 r
e
 n
e
 sit 
a
c
t
i
o
」
と
い
う
規
則
は
、
訴
訟
的
消
耗
の
理
論
の
基
礎
を
形
成
す

る
。
ガ
ー
イ
ウ
ス

G
a
j
u
s

の
発
見
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
理
論
を
十
分
に
取
り
扱
う
状
態
に
置
か
れ
た
と
の
主
張
が
し
ば
し
ば
繰

り
返
さ
れ
た
。
こ
の
主
張
は
、
従
来
の
研
究
が
わ
れ
わ
れ
が
新
し
く
学
ん
だ
後
に
は
例
外
な
く
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
欠
陥
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
現
わ
れ

る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

ロ
ー
マ
の
訴
訟
の
獲
得
さ
れ
た
知
識
に
よ
り
、
そ
の
形
式
的
特
性
に
お
い
て
、
訴
え
の
消
耗
の
見
方
が
非
常
に

軽
減
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
否
認
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
消
耗
の
理
論
に
直
接
に
関
係
す
る
ガ
ー
イ
ウ
ス
の
い
く
つ
か
の
法

一
般
的
に
新
し
い
事
柄
が
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
時
に
は
過
大
評
価
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
、

人
は
、
適
正
な
程
度
を
守
ろ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
比
較
的
古
い
法
律
教
師
に
も
親
し
み
の
あ
る
史
料
に
お
い
て
も
、

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

従

来

の

研

究

一
九
三

（八
0
九）

し
ば
し
ば
そ
こ
で
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追
求
さ
れ
た
よ
り
も
多
く
の
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
以
前
に
何
が
な
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
っ
た
か
を
争
う
こ
と

を
欲
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
最
近
い
か
に
熱
心
に
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
新
し
く
発
見
さ
れ
た
こ
と
も
特
に
わ
れ
わ
れ
の
理
論
を
顧
慮
し

て
研
究
さ
れ
て
い
る
か
を
認
識
し
た
い
の
で
あ
る
。
ご
く
最
近
に
多
く
の
優
れ
た
先
人
た
ち
が
歩
み
ゆ
く
よ
う
に
な
っ
た
新
し
い
研
究
分
野
に
足
を
踏
み

入
れ
よ
う
と
い
う
考
え
は
、
何
ら
威
嚇
的
な
も
の
を
も
た
な
い
。
短
い
期
間
に
同
じ
理
論
が
多
く
の
従
事
者
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
が
、
個
々
の
成
果
が

時
間
の
要
求
に
決
し
て
完
全
に
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
新
し
い
観
察
で
な
い
。

独
立
の
文
献
史
的
叙
述
は
、
こ
こ
で
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
。
比
較
的
古
い
法
律
家
た
ち
の
見
解
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
純
粋
の
歴
史
的
関
心

を
ひ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
満
足
の
た
め
の
配
慮
を
し
た
の
が

D
e
necessaria, q
u
a
m
 v
a
c
a
n
t
 n
o
v
a
t
i
o
n
e
,
 C
o
m
m
e
n
t
a
t
i
o
に
お
け
る
リ
ッ
ベ
ン
ト

ロ
プ

R
i
b
b
e
n
t
r
o
p
で
あ
る
。
ま
た
、

Litis
C
o
n
t
e
s
t
a
t
i
o
n
 u
n
d
 U
r
t
h
e
i
l
に
お
け
る
ケ
ッ
ラ
ー

K
e
l
l
e
r
お
よ
び

E
i
n
f
l
u
B
d
e
s
 P
r
o
c
e
s
s
e
s
 a
u
f
 d
a
s
 

m
a
t
e
r
i
e
l
l
e
 R
e
c
h
t
s
v
e
r
h
a
l
t
n
i
B
に
お
け
る
ブ
フ
カ

B
u
c
h
k
a
は
、
た
び
た
び
理
論
史
を
顧
慮
し
た
。
比
較
的
古
い
文
献
の
知
識
を
右
の
書
物
よ
り
多
く

与
え
る
試
み
は
、
消
費
さ
れ
る
ぺ
き
労
力
と
適
切
な
関
係
に
立
つ
で
あ
ろ
う
成
果
を
決
し
て
約
束
し
な
い
。
ま
た
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
書
物
か
ら

の
単
な
る
抜
粋
は
、
役
に
立
た
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ガ
ー
イ
ウ
ス
が
知
れ
渡
っ
て
以
来
、
訴
訟
消
耗
に
つ
い
て
書
か
れ
た
こ
と
を
整
理
す
る
の
は
難
し
く

な
い
が
、
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
、
そ
の
研
究
に
関
心
の
あ
る
者
は
、
そ
の
最
新
の
文
献
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

私
は
自
分
も
ま
た
こ
の
作
業
に
向
い
て
い
る
と
信
じ
る
。
右
の
理
論
の
発
展
に
影
響
が
あ
っ
た
著
者
た
ち
の
個
々
の
見
解
は
、
適
切
な
個
所
で
引
用
さ
れ

訴
訟
的
消
耗
に
関
係
す
る
比
較
的
最
近
の
す
べ
て
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
叙
述
の
な
か
で
、
史
料
の
偏
見
の
な
い
把
握
、
思
考
の
深
さ
、
そ
し
て
叙
述

の
注
意
深
さ
に
よ
っ
て
傑
出
し
て
い
る
の
は
、

（八一

0
)

ケ
ッ
ラ
ー
の
右
に
挙
げ
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
全
く
同
様
に
、

S
y
s
t
e
m
第
六
巻
に
お
け
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

の
研
究
は
、
体
系
的
観
点
か
ら
出
発
す
る
理
論
の
展
開
で
他
の
す
べ
て
の
上
に
高
く
そ
び
え
て
い
る
。
ケ
ッ
ラ
ー
は
、
同
時
に
、

ガ
ー
イ
ウ
ス
か
ら
取
り

出
さ
れ
た
も
の
を
利
用
し
て
、
訴
え
消
耗
に
新
し
い
光
を
放
散
し
た
第
一
の
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
彼
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
帰
結
は
今
日

の
理
論
の
基
礎
を
形
成
す
る
。
た
し
か
に
、
個
々
の
も
の
に
対
し
て
、

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
選
抜
な
し
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

関
法

し
ば
し
ば
鋭
い
反
対
の
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
目
に
つ
く
が
、
し
か
し
、
最
近
に

一
九
四



ベ
ッ
カ
ー

『
古
典
期
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
訴
訟
的
消
耗
』

と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
効
果
は
、

こ
れ
は
再
び
判
決
に
よ
り
消
耗
さ
せ
ら
れ
、
そ
し
て

(

-

）

 

一
九
五

執
筆
し
た
法
学
者
た
ち
の
見
解
は
、
ケ
ッ
ラ
ー
と
よ
り
も
相
互
に
少
な
か
ら
ず
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
私
が
、

一
部
の
法
文
は
ガ
ー
イ
ウ
ス
か

て
お
り
、
ま
た
ケ
ッ
ラ
ー
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
基
礎
に
も
と
づ
か
な
い
理
論
を
防
御
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ケ
ッ
ラ
ー
を
私
の
主
た
る
敵
と
見
る
こ
と
を

私
に
強
制
す
る
内
的
諸
理
由
と
外
的
諸
理
由
が
一
致
す
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
相
違
の
基
準
に
つ
い
て
は
じ
め
か
ら
疑
い
を
差
し
は
さ
ま
せ
な
い
た

め
に
、
訴
訟
的
消
耗
の
ケ
ッ
ラ
ー
と
私
の
把
握
を
そ
の
概
要
に
お
い
て
対
比
し
て
お
く
の
が
適
切
で
あ
る
と
思
う
。

ケ
ッ
ラ
ー
は
、
争
点
決
定
litis
c
o
n
t
e
s
t
a
t
i
o
n
に
よ
り
訴
権

actio
が
審
判
人
手
続
へ
と

in
j
u
d
i
c
i
u
m
持
ち
込
ま
れ
、
そ
し
て
消
耗
さ
せ
ら
れ
、

し

か
し
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
「
有
責
判
決
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る

c
o
n
d
e
m
n
a
r
i
o
p
o
r
t
e
r
e
」
と
い
う
債
務
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
。

「
判
決
さ
れ
た
も
の
を
な
す
べ
き
で
あ
る

j
u
d
i
c
a
t
u
m
f
a
c
e
r
e
 o
p
o
r
t
e
r
e
」
と
い
う
新
し
い
債
務
に

一
定
の
訴
え
の
場
合
に
、
そ
し
て
一
定
の
要
件
の
も
と
に
直
接
に
発
生
し
、
こ
こ
で
の
み
二
度
の
現
実
の

更
改
が
生
じ
る
。
そ
の
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
は
同
様
の
効
果
が
間
接
的
な
方
法
で
獲
得
さ
れ
る
。

つ
ま
り
争
点
決
定
の
瞬
間
か
ら
は
、
審
判
人
手
続
へ

と
持
ち
込
ま
れ
た
と
の
抗
弁

e
x
c
e
p
t
i
o
rei 
in j
u
d
i
c
i
u
m
 d
e
d
u
c
t
a
e
が
、
そ
し
て
判
決
の
後
に
は
、
そ
れ
と
選
択
的
に
競
合
す
る
既
判
物
の
抗
弁

ex-

c
e
p
t
i
o
 rei j
u
d
i
c
a
t
a
e
が
、
消
耗
を
現
実
化
さ
せ
る
働
き
を
す
る
。
し
か
し
、
消
耗
の
対
象
は
形
式
的
な
訴
え
で
は
な
く
て
、
基
礎
を
な
す
法
律
関
係

I

訴
権
の
こ
れ
の
変
形
し
た
性
質
に
お
け
る
ー
で
あ
る
。
外
形
的
に
は
こ
れ
は
請
求
表
示

intenti0

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

原
則
と
し
て
、
請
求
表
示

intenti0

の
内
容
を
形
づ
く
る
も
の
が
消
耗
さ
せ
ら
れ
る
。

ケ
ッ
ラ
ー
は
、
既
判
物
の
抗
弁

e
x
c
e
p
t
i
o
rei j
u
d
i
c
a
t
a
e
に、

訴
訟
消
耗
の
機
関
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
と
し
て
の
規
定
、
彼
に
よ
っ
て
抗
弁
の
消
極
的
機
能
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
、
と
並
ん
で
、
他
の
積
極
的
機
能

を
、
後
の
法
的
争
い
に
お
い
て
主
張
す
る
判
決
の
積
極
的
帰
結
を
割
り
当
て
る
。

ケ
ッ
ラ
ー
が
い
か
に
し
て
こ
の
見
解
に
至
っ
た
か
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
彼
は

G
a
j
u
s
,
instit 
III 1
8
0
-
8
1

お
よ
び

IIII
1
0
6
-
8

の
叙
述
か
ら
出

発
し
、
そ
し
て
こ
れ
の
み
か
ら
彼
の
消
耗
の
理
論
を
展
開
す
る
。
消
耗
の
機
関
と
し
て
ガ
ー
イ
ウ
ス
は
既
判
物
の
抗
弁

e
x
c
e
p
t
i
o
rei j
u
d
i
c
a
t
a
e
を
挙

げ
る
。
と
こ
ろ
で
ケ
ッ
ラ
ー
は
、

パ
ン
デ
ク
テ
ン
か
ら
こ
の
抗
弁
に
つ
い
て
長
い
間
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
比
較
す
る
。

ら
得
ら
れ
た
像
と
調
和
し
、
他
の
法
文
は
ま
っ
た
く
調
和
し
な
い
。
さ
て
、
右
の
像
が
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
既
判
物
の
抗
弁

e
x
c
e
p
t
i
o
rei 

（
八
―
-
）

一
般
的
に
支
配
的
な
理
論
と
異
な
っ



(
1
)
 

第
五
四
巻
四
号

j
u
d
i
c
a
t
a
e
の
規
定
が
そ
れ
に
よ
っ
て
鋭
く
表
わ
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
抗
弁
は
こ
の
規
定
の
ほ
か
に
な
お
、

こ
と
の
で
き
な
い
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
文
に
か
か
わ
る
他
の
も
の
を
も
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
前
提
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
何
び
と
も
結
論
を

論
難
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ケ
ッ
ラ
ー
が
、
認
め
ら
れ
た
両
機
能
を
偉
大
な
明
敏
さ
で
規
定
し
、
そ
し
て
限
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
も
否
定
さ
れ
て
は

ケ
ッ
ラ
ー
は
、
彼
の
見
解
を

Litis
C
o
n
t
e
s
t
a
t
i
o
n
に
お
い
て
、
最
初
に
、
そ
し
て
最
も
詳
細
に
展
開
し
た
。
ブ
フ
カ

B
u
c
h
k
a
の
E
i
n
f
i
u
B
に
つ
い

(
1
)
 

て
の
彼
の
書
評
も
ま
た
、
攻
撃
を
撃
退
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
、
独
自
の
見
解
が
、
そ
れ
が
最
初
の
作
品
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た

よ
り
も
一
層
良
く
、
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

る
べ
き
間
題
に
繰
り
返
し
立
ち
戻
っ
て
い
る
。
ケ
ッ
ラ
ー
が
全
体
と
し
て
従
前
の
見
解
に
固
執
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
も
っ
と
も
、

言
及
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

な
ら
な
い
。 関

法

（
八
―
二
）

ガ
ー
イ
ウ
ス
か
ら
は
説
明
さ
れ
る

ケ
ッ
ラ
ー
の
最
近
の
著
作
で
あ
る

d
e
r
R
o
m
i
s
c
h
e
 C
i
v
i
l
p
r
o
c
e
B
は
、
こ
こ
で
扱
わ
れ

H
a
l
l
i
s
c
h
e
 a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 L
i
t
e
r
a
t
u
r
z
e
i
t
u
n
g
 1
8
4
6

に
お
い
て
。

一
九
六

し、

く
つ
か
の
相
違
が
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
て
お
り
、
軽
く
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
他
の
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
な
お
詳
細
に


