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例
え
ば
話
し
合
い

4
 

(

-

―

-
）
 

な
側
面
も
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
．
法
、
抽
象
化
、
自
由

的
に
平
等
で
、

(4
)
 

り
得
な
い
。

し
か
も
甚
礎
と
な
っ
て
い
る

（二
六
四
）

一
定
の
形

お
よ
そ
で
き
な
い
こ
と
に
な
る

|

—
依
然
と
し
て
、
こ
の
地
球
上
の
多
く
の
諸
国
に
み
ら
れ
る
極
め
て
現
実
的
な
問
題
で
あ
る

。

こ
れ
に
対
し
、
法
を

援
用
し
、
少
な
く
と
も
理
念
的
に
は
中
立
的
で
あ
る
第
三
者
に
判
断
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
、
直
接
的
関
係
か
ら
自
律
的
に
離
脱
し
、

自
ら
を
自
ら
自
身

に
よ

っ
て
律
す
る
こ
と

(s
i
c
h
a
u
f
 s
i
c
h
 s
e
l
b
s
t
 stellen)

を
可
能
に
す
る
こ
と
で
、
法
以
外
の

(a
u
B
e
r
r
ec
h
t
l
i
c
h
)

拘
束
に
対
す
る
自
由
領
域
が
牛

(
］

)

(2
)
 

ま
れ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、

「
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
自
由
と
い
う
義
務
づ
け
か
ら
の
解
放
」
と
し
て
も
理
解
可
能
な

一
種
の
余
地
が
生
ず
る
の

で
あ
る
。
直
接
的
人
倫
的
関
係
は
、
潜
在
的
強
制
と
結
び
つ
い
た
法
的
関
係
に
対
す
る
優
位
性
を
関
与
者
の
自
律
性
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

も
し
こ
れ
が
自
律
的
な
中
断
の
IIJ能
性
、

つ
ま
り
ま
さ
に
法
の
援
用
を
も
内
容
と
し
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
逆
説
的
に
、
決
し
て
こ
の
よ
う
な
人
倫
的

(3
)
 

関
係
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り

「連
帯
関
係
か
ら
自
由
で
な
い
者
は
、
連
帯
関
係
に
対
し
て
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
」
。
そ
う
な

ら
な
い
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
せ
い
ぜ
い

の
と
こ
ろ
、
こ
の
直
接
的
関
係
の
潜
在
的
関
与
者
全
員
が
政
治
権
力
、
富
、
社
会
的
地
位
に
お
い
て
絶
対

（非
）
法
的
諸
規
範
全
て
に
関
し
て
同
意
し
て
い
る
場
合
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
実
際
上
あ

社
会
と
共
同
体
の
関
係
に
関
連
す
る
抽
象
化
|
ー
吐
忠
が
個
々
人
の
個
性
を
顧
み
な
い
、
す
な
わ
ち
法
は
紛
争
を
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、

態
で
誘
導
す
る

(k
a
n
a
l
i
s
i
e
r
e
n
)

も
の
に
過
ぎ
な
い
|
|
—

と
い
う
観
点
も
、
法
概
念
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
照
ら
し
、
そのポ
ジ
ィ
テ
ィ
ヴ

(P
a
l
a
v
e
r
)
、
「
社
会
内
裁
判
所

(g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
G
e
r
i
c
h
t
e
)
」
あ
る
い
は
非
公
式
の
企
業
内
司
法
と
い

っ
た
、
紛
争
を
実

際
的
に

(w
i
r
k
l
i
c
h
)

「
解
決
」
し
、
人
を
そ
の
個
性
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、

い
る
。
理
想
型
の
裁
判
所
に
よ
る
係
争
処
理

(S
t
r
e
i
t
r
e
g
e
l
u
n
g
)

い
ず
れ
も
個
人
の
自
由
に
対
す
る
危
険
性
を
卒
ん
で

は、

具
体
的
な
係
争
事
件
の
み
を
対
象
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
刑
事
裁
判
に

お
い
て
で
さ
え

（特
別
に
重
大
な
犯
罪
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
に
し
て
も
）
、
紛
争
関
係
人
の
人
格
が
包
括
的
に
考
察
の
対
象
と
さ
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3
．
法
、
解
釈
学
、
形
式
主
義

6
 で

あ
る
と
、

今
日
で
は
理
解
さ
れ
て
い
る
。

占
め
る
家
族
や
配
偶
者
の
問
題
は

れ
る
こ
と
は
な
い
。
紛
争
関
係
人
の
生
活
領
域
か
ら
選
出
さ
れ
た
素
人
に
よ
る
調
停
や
裁
判
に
は
、
紛
争
関
係
人
を
全
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
自
由

を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
場
合
に
よ

っ
て
は
、
よ
り
効
率
的
な
紛
争
解
決
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
自
ら
が
関
係
人
の
生
活

領
域
に
属
し
て
い
る
者
は
外
部
者
よ
り
も
偏
見
を
抱
い
て
お
り
、
当
該
裁
判
所
に
包
括
的
な
教
育
目
的
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
先
入
観
は
い
っ

そ
う
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
局
部
的
に
と
ど
ま
ら
ず
包
括
的
に
紛
争
を
解
決
す
る
試
み
は
、
極
め
て
肯
定
的
な
評
価
を
受
け
て
い
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
点
に
こ
そ
、
そ
の
裏
面
が
存
す
る
。
個
人
の
自
由
は
、
ま
さ
に
社
会
的
分
化
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
特
に
、
個
人
が
自
身
の
社
会
環
境
か
ら
少
な

く
と
も
部
分
的
に
分
離
す
る
可
能
性
の
所
産
で
も
あ
る
。
加
え
て
、
こ
の
自
由
は
、
社
会
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
関
に
よ
る
把
握
は
常
に
部
分
的
で
し
か

(
5
)
 

な
い
こ
と
の
帰
結
と
も
い
え
る
。
集
団
直
接
的
な

(g
r
u
p
p
e
n
u
n
m
i
t
t
e
l
b
a
r)

係
争
処
理
の
特
に
大
き
な
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
集
団
が
部
外
者
l

そ
し

て
何
ら
か
の
観
点
か
ら
部
外
者
の
烙
印
を
押
す
こ
と
が
で
き
な
い
者
I

と
対
立
し
て
い
る
場
合
に
如
尖
に
現
れ
る
。
ま
さ
し
く
近
隣
裁
判
所

(N
a
c
h
b
a
r
s
c
h
a
f
t
s
g
e
r
i
c
h
t
e
)
 
や
企
業
内
裁
判
所

(B
e
t
r
i
e
b
s
g
e
r
i
c
h
t
e)

は
、
非
常
に
様
々
な
集
団
の
問
題
に
関
し
て
、
例
え
ば
集
団
の
統

一
を
保

(6
)
 

っ
た
め
に
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
を
作
り
出
す
と
い
っ
た
、
部
外
者
に
対
す
る
拒
否
反
応
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

紛
争
を
処
理
す
る
に
際
し
、
紛
争
関
係
人
の
個
性
を
包
括
的
に
考
慮
す
る
こ
と
は
、
社
会
的
な
近
隣
圏
に
お
け
る
紛
争
の
場
合
、
個
人
領
域
の
制
限

を
も
意
味
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
圏
で
は
望
ま
し
く
な
い
と
見
な
す
の
が
普
通
で
あ
る

し
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
世
界
的
に
も
ま
す
ま
す
広
が

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
単
純
な
社
会
に
お
け
る
集
団
直
接
的
な
係
争
処
理
の
大
部
分
を

由
に
選
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
）
第
三
者
を
交
え
た
議
論
に
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
し
、
公
開
で
の
処
理
に
は
お
よ
そ
適
さ
な
い
も
の

代
替
手
段
論
争
に
お
い
て
多
く
話
題
と
さ
れ
た
の
は
、
司
法
へ

の
ア
ク
セ
ス
の
障
碍
で
あ
る
。
理
想
型
の
法
的
処
理
を
用
い
る
に
は
、
多
額
の
費
用
、

関

法

第

六

0
巻

一
号

（単
純
な
社
会
で
も
、
こ
う
し
た
紛
争
こ
そ
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
に
最
も
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
、
（
自

四

（二
六
三）



，
 

8
 

ゼ
ー
ル
マ
ン

の
活
動
が
も
た
ら
す
の
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

て
、
厳
格
な
論
証
の
甚
準

(A
rg
u
m
e
n
t
a
tio
n
s
k
o
d
e
x)
 に
則
っ
て
お
り
、

五

（二
六
二）

(
7
)
 

長
い
時
間
、
多
く
の
社
会
的
な
行
動
能
力

(H
a
n
d
lu
n
g
sk
o
m
p
e
te
n
z
)

を
要
し
、
さ
ら
に

「法
の
専
門
家

(R
e
ch
tssta
b
)
」
、
す
な
わ
ち
「
独
占
的

(8
)
 

に
運
用
さ
れ
て
い
る
制
裁
装
置
と
し
て
の
特
殊
な
機
関
」
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
先
述
の
抽
象
化
批
判
と
関
係
づ
け
て
見
た
場

合
、
法
の
下
で
大
き
な
権
力
を
持
ち
、
教
義
学
的
に

(d
og
matisch
)

「型
通
り
に

(n
a
ch
S
c
h
e
m
a
 F
)
」
判
断
を
下
す
官
僚
的
な
者
た
ち
の
な
す
が

ま
ま
で
あ
る
と
い
う
感
覚
に
現
れ
る
留
保
の
複
合
体

(K
on
g
l
om
e
r
a
t
v
on
 V
o
rb
e
h
alten)

が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
留
保
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
見
方
は
当
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
法
律
家
は
活
動
す
る
際
、
教
義
学
的
、
す
な
わ
ち
法
規
範
か
ら
出
発
し

か
つ
形
式
主
義
的
に
、
す
な
わ
ち
確
定
し
た
フ
ォ
ー
マ
ル
及
び
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
い
、

た
い
て
い
は
限
ら
れ
た
数
の
論
拠
を
用
い
て
、
関
係
す
る
市
民
に
と

っ
て
特
に
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

事
柄
の
多
く
を
抽
象
化
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
、
法
概
念
の
諸
相
に
つ
い
て
概
観
し
た
こ
と
に
照
ら
し
、
こ
の
よ
う
な
諸
現
象
に
対
し

て
ど
の
程
度
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
評
価
が
同
時
に
与
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
極
度
の
教
義
学
的
形
式
主
義
に
よ
る
「
法
の
専
門
家
」

ま
ず
第
ー
に
、
予
期
の
安
定
性
、
す
な
わ
ち
「
法
的
安
定
性
」
が
少
な
く
と
も

一
定
程
度
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
、
諸
問
題
の
法
特
殊
的
な
加
工

(B
e
a
r
beitu
n
g
)
 
の
特
色
が
見
い
出
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
内
容
上
意
味
し
て
い
る
の
は
、
既
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
予
期
が
一
定
の
時
間
を
超
え
て

(9
)
 

安
定
化
さ
れ
、
制
度
的
に
保
障
さ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
予
期
の
安
定
に
対
す
る
多
数
の
者
の
欲
求
を
表
す
も
の
と
し
て
、
共

同
生
活
の
交
互
的
な
諸
形
態
の
領
域
に
お
け
る
、
強
力
な
法
制
化
の
推
進
力

(V
e
rrec
h
tlich
u
ng
s
s
ch
u
b
)

以
上
の
も
の
は
な
い
。
例
え
ば
、
多
く

の
人
問
は
、
可
能
な
限
り
、
婚
姻
と
い
う
法
的
制
度
に
適
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
所
で
望
ま
れ
て
い
る
こ
う
し
た
法
的
安
定
性
の
保
障
が

(10) 

も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
教
義
学
が
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
公
平
で
、
制
度
的
に
俣
障
さ
れ
た
裁
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
う
し
た
制
度
化
は
、
「
法
的
安
定
性
」
に
と
っ
て
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
、
な
お
●
分
条
件
で
は
な
い
。
さ
ら
に
必
要
な
の
は
、
「
い
か
な
る
諸
条
件

(11
)
 

の
実
現
が
、
具
体
的
な
法
遵
守
の
命
令
を
出
す
こ
と
に
と
り
十
分
な
も
の
と
い
え
る
か
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
最
も
適
し
て
い
る
の
は
、
「
制

度
的
な
第
一二
者
」
、
す
な
わ
ち
裁
判
所
や
そ
の
他
の
法
的
な
裁
定
委
員
会
に
与
え
ら
れ
た
、
裁
定
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
諸
前
提
（
当
該
の
法
律
、
さ
ら

『法
哲
学
」

（三
）



13 12 4
．
法
と
不
確
定
性

(U
n
besti
m
m
t
h
eit)

11 10 
可
能
を
担
保
す
べ
く
、
事
案
を
上
述
の

一
般
化
の
意
味
で
「
本
質
的
な
も
の

に
は
、
用
い
ら
れ
る
法
的
な
論
証
図
式
及
び
あ
ら
ゆ
る
事
実
判
断
な
い
し
評
価
）
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
決
定
を
演
繹
す
る
強
制
力
で
あ
る
。

(12
)
 

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
が
挙
げ
ら
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
諸
前
提
を
証
明
す

以
上
の
こ
と
と
密
接
に
関
係
す
る
法
的
問
題
加
工
の
さ
ら
な
る
機
能
と
し
て
、

(A
u
s
w
eis
u
n
g
)

に
よ
っ
て
の
み
他
者
に
よ
る
首
尾

一
貰
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
諸
前
提
か
ら
の

演
鐸
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
あ
る
批
判
に
対
し
て
事
後
的
に

一
方
あ
る
い
は
他
方
の
根
拠
付
け
を
、
全
体
に
と
っ
て
お
よ
そ
支
持
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
て
退
け
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

範
と
解
釈
上
の
論
証
図
式
ー
が
統

一
的
か
つ
体
系
的
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
も
要
請
さ
れ
る
。

(13
)
 

る
こ
と
で
法
的
変
化
の
諸
条
件
と
諸
限
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、

(sachlich
e
 G
e
n
e
r
a
lis
ie
r
u
ng
)
」
と
同
様
に
、
裁
定
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
具
体
的
事
案
を
構
成
す
る
事
柄
の
多
く
を
抽
象
化
す
る
こ
と
を
前
提
と

(14
)
 

し
て
い
る
。
他
者
に
予
期
と
し
て
な
お
．
般
的
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、
予
期
が
複
雑
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
法
的
裁
定
の
検
証

法
解
釈
学
に
関
す
る
考
察
は
、
こ
れ
ま
で
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
解
釈
の
よ
り
詳
細
な
考
察
は
、
方
法
論
の
領
域
に
属
し
て
お
り
、
こ
こ
で

(15
)
 

は
法
哲
学
と
関
係
す
る
点
に
つ
い
て
の
み
採
り
上
げ
得
た
に
過
ぎ
な
い
。

も
っ
と
も
、
少
な
か
ら
ぬ
法
の
批
判
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
法
が
実
際
に
不
確
定
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
解
釈
の
こ
う
し
た
積
極
的
機
能
は

単
な
る
幻
想
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
法
的
裁
定
の
帰
結
が
現
実
に
お
よ
そ
確
定
し
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
法
解
釈
学
は
法
的

安
定
性
と
検
証
可
能
性
の
い
ず
れ
も
保
障
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
法
は
カ
ン
ト
的
意
味
に
お
け
る
自
由
保
障
機
能
を
全
う
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
法
の
不
確
定
性
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
お
よ
そ
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
法
規
範
が
意
味
論
的
に
不
確
定
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
解
釈
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
必
然
的
な
問
題
は
、
法
律
学
が
存
在
す
る
以
上
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
具
体
的
諸
状
況
が
い
っ
た
ん
諸
規
範
に
組
み
込
ま

る
こ
と

関

法

第

六

0
巻

一
号

ま
さ
に
予
期
の
「
実
質
的

一
般
化

(W
 
e
s
e
n
tl
ic
h
e
)
」
に
縮
減

(R
e
d
uk
tio
n
)

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

]
般
的
な
基
本
的
諸
概
念
や
法
的
諸
制
度
が
形
成
さ
れ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
法
ー

規

六

（二
六

[)



15 14 

ゼ
ー
ル
マ
ン

れ
、
再
度
、
諸
規
範
が
具
体
的
諸
状
況
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
常
に
既
に
、
余
地

(S
p
i
e
l
r
a
u
m
)

が
存
在
し
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
今
日
で
は
、
法
が
ま
す
ま
す
不
確
定
さ
を
増
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
容
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
法
の
制
御
能
力

(S
t
e
u
e
r
u
n
g
s
l
e
i
s
t
u
n
g
)
 
の
低
ド
が
余
俄
な
く
さ
れ
、
社
会
の
複
雑
性
の
増
大
を
通
じ
て
、
結
果
予
測

(F
o
l
ge
n
einsc
h
a
t
z
u
n
g)

が
困
難
化
し
、
具

体
的
事
例
に
お
け
る
判
断
の
余
地
の
拡
大
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
新
た
な
法
に
お
い
て
、
意
味
論
的
な
曖
昧
さ
が
さ
ら
に

増
幡
し
、
単
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定

(
P
r
o
g
r
a
m
s
a
t
z
)

が
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
意
味
論
的
な
不
確
定
性
や
、
特
定
の
事
例
の
解
決

を
目
的
と
し
た
特
定
の
規
範
の
妥
当
性
に
関
す
る
判
断
に
お
い
て
、
政
治
的
、
経
済
的
な
利
益
判
断
の
侵
入
口

そ
れ
で
も
や
は
り
、
法
は
完
全
に
不
確
定
な
も
の
だ
と
す
る
テ
ー
ゼ
は
維
持
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
意
味
論
上
な
い
し
実
用
上
の

(16
)
 

(p
r
a
g
m
a
 ti s
c
h
)

余
地
は
、
あ
ら
ゆ
る
判
断
が
規
範
の
テ
キ
ス
ト
と

一
致
す
る
こ
と
を
お
よ
そ
意
味
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
相
互
に
銚

合
し
、

か
つ
不
確
定
な
多
く
の
解
釈
ル
ー
ル
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
楊
合
で
あ

っ
て
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
さ
ら
な
る
不
確

定
性
に
よ
っ
て
、
不
確
定
性
が
増
す
わ
け
で
は
な
い
し
、

い
わ
ん
や
高
ま
る
わ
け
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
て
、
も
と
も
と
不

確
定
で
あ
る
領
域
が
拡
大
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を
縮
小
す
る
中
で
複
雑
化
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
法
は
完
全

に
不
確
定
な
も
の
だ
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
社
会
的
婦
結
が
偶
然
の
も
の
で
は
な
い
と
す
る
テ
ー
ゼ
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
法
を
完
全
に
外
部
的
に
規
定

す
る
こ
と

(A
u
B
e
n
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
)

を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
他
の
社
会
的
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
完
全
な
制
御
を

た
だ
し
、
法
の
不
確
定
性
は
完
全
な
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
法
哲
学
に
対
す
る
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
の
余
地

は
、
や
は
り
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
今
日
で
は
以
前
に
も
増
し
て
拡
大
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
埋
め
ら
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
法
律
や
解
釈
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
我
々
の
こ
と
を
配
慮
し
た
も
の
で
は
な
い

能
な
規
範
的
諸
規
準
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
政
治
的
、
経
済
的
利
益
が
法
を
決
定
す
る
要
索
で
あ
る
と
き
、
優
先
的
利
益
は
存
在
す
る
の
で
あ

『
法
哲
学
』

（三）

想
起
す
る
の
は
、
社
会
学
的
に
稚
拙
で
あ
る
。

今

H
で
は
自
明
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

七

（二
六
0
)

(i
m
 S
t
i
c
h
 lassen)

場
合
に
も
、
根
拠
付
け
が
l
l
J

(Einfallstor)

が
存
在
す
る
こ
と
は
、
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ー
．
価
値
の
方
向
づ
け
は
危
険
か

3
 

2
 

ー

に
お
い
て
、
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

の
下
で
は
「
法
」
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

こ
こ
ま
で
す
な
わ
ち
A
に
お
い
て
は
、
社
会
の
共
同
生
活
に
お
け
る
他
の
い
く
つ
か
の
規
制
形
式
と
比
較
し
な
が
ら
法
の
特
色
（
「
法
の
概
念
」
）
を

概
略
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
視
点
の
向
き
を
変
え
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
は
自
ら
に
課
せ
ら
れ

た
任
務
を
履
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
法
律
以
外
の
諸
前
提

(P
r
a
m
i
sse)

と
し
て
、
常
に
既
に
何
を
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
の
諸
前
提
は
合
理
的
に
探
究
で
き
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

（二
五
七
）

し
か
し
、
そ
の
前
に
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
法
哲
学
が
、
非
実
定
的
な
正
し
さ
の
基
準
と
い
う
問
題
を
正
統
に

も

(legiti
me
r
w
e
is
e
)

提
起
し
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
伝
統
的
な
自
然
法
に
拘
束
力
が
あ
る
と
感
じ
る
者
か
ら
す
れ
ば
、
こ

れ
に
対
す
る
答
え
は
明
ら
か
に
イ
エ
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
法
倫
理
」
と
い
う
標
題
の
下
に
、
ま
さ
に
非
実
定
的
な
止
し
さ
の
甚
準
に
取
り
組
む
現

代
の
法
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
も
ま
た
、
そ
の
答
え
は
肯
定
的
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
実
定
法
が
正
し
さ
の
甚
準
に
沿
わ
な
い
限
り
、
こ
の
茎
準

（上
述
第
二
章
R
n.1
6
)

。

し
か
し
、
法
に
対
し
て
、
非
実
定
的
な
正
し
さ
の
基
準
が
意
味
を
も
つ
か
に
つ
い
て
は
る
か
に
懐
疑
的
で
、
こ
の
基
準
に
鑑
み
法
に
「
自
律
性
」
が

あ
る
か
を
懸
念
す
る
声
も
ま
た
存
在
す
る
。
以
下
て
は
、
こ
の
問
題
を
①
「
価
値
の
方
向
づ
け
」
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
そ
し
て
、

②
法
的
文
脈

法
律
学
は
、
あ
ら
か
じ
め
価
値
を
甚
礎
づ
け
る
試
み
す
べ
て
を
遮
断
す
る
と
い
う
意
味
で
「
自
律
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

を
肯
定
す
る
方
向
で
語
ら
れ
る
の
は
、
人
問
の
価
伯
表
象
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
法
と
国
家
に
よ
る
価
値
の
方
向
づ
け
は
、
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
れ
、
必
然
的
に
、
個
人
や
集
団
（
他
の
価
他
方
向
を
も
つ
人
々
）
を
不
利
に
扱
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち

「最
低
限
の

(
1
)
 

倫
理

(
M
i
n
i
m
a
l
e
t
h
i
k
)
」
に
法
が
方
向
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
共
通
の
法
秩
序
か
ら
少
数
者
が
排
除
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
価
値

の
方
向
づ
け
は
、
理
性
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
留
保
し
た
と
し
て
も
、
法
的
判
断
が
民
主
主
義
的
正
統
性
を
有
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
す
で

関

法

第

六

0
巻

一
号

1
0
 



6
 

5
 

ゼ
ー
ル
マ
ン

て
の
考
え
ら
れ
る
利
益
を

ち
、
法
が
、
あ
ら
ゆ
る
同
種
の
諸
事
情
に
対
し
て
あ
ら
か
じ
め

け
ら
れ
た
最
適
化
ル

ー
ル

（
二
五
六
）

一
般
的
な

「衡
岳
法

(2
)
 

に
疑
問
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ー
ー
利
益
衝
突
の
場
合
に
は
、
妥
協
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

(3
)
 

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
立
場
そ
れ
自
体
が
ー
法
は
「
自
由
、

平
等
、
友
愛
」
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
の
よ
う
に
ー

一
定

の
墓
礎
的
な
評
価
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
な
ぜ
な
ら
、
価
値
の
方
向
づ
け
に
対
す
る
批
判
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
諸
原
則
に
つ
い
て
の
こ
れ

ら
の
論
証
の
危
険
性
か
ら
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
争
い
は
価
値
の
類
型
的
相
違
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
諸
見
解
の
間

に
さ
ら
な
る
相
違
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(4
)
 

上
述
の
議
論
の
脈
絡
の
意
味
に
お
け
る
諸
原
則

（「
自
由
、
平
等
、
友
愛
」
）

l

)
 

(
O
pt1m1e
r
u
n
g
s
r
e
g
e
 n
 

し
、
そ
の
都
度
の
価
値
の
ラ
ン
ク
付
け
が
議
論
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
経
済
的
な
由
来
に
応
じ
て
、
原
則
的
に
す

(
5
)
 

べ
て
を
用
い
、
算
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
諸
原
則
に
よ
る
方
向
づ
け
は
、
法
の

一
般
化
的
な
性
格
を
意
味
し
、
価
値
の
方
向
づ
け
は
、
個
別
事
例

(6
)
 

の
合
目
的
的
な
判
断
を
強
調
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

価
値
の
方
向
づ
け
に
対
す
る
批
判
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
危
惧
で
あ
る
。
す
な
わ

（
事
前
に
は
計
算
不
可
能
な
や
り
方
で
）
個
別
事
例
の
判
断
の
中
で
相
互
に
比
較
衝
屋
す
る
よ
う
な
、

(
7
)
 

学
」
に
発
展
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
上
こ
の
点
に
法
治
国
家
に
対
す
る
危
険
性
が
存
在
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
人
間
の
尊
厳
の
保
護
（
後

述
第
十
二
章
）

と
い
っ
た
衝
量
に
な
じ
ま
な
い
根
本
的
要
素

(G
r
un
dla
g
e
)

が
そ
の
存
続
に
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
こ
で
は
再
び
、

代
替
手
段
論
争
に
お
け
る

一
般
化
と
個
別
化
の
相
剋

（上
述
第

一
章
お
よ
び
第
四
章
）
、
並
び
に
、
現
代
法
が
、

．
定
の
範
囲
に
お
い
て
諸
決
定
を
法
適
用
者
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
衡
砿
の
必
要
性
が
ど
の
程
度
増
大
す
る
の
か
と

い
う
問
題
性
で
あ
る
。
も
っ
と
も
法
の
任
務
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
論
証
す
る
場
合
、
た
と
え
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
比
較
衡
呈
が
必
要
に
な

る
と
し
て
も
、
単
純
な
「
価
値
の
方
向
づ
け
」
に
対
す
る
異
論
は
、
も
は
や
妥
当
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
、
何
ら
か
の
価
値
が
も
は
や
法

を
形
成
す
る
の
で
は
な
く
、
価
値
の
重
要
性
が
、
（
例
え
ば
す
で
に
挙
げ
た
諸
原
則
に
よ
る
な
ど
、

別
の
方
法
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
）
法
の
必

『
法
哲
学
』
（
三
）

ま、
9

9
.
 

一
般
的
に
妥
当
し
、
両
立
し
う
る
が
、
価
値
は
、

H
的
に
方
向
づ

で
あ
り
、
互
い
に
衡
景
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
個
別
事
例
に
お
い
て
多
少
な
り
と
も
妥
当

（
民
王
主
義
的
立
法
者
が
）
判
断
を
下
す
と
い
う
伝
統
的
な
枠
組
み
を
離
れ
て
、
す
べ

コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
統
制
す
る
た
め
に
、



，
 

8
 

7
 ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
形
で
表
れ
る
。

拠
づ
け
る
の
に
苦
慮
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

2
．
法
特
有
の
討
議

的
に
根
拠
づ
け
る
方
が
よ
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
（
す
で
に
概
念
的
に
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
望
ま
し
い

H
的
設
定
に
つ
い
て
で
あ
れ
）
法
を
も
っ
ば
ら
上
述
の
自
由
、

平
等
、
友
愛

と
い
っ
た
「
構
造
的
諸
原
則

(S
t
r
u
k
t
u
r
p
r
i
n
z
ip
i
e
n
)
」
に
方
向
づ
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
す
ら
、
こ
れ
ら
の
諸
原
則
の
よ
り
詳
細
な
説
明
と
同
じ
く
、

そ
の
根
拠
づ
け
に
は
非
実
定
的
な
正
し
さ
の
基
準
に
関
す
る
よ
り
精
確
な
考
察
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
諸
原
則
に
対
す
る
疑
念
が
あ
る
場
合
の
他

に
利
益
衝
突
の
場
合
、
直
ち
に
妥
協
を
模
索
す
る
者
も
ま
た
、
こ
れ
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
、
妥
協
と
同
様
に
自
分
自
身
の
立
場
を
で
き
る
限
り
合
理

実
定
法
を
超
え
た
正
し
さ
の
基
準
が
法
哲
学
の

―
つ
の
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
次
の
よ
う
な
、
異
な
っ
て
は
い
る

が
内
容
的
に
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
試
論
連
関
に
お
い
て
表
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
特
有
の
討
議
は
、

い
の
か
と
い
う
問
題
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
を
否
定
す
る
者
は
、
は
じ
め
か
ら
法
的
で
は
な
い
正
当
性
の
基
準
を
、
法
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
根

「
特
殊
事
例
テ
ー
ゼ
」
は
、
討
議
倫
理
学

(
D
i
s
k
u
r
s
e
t
h
i
k)

一
方
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
れ
ば
、
法
的
な
討
議
と
道
徳
的
な
討
議
と
は
、
同
じ
あ
り
方
で
普
遍
可
能
性

の
原
則
お
よ
び
非
強
制
性

(Z
w
a
n
g
s
l
o
s
i
g
k
e
i
t)

ま
た
は
平
等
な
参
加
の
機
会
と
い
っ
た

一
定
の
討
談
ル
ー
ル
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
。
法
的
討
談
は
、

(9
)
 

法
律
に
よ
る
拘
束
の
よ
う
な
補
完
的
前
提
に
の
み
服
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
で
は
、
同
．
の
ま
た
は
少
な
く
と
も
類
似
の
実
定
的

な
正
当
性
の
甚
準
を
両
論
証
に
当
て
は
め
、
そ
こ
か
ら
こ
う
し
た
甚
準
を
展
開
す
る
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
他
方
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
れ

て
）
あ
る
程
度
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

(8
)
 

要
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
法
的
安
定
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
衡
岳
に
お
け
る
比
重
に
関
す
る

一

（
刑
法
に
お
け
る
正
当
化
緊
急
避
難
の
周
知
の
事
例
を
例
に
と
れ
ば
、

（こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
述
第
九
箪
2

b
)
に
近
し
い
論
者
に
お
い
て
、

2
つ
の

一
般
的
な
道
徳
的
討
議
の
特
殊
事
例
に
す
ぎ
な

般
的
基
準
に
よ
っ
て

一
定
の
利
益
侵
害
に
対
す
る
刑
の
重
さ
の
違
い
に
よ
っ

関

法

第

六

0
巻

一
号

（二
五
五
）
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(l
)
 ゼ

ー
ル
マ
ン

（三
）

ば
、
根
拠
つ
け
の
討
議
と
適
用
の
討
談
と
の
間
で
、
非
実
定
的
な
正
し
さ
の
基
準
に
つ
い
て
区
別
さ
れ
、
法
的
討
談
は
、
あ
く
ま
で
も
適
用
の
討
談
の

(10
)
 

特
殊
事
例
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
、
こ
こ
で
は
、
規
範
の
不
偏
不
覚
な
適
用
に
重
点
が
置
か
れ
る
。
こ
の
適
用
の
討
談
も
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
始
ま
る
道
徳
的
な
規
範
の
適
用
論
の
全
伝
統
に
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（第
六
章
）
。
こ
の
よ
う
な
正
し
さ
の
基
準
の
実
際
上

「
特
殊
事
例
テ
ー
ゼ
」
の
す
べ
て
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ら
が
「
自
然
法
の
含
意
か
ら
ま
だ
完
全
に
は
解
放
さ
れ
て
い
な
い
こ

(11
)
 

と
に
基
つ
く
、
道
徳
に
対
す
る
法
の
ミ
ス

・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
従
属
」
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
法
哲
学
は
、

い
ず
れ
に
せ
よ
道
徳
に
お
い
て
は
構
造
的
に
類
似
し
た
形
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
非
実
定
的
な
正
当
性
の
甚
準
と
混
成
さ
れ
る
こ
と
は
お
よ
そ
許

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
特
殊
事
例
テ
ー
ゼ
に
批
判
的
な

ハ
ー
バ

ー
マ
ス
自
身
が
容
認
し
て
い
る
I

彼
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
限
定
的
に
法
に
適
用
さ
れ
る
の
が
道
徳
的
討
議
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
道
徳
と
法
は

（双
方
の
領
域
に
と
り
等
し
く
重
要

(12
)
 

な
）
根
拠
つ
け
の
構
造
の
抽
象
的
な
理
解
を
、
異
な
っ
た
や
り
方
で
具
体
化
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
も
、
法
の
恙
礎
と
し
て
、
非
実
定
的
な
正
し
さ
の
基
準
を
求
め
る
こ
と
は
正
統

(l
e
g
i
t
i
m
)

な
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

ー
ー
ー
そ
の
帰
結
は
ま
っ
た
く
別
と
し
て
ー

|
非
実
定
的
な
正
し
さ
の
甚
準
は
何
か
と
い
う
問
題
が
、
法
哲
学
に
と

っ
て
正
統
な

課
題
設
定
を
意
味
す
る
こ
と
を
出
発
点
と
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
経
験
的
に
、

て
最
終
的
に
は
法
律
家
の
日
常
的
業
務
にー
ー

↓

）
れ
ら
す
べ
て
の
領
域
て
、
非
実
定
的
な
正
し
さ
の
基
準
が
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
る—
—
ー
提
起
さ
れ

る
基
本
問
題
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
テ
ー
ゼ
を
裏
づ
け
る
べ
き
な
の
は
当
然
で
あ
る

の
意
義
を
述
べ
た
後
、
止
義
概
念

（第
七
章
）

一
方
で
は
、

立
法
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
方
で
は
、
判
例
に
そ
し

お
よ
び
「
自
然
法

(N
a
t
u
r
r
e
c
h
t
)
」
（
第
八
章
）
に
関
す
る
歴
史
的
な
展
開
を
手
短
に
概
観
す
る
。

も
っ
と
も
、
規
範
を
合
理
的
に
根
拠
、
、
つ
け
る
可
能
性
に
関
す
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
議
論
（
第
九
章
）
、
並
び
に
、
正
義

（第
〖

0
章
）
、
公
共
の
福
祉

（第

一一

章
）
お
よ
び
人
間
の
尊
厳

（第

―
二
章
）
に
つ
い
て
取
り
扱
う
中
で
こ
れ
を
目
パ
体
化
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
根
拠
つ
け
を
も
っ
て
、
シ
ュ
ミ

ッ
ト
は
、
ホ

ッ
ブ
ズ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
ヘ
の
優
先
的
な
方
向
づ
け
で
非
実
定
的
な
正
当
性
の
某
準
の

あ
ら
ゆ
る
探
求
を
拒
否
す
る
。
S
m
i
d,
E
i
n
f
t
i
h
r
u
n
g
 i
n
 d
i
e
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 d
e
s
 R
e
c
h
t
s,
 と

く
に

s
.2
5
 ff.
,
 

4
3
 ff., 
1
6
5
 ff.
 を

参
照
。

『
法
哲
学
j
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五
四
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3
 年

に
こ
れ
を
無
記
名
上
地
債
務

(
l
n
h
a
b
e
r
g
r
u
n
d
s
c
h
u
l
d
)

対

ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
つ
い
て
も
、
規
範
的
な
甚
準
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
立
法
者
が
必
要
な
事
実
認
識
を
入
手
し
う
る
と
き
に
の
み
、
評
価
と
い
わ

れ
る
も
の
を
有
意
義
に
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
「
問
題
か
ら
の
刺
激
」
は
、
場
合
に
よ
り
、
あ
る
特
定
の
法
制
度
が
実
際
何
ら
の
役
割
も
果
た
し

て
い
な
い
と
い
う
疑
い
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
法
的
事
実
研
究
の
創
始
者
で
あ
る
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、

(3
)
 

か
ら
主
張
し
た
。
も
し
く
は
、
長
い
間
「
普
還
取

[
訳
注
こ
ド
イ
ツ
民
法

―
―
九
五
条
]

引
約
款
」
に
お
い
て
当
て
は
ま
っ
て
き
た
よ
う
に
、
現
実
の
法
生
活

(
R
e
c
h
t
s
l
e
b
e
n
)

が
法
律
の
規
制
外
て
新
た
な
制
度
を
発
展
さ
せ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
立
法
者
が
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
立
法
作
業
に
取
り
込
も
う
と
す
る
場
合
、
第

一
に
、
そ
の
事
実
の
傾
向
に
近
づ
く
た
め
に
あ
る
い
は

そ
れ
を
軌
道
修
正
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
事
実
の
形
態
に
つ
い
て
止
確
に
情
報
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
の
慣
行
は
確
か
に
認
め
ら
れ
る
が
、

特
定
の
価
値
的
決
定
へ
方
向
づ
け
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
合
意

(A
b
s
p
r
a
c
h
e
)

の

法
律
的
規
制
に
関
す
る
現
在
の
考
察
に
妥
当
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
比
較
的
長
期
の
プ
ロ
セ
ス
を
辿
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
遺
伝
子
工
学
の
領
域
に
お
け
る
軋
界
的
な
立
法
が
ホ
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
新
た
な
発
展
と
新
た
な
事
実
の
創
出
に
対
し
て
、
再
＿
―
-に

優
先
順
位
が
定
め
ら
れ
て
初
め
て
、

H
的
の
観
念
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
規
制
す
ぺ
き
領
域
に
お
け
る
事

実
の
正
確
な
認
識
、
並
び
に
、

存
在
す
る
諸
利
益
の
衡
母
、
場
合
に
よ
っ
て
は
価
値
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
。
立
法
者
が
、
例
え
ば

妊
娠
中
絶
を
法
律
で
規
制
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
立
法
者
が
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
未
生
の
生
命
は
生
存
権
を
も
つ
べ
き
か
否

か
、
場
合
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
要
件
の
下
に
、
未
生
の
生
命
の
価
値
が
、
妊
娠
と
対
置
さ
れ
る
妊
婦
の
利
益
状
況
と
衡
益
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の

か
、
ど
の
よ
う
な
法
的
衝
突
（
攻
蛇
的
緊
急
避
難
の
甚
本
的
考
え
方
か
、
そ
れ
と
も
防
煎
的
緊
急
避
難
の
考
え
方
か
）
が
甚
礎
に
置
か
れ
る
べ
き
か
、

(4
)
 

そ
し
て
、
そ
の
後
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
決
定
を
現
実
化
す
る
た
め
に
、
そ
も
そ
も
刑
法
が
有
用
な
手
段
た
り
う
る
の
か
否
か
で
あ
る
。
積
極

的
安
楽
死

(
a
k
t
i
v
e
S
t
e
r
b
e
h
i
l
f
e
)

が
例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
立
法
的
決
定
に
お
い
て
、
利
益
衝
突

（自
己
決
定
権
お
よ
び
そ
の
代
替

物
並
び
に
誰
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
の
か
ー
ー
＇
死
に
行
く
者
の
蓉
厳

渡
っ
て
対
応
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関

法

第

六

0
巻

一
号

人
問
の
牛
命
、
お
よ
び
、
死
に
行
く
者
に
対
し
て
家
族
が
圧
力
を
か

一
六

（二
五

一
）

一
九

一
四
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(三）

け
る
可
能
性
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
の
「
ダ
ム
の
決
壊
」
の
危
険
）

一
七

の
み
な
ら
ず
、
予
想
し
う
る
事
実
状
況
（
そ
も
そ
も
「
ダ
ム
の
決
壊
」
お
よ
び

(
5
)
 

／
ま
た
は
生
命
の
短
縮
へ
の
圧
力
の
虞
が
あ
る
の
か
）
も
ま
た
、
検
討
の
対
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
後
予
測
的
な
要
素
も
ま
た
、
こ
こ
で
す
で

に
尊
重
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
他
の
領
域
で
規
制
し
た
と
き
の
効
果
と
結
果
が
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
、
新
た
に
事
実
認
識
を
要
す
る
。

最
終
的
に
、
法
律
が
公
布
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
法
律
は
、
場
合
に
よ
り
結
果
か
ら
遡
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
ま
た
、

再
び
、
法
的
事
実
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
例
え
ば
、
少
年
の
観
点
か
ら
の
少
年
労
働
保
設
に
関
す
る
研
究
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
経
営
に

(6
)
 

お
け
る
法
律
速
反
に
つ
い
て
の
資
料
を
立
法
者
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
立
法
経
過
に
お
い
て
す
で
に
、
法
社
会
学
的
な
考
察
と
法
哲
学
的
な
考
察
と
の
双
方
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

ー
た
と
え
少
数
で
あ
れ
|
|
立
法
過
程
に
法
社
会
学
を
利
用
し
た
例
が
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
法
哲
学
を
利
用
し
た
例
は
、
ほ
と
ん
ど
現
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
立
法
と
結
び
つ
く
価
値
評
価
の
問
題
が
、
法
哲
学
関
係
者
に
は
、
合
理
的
な
討
議
に
ま
っ
た
く
な
じ
ま
な
い
「
政
策
的
な
」
も
の
と
位
置

づ
け
ら
れ
た
と
推
測
す
る
の
も
的
外
れ
て
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
が
正
し
い
か
否
か
を
我
々
は
特
別
に

（後
述
第
ー

0
章
）
明

法
の
実
現
に
お
い
て
、
価
値
決
定
を
行
う
の
は
も
っ
ぱ
ら
立
法
者
で
あ
り
、
他
方
、
裁
判
官
は
単
な
る
法
適
用
者
す
な
わ
ち
「
法
を
語
る
LJ
」
に
す

(
7
)
 

一
八
批
紀
末
お
よ
び
：
九
世
紀
初
頭
に
も
な
お
広
く
行
き
渡
っ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
、
立
法
と
判
例
は
、
そ
の
創
造
的
活

動
に
関
し
て
、
単
に
段
階
の
差
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
照
が
支
配
的
と
な
っ
た
。
判
例
は
、
も
っ
ぱ
ら
当
て
は
め
の
作
業
で
し
か
な
い
と
い
う

理
解
は
、
実
際
、
単
純
に
過
ぎ
る
。
判
例
は
、
法
律
か
ら
導
き
出
し
え
な
い
正
し
さ
の
基
準
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
、

と
く
に
争
い
の
あ
る
基
本
問
題
の
若
干
の
例
で
見
ら
れ
る
と
い
う
。
非
実
定
的
な
正
し
さ
の
基
準
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
多
く
の
法

領
域
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
ま
す
ま
す
現
代
的
と
な
っ
て
い
る
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
二
つ
の
テ
ー
マ
だ
け
を
選
び
出
す
こ
と
に
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

ぎ
な
い
と
い
う
理
解
が
、

2

と
く
に
争
い
の
あ
る
基
本
問
閣
に
お
け
る
法
的
価
値
評
価

ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（二
五
0
)
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6
 解

説
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

生
殖
医
療
と
人
尚
の
葬
厳

（二
四
九
）

い
生
殖
医
療
と
閲
臓
器
移
植
で
あ
る
。
伺

「
道
徳
律
」
お
よ
び
「
善
良
の
風
俗
」
の
語
に
由
来
す
る
概
念
が
、
考
察
を
補
充
す
る
。
第

一
の
問
題
領
域

で
は
、
こ
こ
で
と
く
に
人
間
の
尊
厳
が
重
要
と
な
り
、
第
二
の
問
題
領
域
で
は
、

（配
分
的
）
正
義
が
、
そ
し
て
第
三
の
問
題
領
域
で
は
、
評
価
権
限

生
殖
医
療
の
法
規
制
に
お
い
て
は
、

「人
間
の
尊
厳

（こ
の
概
念
の
一
般
的
な
問
題
性
に
つ
い
て
は
後
述
第

ニ
―
章
）
」
が
中
心
的
な
役
割
を
泄
じ
て

い
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
基
本
法

（第

一
条
第

一
項
）
並
び
に
ス
イ
ス
連
邦
憲
法

（第
七
条
）
お
よ
び
そ
の
他
の
憲
法
に
お
い
て
、
碁
本
権
の
カ
タ
ロ

グ
の
前
に
も
し
く
は
そ
の
冒
頭
で
、
人
間
の
尊
厳
の
保
護
が
ま
さ
に

一
般
的
に
宜
言
さ
れ
て
い
る
。
ス
イ
ス
連
邦
憲
法
は
、
さ
ら
に
、

生
殖
医
療
に
つ

い
て
の
特
別
規
定

（第

一―

九
条
）
を
含
む
。
同
規
定
で
は
、
こ
の
領
域
に
つ
い
て
、
今

一
度
、
明
示
的
に

「人
間
の
難
厳
の
保
護
」
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
人
間
の
尊
厳
」
は
、
法
律
家
が
憲
法
に
携
わ
る
と
き
に
、
し
か
し
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は

「胚
保
護
法

(E
m
b
r
y
o
n
e
n
s
c
h
u
t
z,
 

g
e
s
e
t
z
)
」
、
あ
る
い
は
ス
イ
ス
で
は
「
牛
殖
医
療
法

(F
o
r
t
p
f
l
a
n
z
u
n
g
s
m
e
d
i
z
i
n
g
e
s
e
t
z
)
」
に
携
わ
る
と
き
に
、
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
概
念
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
適
用
す
る
に
あ
た
り
、
法
律
上
の
定
義
が
な
く
、
実
定
法
は
ま
さ
に
限
定
的
な
拠
り
所
で
し
か
な
い
。
解
釈
の
た
め
に
行
わ

れ
る
べ
き
考
察
ー
~
そ
れ
に
よ
り
、
非
実
定
的
な
正
し
さ
の
基
準
を
探
求
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
ー

を
こ
こ
で
手
短
に

と
く
に
生
殖
医
療
に
お
い
て
、
人
間
の
尊
厳
へ
の
侵
害
を
非
難
す
る
背
後
に
は
、
具
体
的
に
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
そ
の
概
念
は
、
少

な
く
と
も
三
つ
の
異
な
っ
た
内
容
で
充
足
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
検
討
に
な
じ
む
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
、
人
間
の
尊
厳
を

指
し
示
す
こ
と
で
、
そ
の
討
試
に
関
わ
る
状
態
が
端
的
に
隠
さ
れ
て
し
ま
う
具
体
的
な
三
つ
の
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

「自
然
に
反
す
る
」
こ
と

を
も
た
ら
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
、
偶
然
性

(K
o
n
t
i
g
e
n
z
)

す
な
わ
ち
個
人
の
発
生
の
偶
然
に
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
、
そ
し

て
最
後
に
、
人
間
を
道
具
化
す
な
わ
ち
単
な
る
手
段
に
貶
め
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
で
あ
る
。

(a) の
配
分
が
問
題
と
な
る
。

関

法

第

六

0
巻

一
号

一
八
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9

し
か
し
、
限
定
的
な
範
囲
で
「
余
剰
の

8
 
態
度
の
「
反
自
然
性

(
U
n
n
a
t
i
.
i
r
l
i
c
h
k
e
i
t
)
」

へ
の
言
及
は
、
議
論
の
相
手
方
の

一
部
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
批
界
観
の

偏
っ
て
い
な
い
国
家
に
お
い
て
は
、
法
的
禁
止
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、

「人
問
の
尊
厳
」
を
、
人
問
の
発
生
の
偶
然
性
を
侵
害

(8
)
 

し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
そ
の
場
合
、
我
々
は
、
保
護
法
益
と
し
て
、
我
々
の
「
人
間
像
」
を
持
ち

(9
)
 

出
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
1

再
び
、
世
界
観
の
偏
っ
て
い
な
い
国
家
に
お
い
て
ー
、
他
の
者
が
抱

く
人
間
像
を
侵
害
す
る
こ
と
が
要
罰
的
な
不
法
た
り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
と
く
に
刑
法
学
に
と
っ
て

九

探
求
で
き
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
二

0
世
紀
の
数
度
の
刑
法
改
正
は
、
処
罰
を
他
者
侵
害
の
場
合
へ
と
限
定
す
る
と
い
う
指
導
的
観
念
の

下
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
か
つ
て
「
風
俗
犯

(S
i
t
t
l
i
c
h
k
e
i
t
s
d
e
l
i
k
t
e)
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
は
、
そ
れ
が
性
的
自
己
決
定
権
や
健
全
な

性
的
発
育
を
保
護
す
る
よ
う
な
範
囲
で
の
み
な
お
認
め
ら
れ
て
い
る
。
反
自
然
性
お
よ
び
偶
然
性
の
侵
害
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
非
難
か
ら
区
別
さ
れ

る
べ
き
な
の
は
、

ヒ
ト
胚
の
道
具
化
に
対
す
る
非
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
特
定
の
行
為
態
様
が
、
胚
を
、
非
常
に
高
次
の
目
的
が
あ
る
場
合
で

(10
)
 

す
ら
許
さ
れ
な
い
特
定
の
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
に
貶
め
て
し
ま
う
と
い
う
非
難
で
あ
る
。
他
者
を
手
段
化
す
る
こ
と
の
禁
止
は
、
も
ち
ろ
ん
、

古
く
か
ら
の
論
拠
づ
け
の
常
套
句
で
あ
る
が
、
昔
か
ら
、
そ
の
具
体
的
な
表
れ
に
は
争
い
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
カ
ン
ト
は
、
他
の
者
に
対
す
る
刑
罰

の
威
嚇
効
果
に
よ
る
刑
罰
の
根
拠
づ
け
を
、
「
手
段
化
」
の
観
点
か
ら
激
し
く
非
難
し
た
が
、
彼
が
す
べ
て
の
相
対
的
刑
罰
論
を
拒
否
し
た
点
で
、
こ

(12
)
 

の
留
保
は
、
今
日
、
も
は
や
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
、
あ
る
者
が
そ
の
意
思
に
反
し
て
単
に
手
段
に
さ
れ
る
こ
と
の
禁
止
を
厳
格
に
考
え

る
と
し
て
も
、
多
く
の
こ
と
が
な
お
解
明
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
で
も
、
緊
急
避
難
や
戦
争
で
の
殺
人
の
場
合
に
は
、
す
で
に
生
ま
れ
た
生
命
で
す
ら
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
単
な
る
財
産
上
の
利
益
ま
た
は
国
内
の
領
土
要
求
の
犠
牲
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
後
者
の
場
合
は
、
各
個
人
に
落
ち
度

(13) 

の
あ
る
な
し
を
問
う
こ
と
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
（許
容
さ
れ
な
い
）
単
な
る
手
段
化
と
、

（な
お
許
容
さ
れ
る
）
手
段
化
と
の
境
界
は
、
ど
こ
に
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
こ
れ
は
既
存
の
法
に
従
っ
て
決
せ
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
手
段
化
の
禁
止
は
、
何
ら
の
内
容
も
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

(14
)
 

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
法
哲
学
』
（三）

(i
i
b
e
r
z
a
h
l
i
g
)
」
胚
を
用
い
た
研
究
や
着
床
前
診
断
が
法
倫
理
的
に
是
認
で
き
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
法

（二
四
八
）

（
刑
罰
法
規
も
問
題
と
な
る
）
容
易
に
は
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に
関
す
る
も
の
で
な
い
限
り
は
1

原
則
的
に
拒
否
し
な
い
。

（二
四
七
）

の
内
部
で
さ
ら
な
る
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
道
徳
的
に
是
認
で
き
る
行
為
が
、
そ
の
望
ま
し
く
な
い
副
次
効
果
の
点
で
、
非
常
に
問
題
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
故
、
法
的
禁
止
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

「
ダ
ム
の
決
壊
」
と

い
う
論
拠
は
、
こ
こ
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
余
剰
な
胚
を
用
い
た
研
究
ま
た
は
治
床
前
診
断
は
、
も
し
か
す
る
と
！

こ
れ
は
経
験
的
に

検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
ー
、
他
の
人
に
お
い
て
、
人
間
の
生
命
の
価
値
評
価
を
侵
害
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
胚
研
究
を
認
め
れ
ば
、
人
体

を
使
っ
た
研
究
を
阻
止
す
る
ハ
ー
ド
ル
が
低
め
ら
れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
す
で
に
生
ま
れ
た
人
間
の
生
命
に
対
す
る
危
険
も
発
生
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
余
剰
な
胚
を
用
い
た
研
究
を
許
容
す
れ
ば
、
女
性
に
箔
床
さ
せ
う
る
よ
り
多
く
の
胚
を
試
験
管
の
中
で
す
で
に
発
育
さ
せ
る
こ
と
へ
の
刺

激
は
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
ダ
ム
の
決
壊
」
と
密
接
に
関
連
す
る
の
が
、
予
測
し
え
な
い
未
知
の
リ
ス
ク
と
い
う
論
拠
で
あ
る
。
こ
の
論
拠
も
ま

た
、
特
定
の
研
究
や
診
断
手
続
を

一
般
的
に
非
難
す
る
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
に
せ
よ
現
在
の
知
識
状
況
で
は
、
リ
ス
ク
を
見
積
も
る
こ
と
は
不
可
能

(15
)

（

16
)
 

で
あ
り
、
そ
れ
故
、
禁
止
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
胎
盤
治
療
に
対
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
後
世
に
受
け
継
が
れ
る
可
能
性
の
あ
る
遺
伝

子
へ
の
侵
襲
に
対
し
て
提
起
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
リ
ス
ク
と
は
、
例
え
ば
、
予
見
で
き
な
い
疾
病
で
あ
り
、
ま
た
例
え
ば
、
「
今

H
で
は
こ
れ
を
も

(17
)
 

は
や
持
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
の
ド
で
将
来
の
蹄
害
者
を
扱
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
社
会
的
危
険
で
も
あ
り
う
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な

一
貰
し
た

「
ダ
ム
の
決
壊
」
や
「
リ
ス
ク
」
と
い
う
論
拠
は
、
義
務
的
な
人
間
の
葬
厳
の
論
拠
と
は
巽
な
っ
て
、
例
え
ば
高

次
の
研
究
の
利
益
と
の
衡
量
へ
立
ち
入
る
こ
と
を
1

懸
念
さ
れ
る
ダ
ム
の
決
壊
が
、
ま
さ
に
人
間
の
尊
厳
の
よ
う
な
、
差
引
勘
定
し
え
な
い
諸
原
則

も
っ
と
も
、
法
に
と
っ
て
と
く
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
不
確
か
な
損
害
の
リ
ス
ク
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
法
律
的
保
護
が
生
じ
る
わ
け
て

(18
)
 

は
な
く
、
考
え
う
る
損
害
が
非
常
に
大
き
け
れ
ば
、
確
実
性
が
僅
か
な
程
度
で
も
す
で
に
十
分
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

生
殖
医
療
と
の
関
連
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」
の
解
釈
に
は
困
難
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
手
短
に
概
観
し
た
だ
け
で
、
基
本
問
題
と
対
峙
す
る
際

の
法
的
作
業
に
お
い
て
は
、
非
実
定
的
な
正
し
さ
の
基
準
と
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
つ
ね
に
不
可
避
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

関

法

第

六

0
巻

一
号

二
0
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」
（三）

ス
連
邦
憲
法
は
、

臓
器
移
植
と
配
分
的
正
義

（
二
四
六
） （

同
法
第
．
八
条
第

（
ス
イ
ス
移
植
法
第

一
七
条
第

一
項
）
が
、

こ
の
よ
う
に
非
実
定
的
な
正
し
さ
の
基
準
を
援
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
第
二
の
例
は
、
乏
し
い
医
療
資
源
の
分
配
、
こ
こ
で
は
と

く
に
臓
器
移
植
の
た
め
の
、
死
に
行
く
者
か
ら
の
臓
器
の
分
配
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
移
植
法
は
、
配
分
基
準
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
お
ら
ず
、
そ
の
限

り
で
純
粋
に
医
学
的
基
準
が
問
題
と
な
る
と
い
う
印
象
を
喚
起
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
移
植
法
第
ト
ニ
条
第
三
項
は
、
単
に
、
「
医
学
の
知
識
状
況
に

相
応
し
た
規
則
、
と
り
わ
け
結
果
の
見
込
み
と
緊
急
性
に
従
っ
た
」
や
り
方
と
の
み
言
っ

て
い
る
。
ス
イ
ス
で
の
最
近
の
議
論
は
、
こ
れ
と
畏
な
る
。

そ
こ
で
は
、
中
心
的
な
正
義
の
問
題
が
（
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
、
平
等
原
則
の
適
用
問
題
が
）
臓
器
の
配
分
順
位
に
潜
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

で
あ
る
。
二

0
0
七
年
の
新
移
植
法
は
、
臓
器
の
配
分
に
あ
た
っ
て
の
差
別
の

一
般
的
禁
止
を
定
め
る

ー

順
位
を
定
め
る
こ
と
な
く
ー
~

医
学
的
緊
急
性
、
医
術
的
有
用
性
や
待
機
時
間
と
い
っ
た
「
重
要
な
諸
甚
準
」
を
掲
げ
る

ス
イ

一
九
九
九
年
以
来
、
憲
法
第

一
―
九
条

a
第
二
項
に
お
い
て
明
文
で
、
数
少
な
い
臓
器
の
「
正
し
い
」
配
分
を
要
求
し
て
い
る
か
ら

項）
。
同
年
の
臓
器
配
分
規
則
も
ま
た
、
そ
の
限
り
で
、
明
確
な
優
先
順
位
を
定
め
て
い
な
い
。
実
務
で
活
動
す
る
法
律
家
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な

準
則
に
鑑
み
て
、
正
し
さ
の
基
準
と
両
立
し
う
る
配
分
甚
準
の
序
列
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
、
臓
器
の
配
分
は
、
い
か
に
規
制
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
と
く
に
三
つ
の
配
分
基
準
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な

(19
)
 

わ
ち
、
効
率
性
、
待
機
時
間
お
よ
び
緊
急
性
で
あ
る
。

効
率
性
と
は
、
数
少
な
い
臓
器
が
最
大
の
有
用
性
を
も
た
ら
す
場
合
に
、
そ
れ
を
使
用
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
な
お
期
待
で
き
る
、

場
合
に
よ
っ
て
は
質
的
に
測
定
し
う
る
余
命
に
標
準
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
効
率
性
を
指
導
的
基
準
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ

り
、
ま
さ
に
高
齢
者
や
重
病
者
が
不
利
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、

平
等
取
扱
い
の
原
則
、
し
か
し
ま
た
人
間
の
尊
厳
原
則
の
点
で
の
困

難
に
つ
な
が
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
よ
り
大
き
な
個
人
的
有
用
性
へ
こ
の
よ
う
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
1

よ
り
大
き
な
全
体
的
有
用
性
へ
の
方
向
づ

け
と
は
異
な
る
—
~

を
、
他
の
要
素
と
並
ぶ

―
つ
の
要
素
と
し
て
、
正
し
さ
の
甚
準
の
範
囲
か
ら
あ
ら
か
じ
め
排
除
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

待
機
時
間
へ
の
方
向
づ
け
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
権
限
が
共
に
待
機
リ
ス
ト
の
順
位
づ
け
に
影
馨
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
確
か
に
あ
る
意
味

(b) 
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(c) 止

し
さ
の
概
念
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

に
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

な
り
う
る
か
否
か

者
の
死
を
甘
受
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
般
の
倫
理
の
誠
論
に
お
い
て
な
お
詳
細

（二
四
五
）

で
平
等
取
扱
い
の
要
請
を
よ
り
よ
く
保
障
す
る
。
し
か
し
、
待
機
時
間
を
第

一
の
基
準
と
す
る
場
合
に
、
我
々
の
正
義
感
覚
に
反
す
る
の
は
、
治
療
の

緊
急
性
が
度
外
視
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
待
機
リ
ス
ト
の
第
．
順
位
に
い
る
者
が
な
お
い
く
ら
か
待
機
す
る
こ
と
が
て
き
る
の
に
、
第
二
順
位
に
あ
る

緊
急
性
へ
の
方
向
づ
け
は
、
臨
床
の
個
別
事
例
で
、
現
在
の
法
に
合
致
す
る
。
緊
急
に
治
療
を
必
要
と
す
る
者
に
治
療
を
施
さ
な
い
こ
と
は
、
そ
れ

ど
こ
ろ
か
刑
法
上
問
題
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
二
名
の
者
が
等
し
く
緊
急
に
臓
器
を
必
要
と
す
る
の
に
、
臓
器
が

一
っ
し
か
な
い
場
合
、
医
師
は
、
新

た
に
（
第
二
の
）
決
定
基
準
を
必
要
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
効
率
性
と
待
機
時
間
が
再
び
、
そ
の
第
二
の
決
定
基
準
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

平
等
取
扱
い
を
保
障
す
る
待
機
時
間
モ
デ
ル
は
、
現
在
の
法
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
利
益
衝
突
状
況
に
お
い
て
決
定
的
な
も
の
と
な
り
う
る
が
、
そ

こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、
幼
児
を
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
幼
児
は
、
当
然
、
待
機
時
間
が
長
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

純
粋
に
医
学
的
な
某
準

（例
え
ば
、
臓
器
が
直
ち
に
拒
絶
反
応
を
起
こ
す
）
を
超
え
て
、
効
率
性
が
こ
こ
で
、
例
え
ば
極
端
な
状
況
に
お
い
て
重
要
と

（例
え
ば
、
九

0
歳
の
者
と

一
八
歳
の
者
が
緊
急
に
腎
臓
を
必
要
と
す
る
）

の
問
題
は
、

実
定
法
上
、
明
確
な
甚
準
の
序
列
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
限
り
で
、
法
律
家
は
、
決
定
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
倫
理
的
問
題
に
立
ち
向
か
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
、
明
確
な
法
律
上
の
基
準
が
あ
る
場
合
で
も
な
お
、
法
律
家
に
は
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
基
泡
は
、

な
お
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
再
び
、
某
本
法
第
三
条
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な

「道
徳
律
」
、

「善
良
の
風
俗
」
そ
の
他
の
諸
事
例

ド
イ
ツ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
刑
事
部
お
よ
び
ス
イ
ス
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
倫
理
に
適
う
か
違
反
す
る
か
の
問
題
に
し
ば
し
ば
携
わ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
ほ
ぼ
す
で
に
伝
説
化
し
、

そ
の
問
法
律
史
に
属
す
る
も
の
と
な
っ
た
努
力
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
売
春
仲
介
判
決

関

法

第

六

0
巻

一
号
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(Kupperleiurteil) 

(20) 

で
あ
る
。
大
刑
事
部
は
、
婚
約
者
間
で
の
性
交
渉
が
、
刑
法
典
旧
第

]
八
0
条
お
よ
び
第

一
八

一
条
の
意
味
に
お
け
る

「猥
褻

な

(unzlichtig)
」
に
あ
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
。
大
刑
事
部
は
、
甚
本
的
に
以
下
の
よ
う
な
理
由
を
も
っ
て
、
こ

れ
を
肯
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
外
の
性
交
渉
は
、
道
徳
律
に
違
反
す
る
の
で
あ
り
、
道
徳
律
と
は
、
以
下
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。「
道
徳

を
支
配
す
る
当
為
原
則
に
基
づ
く
。
そ
れ
ら
は
、
服
従
を
要
求
し
て
名
宛
人
と
し
た
人
々
が
、
実
際
に
そ
れ
ら
に
従
い
、
そ
れ
を
承
認
す
る
か
否
か
と

(21) 

は
別
に
、
妥
当
す
る
。
そ
れ
ら
の
内
容
は
、
何
が
妥
当
か
に
関
す
る
見
方
が
変
わ
っ
て
も
、
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、

こ
こ
で
、
具
体
的
事
案
の
解
決
に
つ
い
て
、
変
化
す
る
こ
と
の
な
い
道
徳
律
の
存
在
と
、
こ
の
道
徳
律
の
そ
の
固
有
の
理
解
と
を
前
提
と
す
る
。

ー
五
年
後

（．

九
六
九
年
）
に
現
れ
た

「
フ
ァ
ニ
ー
・
ヒ
ル
」
判
決

(",F
a
n
n
y
 Hill

"
 
,
 
Urteil
)

に
お
け
る
倫
理
規
範
は
、
ま

っ

た
く
異
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
時
代
の
変
化
に
服
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
判
決
で
は
、
「
フ
ァ

ニ
ー
・
ヒ
ル
の
想
い
出

(,,D
i
e

M
e
r
n
o
i
r
e
n
 d
e
r
 F
a
n
n
y
 Hill")
」
と
い
う
著
書
が
、
刑
法
典
旧
第
．
八
四
条
第

一
項
第

一
文
の
意
味
に
お
け
る
「
猥
褻
文
書
」
に
あ
た
る
か
を
決
定

す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、

（強
力
な
）
拘
束
力
は
、
既
存
の
お
よ
び
そ
の
他
の
諸
価
値
の
秩
序
並
び
に
人
間
の
共
同
生
活

ス
イ
ス
連
邦
最
高
裁
判
所
の
ほ
ぼ
同
時
期
の
判
決

(
B
G
E
9
6
 I
V
 6
4
)
 

と
ま

っ
た
く
同
様
に
、
物
の

見
方
が
変
遷
す
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
れ
を
否
定
し
た
。
「
こ
の
意
味
で
、
何
が
共
同
体
に
有
害
か
、
そ
し
て
、
そ

倫
理
規
範
が
変
化
に
服
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
と
き
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
か
ら
、
変
化
の
有
無
を
判
断
す
る
の
に
、
誰
の
見
方
が
重
要
か
を
明
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
難
点
が
生
じ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
上
述
の
判
決
に
お
い
て
、
判
例
が
「
性
に
対
し
て
と
り
わ
け
奥
手
な
人
々
や

異
常
な
ほ
ど
寛
大
な
人
々
の
見
方
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
、

ス
イ
ス
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、

「と
く
に
繊
細
で
も
道
徳
的
に
堕

落
し
て
も
い
な
い
」
市
民
が
甚
準
だ
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
平
均
的
な
意
見
に
照
準
が
合
わ
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
明
ら
か
だ
と
い
う
。
連
邦
通
常
裁
判

所
は
、

学
生
組
合
規
定
決
闘

(B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
s
m
e
n
s
u
r)

れ
に
よ
り
、

「法
哲
学
』
（
三
）

辰

注

年

生

紐
合
員
が
全
員
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
る
最
小
限
定
の
決

三

（二
四
四
）

性
に
関
連
す
る
記
述
が
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
か
の
限
界
が
ど
こ
に
引
か
れ
る
べ
き
か
に
関
す
る
見
方
は
、
時
代
に
条
件
づ
け
ら
れ
、
時
代

(22) 

と
と
も
に
変
化
す
る
。」

こ
れ
に
対
し
て
、

律
の
諸
規
範
は
、
そ
れ
自
体
に
妥
当
性
を
も
つ
。
そ
の
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（現
在
の
第
ニ
二
八
条
）

―
つ
は
、
裁
判
所
と
し
て
、
そ
の
時
点

（二
四――
-）

の
意
味
に
お
け
る
倫
理
違
反
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
は

違
っ
た
決
定
を
下
し
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
こ
の
規
定
を
次
の
よ
う
に
被
告
人
に
有
利
に
限
定
的
に
解
釈
し
た
。
「
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
刑
法

の
意
味
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
正
当
に
物
事
を
考
え
る
す
べ
て
の
人
々
の
礼
俄
心
か
ら
見
て
、
疑
い
も
な
く
犯
罪
的
で
、
処
罰
の
必
要
が
あ
る
不
法

(23
)
 

な
も
の
の
み
を
、
善
良
の
風
俗
に
対
す
る
遥
反
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
す
べ
て
の
法
領
域
で
生
じ
る
。
「
倫
理
」
と
い
う
概
念
域
が
、
国
民
に
お
け
る
社
会
倫
理
の
理
解
に
関
連
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
こ
に
お
い
て
、
今
H
で
は
{
双
に
承
認
さ
れ
て
い
る
o

例
え
ば
‘
連
邦
財
務
裁
判
所
は
ヽ
所
得
税
法
第
三
三
条
第
二
項
第
一
各
り
意
味
に
お
け

る
倫
理
的
な
援
助
義
務

(B
e
is
t
a
nd
s
pflih
t
e
n
)

に
つ
い
て
、
「
国
民
に
承
認
さ
れ
た
」
見
方
を
基
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
性
愛
者
の
共
同
生

(24
)
 

活
も
ま
た
、
援
助
義
務
の
根
拠
と
な
る
と
い
う
。
し
か
し
ま
た
、
「善
良
の
風
俗
」
は
、
ま
さ
に
「
歴
史
的
な
変
化
に
服
す
る
社
会
倫
理
的
価
値
観
」

(25) 

ま
た
は

「支
配
的
な
社
会
倫
理
的
確
信
」
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
い
う
根
拠
に
基
づ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
二
つ
の

「ピ
ー
プ
・
シ
ョ
ウ
」
判

決

(,,
P
e
ep
,
 
S
h
o
w"
 
,
 
E
ntsc
h
e
i
d
u
n
g
en
)

が
判
示
す
る
よ
う
に
、
方
法
論
的
に
巽
な

っ
た
方
法
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
営
業
規

則
第
三
三
条
a
第
二
項
第

一
号
の
意
味
に
お
け
る

「善
良
の
風
俗
」
を
基
本
法
第
一
条
第

一
項
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」
概
念
に
よ

っ
て
充
足
し
、

同
概
念
を
「
価
値
倫
理
的
な
原
則
」
と
し
て
理
解
し
た
上
で
、
こ
れ
を

]
定
の
哲
学
・
価
値
観
に
よ
る
構
想
に
甚
づ
い
て
規
範
的
に
決
定
す
る
こ
と
が

(26)

（

27
)
 

で
き
る
。
し
か
し
、
公
刊
さ
れ
た
文
献
を
見
る
と
、
そ
の
限
り
で
「
法
共
同
体
を
支
配
す
る
確
信
」
に
つ
い
て
推
測
し
、
こ
の
意
味
で
「
善
良
の
風

俗
」
を
確
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

基
本
的
な
形
の
価
値
評
価
を
最
上
級
審
の
判
例
に
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
法
哲
学
が
ど
の
よ
う
な
道
を
辿
る
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
解
答
と
し

て
、
こ

こ
で
見
て
き
た
諸
判
決
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。
「
永
遠
の
道
徳
律
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
判
例
は
、
も
し
か
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
永
遠

の
道
徳
律
を
形
に
表
す
た
め
に
努
力
す
る
法
哲
学
の

一
種
に
興
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
悪
く
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
「
永
遠
の
道

徳
律
」
と
い
う
主
張
は
、
決
定
の
社
会
的
受
容
の
要
請
を
引
き
出
し
、
ま
た
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
判
決
の
根
拠
づ
け
を
引
き
出
す
方
法
に
す
ぎ
な
い
こ
と

も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
倫
理
規
範
は
変
化
に
服
す
る
と
主
張
す
る
場
合
、
二
つ
の
や
り
方
で
行
わ
れ
う
る
。

闘
]
に
‘
刑
法
典
旧
第
二
二
六
条
a

関

法

第

六

0
巻

一
号

ニ
四
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ナ
ー
に
よ
れ
ば
、

こ
の
問
題
領
域
に
関
連
す
る

一
般
条
項
の
意
味
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
決
定
の
方
法
的
諸
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
あ
る
見

解
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
は
、

（例
え
ば
、
民
法
典
第
二
四
二
条
ま
た
は
刑
法
典
第
二
二
六
条
a
の
よ
う
に
）

い
の
だ
が
、
裁
判
官
独
自
の
価
値
判
断
を
打
ち
立
て
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
実
際
の
、
場
合
に
よ

っ
て
は
ま
っ
た
く
別
の
行
為
態
様
に
反
し

(28) 

て
も
「
倫
理
を
形
成
す
る

())sitten
b
il
d
en
d")
」
態
度
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
官
の
見
解
の
み
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ

(29
)
 

う
な

「倫
理
形
成
的
な
」
推
進
力

(Im
p
etus)

を
ま
っ
た
＜
除
い
て
も
主
張
さ
れ
う
る
。
反
対
説
に
よ
れ
ば
、
上
で
引
用
し
た
諸
決
定
は
、
言
葉
通

り
に
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
提
起
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
見
解
が
実
際
に
社
会
に
存
在
す
る
か
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
。
裁
判
官
は
、

自
ら
の
社
会
性
に
基
つ
い
て
、
こ
の
見
解
が
直
感
的
に
正
し
い
と
考
え
る
と
想
定
し
た
く
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
経
験

的

・
社
会
学
的
研
究
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
日
で
は
、
双
方
の
観
点
が

一
般
条
項
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。
ト
イ
プ

(T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
sf
 
u
n
kti
o
n
)

お
よ
び
委
任
機
能

(D
e
l
e
g
a
tio
n
sfu
n
k
ti
o
n)
 

受
容
機
能
と
は
、

一
般
条
項
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
安
定
し
た
基
準
と
評
価
を
継
承
す
る
と
い
う
意
味
で
、
法
以
外
の
社
会
規
範
を
受
け
容
れ
る

(31
)
 

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
規
範
に
と
っ
て
特
徴
的
な
の
は
、
行
為
態
様
の
通
常
性
の
他
に
、
こ
の
よ
う
な
通
常
性
か
ら
の
逸
脱
は
何
ら

か
の
制
裁
で
対
処
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
事
情

（行
為
態
様
の
通
常
性
と
制
裁
）

は
当
事
者
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法

(32
)
 

実
務
で
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
規
範
を
探
求
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
従
来
、
明
ら
か
に
競
争
法
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
特
定
の
尚
人
が
通
常

一
定
の
や
り
方
で
活
動
す
る
と
き
、
彼
ら
は
、
他
の
者
に
も
こ
れ
を
期
待
し
、
こ
の
期
待
を
正
当
だ
と
考
え
る
だ
ろ
う
か
。

で
き
る
。

（三）

二
五

（「
今
日
、
か
く
振
る
舞
う
べ
き
で
あ
る
」
）
よ
う
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
法
律
上
、
明
確
な

指
針
が
な
い
限
り
、
固
有
の
法
倫
理
的
な
理
由
づ
け
を
必
要
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
た
め
に
、
す
で
に
か
な
り
厳
格
な
法
哲
学
的
討
誠
が
必
要
で

あ
る
。
他
の

―
つ
は
、
実
際
に
主
張
さ
れ
て
い
る
社
会
規
範
ま
た
は
社
会
的
な
価
値
評
価
を
模
索
し
、
こ
れ
を
決
定
の
道
筋
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が

．
般
条
項
は
、

三
つ
の
機
能
を
営
む
。
す
な
わ
ち
、
以
下
の
よ
う
な
、
受
容
機
能

(R
e
z
ep
tion
sfu
n
kti
o
n)
、
変
換
機
能

(30) 

で
あ
る
。

で
の
倫
理
状
況
を
規
範
的
に
規
定
す
る

（二
四

一）

．
般
条
項
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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て
い
る
こ
と
は
、

「信
義
誠
実
」
が
、
ど
の
み
ち
適
用
す
る

（規
範
）
と
な
る
に
は
至

っ
て
い
な
い
、
国
民
に
お
け
る
価
値
表
象
を
、

と
受
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
社
会
規
範
の
受
容
よ
り
も
ず

っ
と
困
難
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
が
存
在
す
る
場
合

（何
が
原
則
で
あ
ろ
う

か
）
、
法
適
用
者
に
は
、
相
互
間
の
決
定
に
つ
い
て
の
甚
準
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
甚
準
は
、
ま
さ
に
経
験
的
に
は
獲
得
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
変
換
機
能
は
す
で
に
次
の
よ
う
な
委
任
機
能
と
密
接
に
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
は
、
法
律
上
の

H
的
表
象
の
基
準
に
従
い
、

自
身
で
拘
束
的
な
行
為
巷
準
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
純
粋
な
立
法
活
動
が
、

能
で
は
、
少
な
く
と
も
、
な
お
経
験
的
な
資
料
収
集
が
、
裁
判
官
自
身
の
価
値
評
価
の
某
礎
で
あ
っ
た
が
、
委
任
機
能
で
は
、
こ
れ
も
ま
た
欠
落
す
る
。

裁
判
官
が
、
双
方
の
場
合
に
恣
意
的
に
決
定
を
行
お
う
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
官
は
、
法
哲
学
が
探
究
す
る
の
と
同
様
に
、
合
理
的
な
決
定
基

こ
こ
に
掲
げ
た
諸
機
能

（受
容
機
能
、
変
換
機
能
お
よ
び
委
任
機
能
）

の
う
ち
、
個
々
の
場
合
に
お
い
て
ど
れ
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
か
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の

一
般
条
項
の
文
言
お
よ
び
そ
の
通
説
的
な
解
釈
に
依
存
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
二
四
二
条、

一
条
第
二
項
、
第
ニ
―
三
条
第
二
項
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
総
則
第
八
六
三
条
、
第
九

一
四
条
、

典
第

一
三
四
0
条
、
国
際
的
商
品
売
買
に
関
す
る
契
約
に
関
す
る
国
連
条
約
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て

「取
引
慣
行

(V
e
rk
e
h
rssitten)
」
を
掲
げ

き
換
え
る
）

判
所
が
、
意
見
の
聴
取

（誰
の
？
）

準
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

2
5
変
換
機
能
と
は
、
未
だ
拘
束
的
な
行
為
モ
デ
ル

関

法

第

六

0
巻

一
号

義
的
な
社
会
規
範
と
い
う
も
の
を

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第

・ （二
四

一
）

一
般
条
項
を
介
し
て
法
へ

ス
イ
ス
債
権
法
第
八

（す
な
わ
ち
、
諸
概
念
を
も
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
考
察
の
対
象
に
近
づ
け
る
よ
う
に
書

の
が
困
難
だ
と
い
う
こ
と
を
ま

っ
た
＜
度
外
視
し
て
も
、
こ
こ
で
社
会
規
範
の
み
を
探
求
す
べ
き
だ
と
か
、
探
求
で
き
る
と
い
う
意
味
で

な
く
て
も
よ
い
。
法
実
務
に
お
い
て
、
従
来
、
競
争
法
の
分
野
に
お
い
て
の
み
、
実
証
的
社
会
学
が
援
助
を
要
請
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ

た
＜
偶
然
で
は
な
い
。
そ
の
見
解
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
人
的
範
囲
が
大
き
く
な
り
複
雑
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

確
定
す
る
の
は
い

っ
そ
う
困
難
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
挙
げ
た
諸
判
決
の
事
例
に
お
い
て
、

「
と
く
に
性
に
対
し
て
と
り
わ
け
奥
手
な
人
々
」

お
よ
び

「異
常
な
ほ
ど
寛
大
な
人
々
」
ま
た
は

「ま
っ
た
く
正
当
に
物
事
を
考
え
る
す
ぺ
て
の
人
々
」
を
連
邦
通
常
裁
判
所
が
援
用
し
た
こ
と
は
、
裁

の
可
能
性
を
お
よ
そ
考
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、

実
際
に
は
、
ま

っ
た
く
自
明
に
、
こ
の
よ
う
な
価
値
づ
け
の

一
三
五
条
、
イ
タ
リ
ア
民
法

一
般
条
項
を
通
じ
て
裁
判
官
に
委
任
さ
れ
て
い
る
。
変
換
機

二
六
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（三
）

法
解
釈
学
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
決
定
状
況
に
属
す
る
の
は
、
ま
ず
、
周
知
の
よ
う
に
、
法
律
解
釈
に
お
け
る
困
難
さ
で
あ
る
。
文
法
に
正
し
く

方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
、
そ
の
よ
う
な
困
難
に
陥
り
う
る
こ
と
の
原
因
を
、
最
近
の
方
法
論
は
、
と
り
わ
け
言
葉
に
認
め
る

29 28 
④
解
釈
に
お
け
る
言
語
学
の
余
地

3
．
法
律
家
の
日
常
に
お
け
る
価
値
評
価

二
七

問
題
を
決
定
す
る
よ
う
委
任
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
た
と
い
う
事
情
を
隠
い
隠
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
の
者
の
意
見
を
掲
げ
た
こ
と
は
、

(33) 

こ
こ
で
は
、
一
止
当
化
の
意
味
の
み
を
も
つ
。
裁
判
官
は
、
そ
の
職
務
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
正
当
に
物
事
を
考
え
る
す
べ
て
の
人
々
の
代
表
と
し
て
理

(34) 

解
さ
れ
る
。

事
実
の
主
張
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
最
上
級
審
判
例
で
経
験
的
な
研
究
が
行
わ
れ
る
べ
き
な
の
か
ま
た
は
可
能
な
の
か
を
決
定
す
る
こ

と
は
、
こ
こ
で
の
任
務
で
は
あ
り
え
な
い
。
基
本
的
な
制
限
、
し
か
し
ま
た
多
く
の
実
際
上
の
諸
問
題
と
り
わ
け
費
用
の
問
題
の
た
め
に
、
こ
の
方
向

で
の
真
剣
な
検
討
が
こ
れ
ま
で
妨
げ
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
法
自
体
が
、
多
く
の
規
範
に
お
い
て
「
道
徳
」
を
明
示
的
ま
た
は
黙
示
的
に
体
現
す
る

も
の
な
の
だ
か
ら
、
最
上
級
審
判
例
に
お
い
て
し
ば
し
ば
如
何
に
し
て
法
哲
学
的
な
考
察
が
前
提
と
さ
れ
た
の
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
若
干
の
事
例
を
挙
げ

(35) 

た
だ
け
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

法
的
な
基
本
原
則
の
決
定
が
、
「
人
問
の
尊
厳
」
、
「
正
義
」
ま
た
は
「
倫
理
」
の
よ
う
な
諸
概
念
に
携
わ
る
に
あ
た
り
、
法
哲
学
の
関
心
に
あ
た
る

価
値
評
価
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
法
律
の
索
人
に
す
ら
す
ぐ
に
分
か
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
は
る
か
に
重
要
な
の
は
、
つ
ね
に
固
有
の
法
解
釈

学
が
つ
ね
に
問
題
は
提
起
す
る
が
、
自
ら
解
決
を
し
な
い
よ
う
な
状
況
を
、
法
律
家
は
日
常
的
に
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、

実

(36
)
 

定
法
の
「
未
解
決
領
域
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
、
そ
れ
は
、
明
示
的
な
具
体
化
を
大
き
く
超
え
て
、
実
定
法
が
そ
の
内
容
を
定
め
て
い
な
い
正
し
さ

の
基
準
と
の
関
述
を
、
こ
の
実
定
法
は
必
然
的
に
前
提
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
法
律
家
は
、
こ
こ
で
、
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（二
四
0
)
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(B
e
s
c
h
a
d
i
g
e
n
)
」
で
あ
る
こ
と
は
、

単
に
法
的
に
保
護
さ
れ
た
地
位
の
侵
害
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。

3
1
多
義
性
と
は
、

（
「
中
立
な
候
補
者
」

(n
e
u
t
r
a
l
e

こ
と
の
で
き
る
二
つ
の
性
質
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
言
薬
は
、

「多
義
的
」
ま
た
は
「
曖
昧
」
な
こ
と
が
あ
る
。

一
個
同
一
の
言
築
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
上
の
用
法
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
持
ち
う
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
S
t
a
r
」
と
い
う
言
葉
を
考
え
る
と
、
文
脈
に
よ
っ
て
、
鳥
〔
ホ
シ
ム
ク
ド
リ
〕
、
俳
優
〔
ス
タ
ー
〕
ま
た
は
眼
病
〔
そ
こ
ひ
〕
を

(37) 

意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
、
非
常
に
近
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
詐
欺
構
成
要
件
（
ド
イ
ツ
刑
法

典
第
二
六
三
条
、

る
こ
と
、

ス
イ
ス
刑
法
典
第
・
四
六
条
）

こ
れ
に
対
し
て
、
曖
昧
性
と
は
、
多
く
の
対
象
に
つ
い
て
の
あ
る
言
葉
の
用
法
が
、
は
っ
き
り
と
明
確
で
あ
っ
た
り
あ
ま
り
明
確
で
な
か
っ
た
り
す

一
義
的
に
は
そ
の
言
葉
に
絣
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
存
在
す
る
こ
と

し
か
し
、
「
そ
の
中
に
」

(38) 

K
a
n
d
i
d
a
t
e
n
)
)

を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
何
者
か
が
車
を
破
壊
し
た
と
き
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ
刑
法
典
第
三

0
三
条
の
意
味
に
お
け
る
「
損
壊

一
義
的
に
、
通
常
の
用
語
法
（
物
質
的
侵
害
1
1
損
壊
）
に
合
致
す
る
。
他
方
、
単
に
車
を
他
の
色
に
塗
り
替
え

た
だ
け
の
者
は
車
を
損
壊
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る

刑
法
で
こ
れ
は
争
わ
れ
て
い
る
）
。
そ
の
中
に
、
そ
れ
に
関
し
て
、
通
常
の
用
語
法
か
ら
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
「
損
壊
」
に
属
す
る
か
否
か
を
決
め
ら

(39) 

れ
な
い
行
為
が
存
在
す
る
（
例
え
ば
、
空
気
弁
を
外
す
こ
と
に
よ
り
、
タ
イ
ヤ
か
ら
空
気
を
抜
く
こ
と
）
。

さ
て
、
文
言
も
コ
ン
テ
ク
ス
ト
も
さ
ら
な
る
手
助
け
と
な
ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
決
定
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
（
歴
史
的
な
）
立
法

者
の
意
思
ま
た
は
立
法
の
「
理
由

(ratio)
」
が
問
題
と
な
る

場
合
に
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
順
位
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
こ
で
は
取
り
扱
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
関
心
の
対
象
と
な
る
の

は
、
両
者
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
考
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
立
法
者
意
思
を
問
題
と
す
る
楊
合
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
場

合
に
よ
り
、
公
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
立
法
理
由
か
ら
、
若
＋
の
こ
と
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
あ
ま
り
し
ば
し
ば
起
こ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、

義
的
な
立
法
目
的
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
そ
の
都
度
の
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
か
に
つ
い
て
は
、
経
験
的
知
識
が
必
要
で

関

法

第

六

0
巻

一
号

の
意
味
に
お
け
る
「
損
害

(
S
c
h
a
d
e
n
)
」
は
、
例
え
ば
、
経
済
的
不
利
益
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

（も
っ
と
も
、
法
解
釈
と
は
も
は
や
関
係
の
な
い
刑
事
政
策
的
理
由
か
ら
、

（
主
観
的
も
し
く
は
客
観
的
な
目
的
論
的
解
釈
）
。
二

つ
の
解
釈
が
五
い
に
衝
突
す
る

ニ
八

（
二
三
九
）
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①

価

値

評

価

二
九

(40
)
 

あ
る
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
「
客
観
的
ー
目
的
的
」
解
釈
に
つ
い
て
同
じ
く
妥
当
す
る
。
こ
の
点
で
、
社
会
科
学
的
や
自
然
科
学
的
な
知
見
あ
る
い
は

こ
の
こ
と
は
、
比
較
的
明
ら
か
な
目
的
が
存
在
す
る
場
合
に
、
と
く
に
行
政
法
に
お
い
て
、
明
ら
か
で
あ
る
。
刑
法
の
よ
う
に
、
き
わ
め
て
観
念
的

に
形
成
さ
れ
る
法
領
域
で
は
、
そ
の
立
法
目
的
が
非
常
に

一
般
的
と
な
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
こ
と
か
ら

（特
定
の
法
益
の
保
護
、
特
定
の
犯
罪
行
為

対
策
）
、
そ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
す
で
に
ず
っ
と
困
難
で
あ
る
。
我
々
の
例

（ド
イ
ツ
刑
法
典
第
二
六
三
条
、

ス
イ
ス
刑
法
典
第

一
四
六
条
に
お
け

る
「
損
害
」
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
第
三
0
三
条
に
お
け
る

「損
壊
」）

に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
問
題
に
答
え
る
た
め
に
、

「財
産
の
保
護
」
ま
た
は

「所
有

権
の
保
設
」
と
い
う
目
的
か
ら
、
な
お
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
裁
判
官
は
、
具
体
的
な
「
規
制
の
理
由

(ratio
l
e
g
i
s
)

」
を
ー
ー
—

そ
れ

が、

立
法
者
か
ら
裁
判
官
に
対
し
て
明
文
で
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
と
同
じ
よ
う
に
|
ー
＇問
題
と
す
る
だ
ろ
う

（例
え
ば
、
裁
判
官
は
、
「
損
害
」

概
念
を
、
法
秩
序
の
統

一
性
の
思
想
か
ら
厳
格
に
解
釈
し
、
ま
た
は
、
刑
法
か
ら
自
由
な
領
域
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
努
力
か
ら
広
く
解
釈
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
そ
し
て
、
被
害
者
の
利
益
の
範
囲
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
、
裁
判
官
は

「損
壊
」
概
念
を

「本
来
の
用
途
に
従
っ
た
利
用
方
法
の
侵
害
」

と
し
て
も
解
釈
し
、
ま
た
は
刑
法
の
「
最
後
の
手
段
機
能

(u
l
t
i
m
a,
 
ratio ,
 
F
u
n
k
t
i
o
n)
」
の
観
点
か
ら
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
限
定
的
に
解
釈
す
る
こ

と
に
よ

っ
て）
。
裁
判
官
が
、
そ
の
時
々
で
、
自
ら
の
決
定
を
正
確
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
複
雑
な
正
し
さ
の
考
慮
を
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
、
ま
た
特
別
な
形
態
の
客
観
的
な
目
的
論
的
解
釈
す
な
わ
ち
「
効
果
に
よ
る
方
向
づ
け
」
に
も
あ
て
は
ま
る
。
そ
の
効
果
か
ら
決
定
を
正
当
化

(41
)
 

す
る
た
め
に
、
原
則
的
に
経
験
的
な
法
事
実
学
が
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
官
に
よ
る
効
果
の
評
価
も
ま
た
、
決
定
の
た
め
に
必
要
と
な
る
。

言
語
上
の
裁
描
か
ら
生
じ
る
経
験
的
問
題
お
よ
び
価
値
評
価
の
問
題
と
並
ん
で
、
独
自
の
解
釈
問
題
で
あ
り
、
直
接
に
|
.
|
「
多
義
性
」
ま
た
は

「
曖
昧
性
」
を
確
定
す
る
と
い
う
道
を
経
る
こ
と
な

vー
法
適
用
者
に
価
値
評
価
を
行
う
よ
う
に
求
め
る
よ
う
な
、
特
別
な
「
価
値
的
概
念
」
が
法

律
の
文
言
に
な
お
存
在
す
る
か
否
か
は
、
簡
単
に
答
え
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。
「
価
値
的
概
念
」
ま
た
は
「
価
値
評
価
に
よ
る
充
足
を
必
要
と
す
る
」

そ
の
双
方
が
、
そ
こ
で
は
不
可
欠
で
あ
る
。

（二
三
八）
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（
二
三
七
）

般
条
項

概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
例
え
ば
、
「
期
待
可
能
性
」
、
「
不
適
切
な
」
、
「
不
当
な
」
、
「
著
し
い
侵
害
」
、
「
危
険
な
」
、
「
猥
褻
な
」
等
々
で
あ
る
。

]
方
で
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
「
価
値
的
概
念
」
は
、
ま
っ
た
く
独
自
の
問
題
領
域
で
は
な
い
。
解
釈
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
概
念
の

記
述
的
な
構
成
要
素
が
「
曖
昧

（上
述
国
参
照
）
」
で
あ
る
場
合
に
の
み
、

生
じ
る
と
い
う
。
価
値
的
な
構
成
要
素
は
、

（こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の

(42
)
 

は
、
立
法
者
の
）
積
極
的
な
ま
た
は
消
極
的
な
立
場
決
定
の
み
を
表
す
に
す
ぎ
ず
、
別
個
の
解
釈
問
題
を
作
り
出
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

こ
の
よ
う
な

「価
値
的
概
念
」
は
、
法
適
用
者
に
と

っ
て
は
、
善
い
も
の
、
期
待
可
能
な
も
の
ま
た
は
望
ま
し
い
も
の
を
さ
ま
ざ
ま
に
記
述
的
に
規
定

(43
)
 

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
「
価
値
的
概
念
」
に
お
け
る
解
釈
問
題
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
記
述
的
構
成
要
素
の
「
曖
昧
性
」
か
ら
も
生
じ
る
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
の
．
致
が
支
配
的
と
な

っ
た
。
も

っ
と
も
、
第
二
の
見
解
は
、
次
の
点
で
正
し
い
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の

「価
値
的
概
念
」
の
共
通
の
性
格
が
存
在
す
る
の
は
、
記
述
的
な
意
味
に
よ
り

一
義
的
に
は
確
定
さ
れ
な
い
領
域
に
つ
い
て
、
そ
の
価
値
評
価
的
な
意

味
の
構
成
要
素
を
通
じ
て
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
立
法
者
が
法
適
用
者
へ
価
値
評
価
権
限
を
付
与
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

（上
述
2
を
参
照
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
二
四
二
条、

ス
イ
ス
民
法
典
第
二
条
、
イ
タ
リ
ア
民
法
典
第

二
二
七
五
条
の
よ

う
に
、
ほ
と
ん
ど
確
定
さ
れ
て
い
な
い
記
述
的
内
容
を
伴
う
価
値
的
概
念
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
規
定
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
と
き
、

記
述
的
な
内
容
を
規
定
す
る
際
に
、
価
値
評
価
権
限
の
付
与
に
鑑
み
て
、
上
述
2
で
述
べ
た
選
択
肢
が
と
く
に
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官

は
、
社
会
生
活
に
お
い
て
事
実
上
主
張
さ
れ
、
そ
れ
以
上
に
、
場
合
に
よ

っ
て
は
社
会
規
範
に
な
っ
て
い
る
価
値
評
価
に
従

っ
て
見
解
を
形
成
す
ぺ
き

な
の
か
、
そ
れ
と
も
自
身
の
価
値
評
価
を
根
拠
づ
け
る
べ
き
な
の
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
決
定
状
況
は
、
客
観
的
ー
目
的
論
的
解
釈
か
ら

必
要
と
さ
れ
る
決
定
の
都
度
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
狭
義
の
「
価
値
的
概
念
」
の
場
合
に
限
っ
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

「価
値
評
価
に
よ
る
充
足
を
必
要
と
す
る
」
概
念
と
の
関
係
で
と
く
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
第
三
四
条
で
あ
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、

正
当
化
の
存
在
に
と

っ
て
、
「
保
護
さ
れ
る
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
利
益
に
著
し
く
優
越
す
る
こ
と
」
が
要
件
と
な
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
第

―
二

ニ
ー
五
条
お
よ
び
第

ニ

―ニ
ー
七
条
で
、
単
に
「
（不
）
均
衡
」
の
み
を
掲
げ
る
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
や
、
第
五
二
条
お
よ
び
第
五
四
条
に
お
い
て
「
均

関

法

第

六

0
巻

一
号

――10
 



38 

ゼ
ー
ル
マ
ン

と
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

わ
ち
、
「
著
し
い
優
越
」
か
否
か
の
決
定
は
、
「
相
対
立
す
る
利
益
の
衡
品
、

（
二
三
六
）

衡
し
た
」
と
い
う
語
を
用
い
る
イ
タ
リ
ア
刑
法
典
と
は
異
な
っ
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
で
は
、
明
文
で
価
植
評
価
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な

つ
ま
り
関
係
法
益
と
そ
れ
を
脅
か
す
危
険
の
程
度
を
衡
呈
し
て
」
行
わ
れ

る
も
の
と
さ
れ
る
。
法
律
は
、
法
適
用
者
に
価
値
評
価
に
つ
い
て
十
分
な
手
が
か
り
を
示
し
て
い
な
い
が
、
法
適
用
者
に
は
、
衝
突
す
る
利
益
の
価
値

評
価
が
求
め
ら
れ
る
—

ー
＇
法
適
用
者
は
、
ど
ち
ら
の
利
益
が
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
る
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
問
題
と
な
る
法
益

|

そ

し

て

、
単
に
「
名
だ
け
を
掲
げ
」
れ
ば
、
法
益
侵
害
に
対
す
る
法
定
刑
が
、
そ
の
場
合
す
な
わ
ち
衡
最
の
際
に
、

一
定
の
役
割
を
派
じ
る
べ
き

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
事
例
に
お
け
る
価
値
評
価
の
た
め
に
、
実
定
法
か
ら
は
少
な
く
と
も
直
接
に
は
引
き
出
し
得
な
い
、
な
お
別
の
某
準

が
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
純
枠
に
理
論
的
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
再
び
次
の
二
つ
の
解
決
方
法
で
あ
ろ
う
。
裁
判
官
は
、

ニ

つ
の
衝
突
利
益
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
よ
り
高
次
の
利
益
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
情
報
を
得
る
か
、
あ
る
い
は
、
法
秩
序
の
指
導
的
な
考
え

(44) 
方
か
ら
、
ま
た
は
法
秩
序
に
先
行
し
、
そ
れ
故
と
く
に
根
拠
づ
け
を
必
要
と
す
る
価
値
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
か
ら
利
益
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
引
き
出
そ
う

「
価
値
評
価
に
よ
る
充
足
を
必
要
と
す
る
」
概
念
を
、
経
験
的
に
探
究
し
う
る
内
容
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を

な
お
指
摘
し
て
お
こ
う
。
ド
イ
ツ
刑
法
典
第
四
七
条
第

一
項
は
、
六
月
以
下
の
自
由
刑
を
科
す
こ
と
が
「
法
秩
序
の
防
衛
の
た
め
に
不
可
欠
な

(
z
u
r

V
e
r
t
e
i
d
i
g
u
n
g
 d
e
r
 R
e
c
h
t
s
o
r
d
n
u
n
g
 u
n
e
r
l
a
s
s
l
i
c
h
)
」
と
シ
U

に
、
例
外
的
に
、
そ
れ
を
科
す
と
定
め
る
。
「
不
可
欠
な
」
は
、
価
値
的
概
念
で
あ
る
。

「法
秩
序
の
防
衛
」
と
は
、
今
日
、
通
説
に
よ
れ
ば
ド
イ
ツ
刑
法
典
第
四
七
条
が
例
外
的
に
刑
罰
目
的
と
し
て
許
容
す
る

「
＾
般
予
防
」
で
あ
る
と
理

解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
威
嚇
刑
を
「
不
可
欠
」
だ
と
考
え
る
か
否
か
を
評
価
す
る
の
に
、
裁
判
官
は
、
ま
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
刑
罰
の

一
般
予
防
効
果
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
官
の
価
値
評
価
は
、
こ
の
経
験
的
な
先
行
問

(45
)
 

題
の
解
決
如
何
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
領
域
は
こ
れ
ま
て
研
究
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
れ
が
研
究
さ
れ
、
む
し
ろ
刑
罰
の
包

括
的
な

一
般
予
防
効
果
に
対
し
て
疑
念
が
生
じ
つ
つ
あ
る
限
り
で
、
尖
務
は
、
こ
の
場
合
、
独
自
の
社
会
学
的
な
「
日
常
理
論

(
A
l
l
t
a
g
s
t
h
e
o
r
i
e
n
)
」

に
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
不
確
実
な
基
礎
に
基
づ
き
、
「
不
可
欠
性
」
に
つ
い
て
規
範
的
な
決
定
が
行
わ
れ

『
法
哲
学
j
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―
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法
適
用
者
が
法
律
の
み
を
解
釈
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

巳

（
二
三
五）

一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
。
法
律
は
、
決
定
を
見
出
す
規
範
的
諸
前
提

例
え
ば
、
法
律
が
明
文
で
裁
最
を
容
認
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
裁
最
を
行
う
者
は
、
法
律
を
解
釈
す
る
の
み
な
ら
ず
、
明
ら
か
に
、
法
定
構
成
要

件
の
補
足
を
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
こ
で
行
わ
れ
る
べ
き
価
値
評
価
お
よ
び
経
験
的
知
識
を
導
入
す
る
た
め
に
、
基
本
原
則
に
お
い
て

(46) 

も
、
主
観
的
お
よ
び
客
観
的
な
目
的
論
的
解
釈
の
た
め
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
妥
当
す
る
。

こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
な
の
が
、
「
勿
論
解
釈

(arg
u
men
t
u
m
a
 fortiori)
」
、
「
類
推
」
、
「反
対
解
釈

(ar
u
g
u
mentu
m
e
 contrario)
」
の
よ
う

(47) 

な
、
法
固
有
の
推
論
の
諸
形
式
で
あ
る
。
事
実
関
係
が
特
定
の
点
で
互
い
に
相
乗
的
な
関
係
に
立
つ
の
か
、
類
似
的
な
の
か
、
ま
た
は
、
異
な
っ
て
い

る
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
再
び
、
事
実
の
認
識
の
み
な
ら
ず
、
価
値
評
価
の
基
準
を
必
要
と
す
る
。
法
律
に
お
け
る
矛
盾
は
解
明
さ
れ
、
調
和
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
間
隙
は
埋
め
合
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
解
釈
を
大
き
く
超
え
て
、
調
和
を
行
い
、
補
充
す
る
形

の
法
原
則
が
、

「法
適
用
者
」
に
よ
っ
て
お
よ
そ
最
初
に
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

側
面
、
事
実
関
係
の
確
定
に
も
あ
て
は
ま
る
。
法
効
果
が
結
び
つ
く
事
実
の
確
定
は
、
方
法
論
上
、

決
定
の
こ
れ
ら
の
規
範
的
な
諸
前
提
す
べ
て
に
と
っ
て
、
経
験
的
な
知
見
も
ま
た
必
要
で
あ
る
た
め
に
い
っ
そ
う
、
こ
れ
は
決
定
の
本
来
の
事
実
的

(48) 

]
版
に
認
め
ら
れ
る
作
業
で
あ
る
。
証
拠
調
ぺ
に

お
け
る
裁
判
官
の
事
実
の
認
定
の
み
な
ら
ず
、
妥
当
す
る
関
連
性

（決
定
論
的
経
験
則
）
の
主
張
な
ら
び
に
統
計
的
お
よ
び
蓋
然
的
経
験
則
が
、
こ
こ

(49
)
 

で
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
以
下
の
こ
と
も
妥
当
す
る
。
経
験
的
知
識
を
決
定
す
る
規
範
的
前
提
に
必
要
な
よ
う
に
、
法
的
に
重
要
な
事
実
関
係

を
確
定
す
る
た
め
に
規
範
的
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
法
規
制
に
関
連
す
る
の
か
の
考
察
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
事
案
に
関
し
て
、
法

律
解
釈
が
生
じ
る
よ
う
に
1

車
の
タ
イ
ヤ
か
ら
空
気
を
抜
く
と
い
う
上
述
の
例
に
と
ど
ま
れ
ば
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
第
一
―

-
0
三
条
の
意
味
に
お
け
る

の
中
で
、
決
し
て
唯

一
の
前
提
で
は
な
い
。

団

法
律
の
解
釈
の
領
域
を
超
え
た
規
範
的
諸
前
提

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

関

法

第

六

0
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「
損
壊
」
が
あ
る
か
否
か
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
ー

、
他
方
で
は
、
特
定
の
構
成
要
件
要
索
を
も
つ
特
定
の
法
律
に
関
し
て
の
み

そ
の
法
的
に
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
基
づ
い
て
、

「事
案
」
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(50) 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
お
よ
び
ガ
ダ
マ
ー
が
展
開
し
た
最
近
の
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ー
ク
を
法
律
学
へ
継
受
す
る
こ
と
を
促
進
し
た
。
も
っ

と
も
、
論
者
の
中
に
は
、
そ
こ
に
許
容
さ
れ
る
論
理
的
な
循
環
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
裁
判
官
に
よ
る
法
発
見
は
、
必
然
的
に
循
環
手
続
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
者
も
い
た
。
つ
ま
り
、
事
実
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ま
ず
法
律
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
実
関
係
は
、

そ
の
法
律
の

F
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
法
律
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
第

一
に
、
事
実
関
係
に
基
づ
い
て
具
体
化
さ
れ
う
る
の
だ
か
ら
、

法
律
は
事
実
関
係
に
関
し
て
の
み
判
断
し
う
る
。
し
た
が

っ
て
、
事
実
関
係
は
、
そ
の
最
終
的
な
形
を
法
律
か
ら
の
み
獲
得
す
る
が
、
こ
れ
が
、
再
び

事
実
関
係
の
解
釈
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
の
「
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ー
ク
的
循
環
」
が
、
あ
る

―
つ
の
解
決
に
決
滸
を
見
出
す
の
か

(51
)
 

を
解
明
す
る
た
め
に
、
「
あ
ら
か
じ
め
の
理
解
」
の
カ
タ
ロ
グ
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
適
切
と
な
る
法
律
を
法
律
家
が
あ
ら

か
じ
め
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
、
す
で
に
場
合
に
よ
り
法
律
に
あ
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
事
例
を
指
し
示
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

さ
れ
、
だ
ん
だ
ん
と
法
律
と
事
例
が
、
あ
て
は
め
を
可
能
に
す
る
関
係
へ
と
も
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

ア
プ
ロ
ー
チ
が
保
障

法
律
学
的
な
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ー
ク
の
構
想
に
、
矛
盾
が
残
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
事
例
を
法
律
に
あ
て
は
め
る
こ
と
で
法
発
見
に
と

っ
て

（そ
し
て
、
お
そ
ら
く
前
世
紀
以
来
、
何
人
も
こ
れ
を
主
張
し
て
い
な
い
）
が、

言
語
分
析
に
興
味

を
も
つ
、

「
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ー
ク
的
循
環
」
理
論
の
批
判
者
は
、
こ
れ
が
法
適
用
の
手
続
の
基
礎
に
あ
る
意
味
論
的
諸
問
題
を
未
だ
十
分
に
精
緻
に

(52
)
 

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
と
、
こ
の
理
論
を
非
難
す
る
。
実
際
は
、
事
実
関
係
と
い

っ
た
ん
選
択
さ
れ
た
法
律
に
よ
る
規
制
と
の
間
で
揺
れ
動
く
の
で
は

合

53)

な
く
、
ま
ず
、
適
用
さ
れ
る
法
律
に
つ
い
て
仮
説
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
事
実
関
係
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
ま
た
再
び
却
下
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
こ
に
「
循
環
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
記
し
た
法
律
以
外
の
法
的
討
議
の
諸
形
式
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
法
的
な
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ー
ク
の
功
績
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

(54) 

は
な
い
。
法
的
決
定
は
意
味
論
に
貶
め
ら
れ
得
な
い
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
こ
れ
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
に
は
完
全
に
賛
同
す
る
こ
と
が

『法
哲
学
J

(三）

は
十
分
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
は
確
か
に
い
な
い

こ
の
問
題
性
は
、

， 
（
二
三
四）



室
坦

掘
K

O
抱

1
ロド

Ill
回

(1
11
1111

1) 

や
柏

心
゜
⇒

全
,...J'

坦
忌

彩
製

U
('I 

:, \J~I~ く
此
終
悪
謳
如
*
~
!
-
@
眺
苓
竺
’
未
睦

,....J¥J:, I-@兵
七
や
廷
終
ム
゜

1"'':
〈
¥
J
Q
詈

挑
忌

淀
睾

心
感

塀
忌

淀
翠

如
溢
疫

1'1'I-@吋
,
r
-
'
-
R
坦
纏
孟
終
取
菩
茶
湮
叫
~
-
送
湮
悩
心
竺
‘
勾
＇
憫
や
ユ
玉
⇒
ゃ

u
0
:
,
\
-
-
'
0
浪
噸
玲
輌
郎
学
如
叫
ば
坦
採
楽
以

...>J
('¥J

憫
ヤ

艇

ヤ
吋

V
甜
緯
昔
ゃ
＃
心
）

J
心

旦
終

I'(',r-
0
 

等
⇒

心
茶

('¥J,
佃
刈
念
刈

,....J\J~Q>J..>J
如
浬
謡
ヤ
心

J
...>J

茶
や

枷
両

゜
ヤ

終
心

忍
1
訳
⇒

ば
製

七
P1°'

ゃ
以

蒜
檸

製
忌

終
玉
⇒

ゃ
Q
堆

封
以

択

匡
・0

::.1::-ふ
菜
¥
廿
甜
祗
弄
志
弄
志
Q
遮
弄
彩
Q
r
{
終
ふ
+
-
'
坦
~

{~
Q
コ
粒
以
将
:
,

\J'
坦
赳
山
苓
区
や
送
聡
-
~

ふ
菜

ド
今

終
ニ

茫
揺

坦
終

翌
涎

忌
以

択
匡

·0
七
ふ
菜

l{aQ
送

~jc'
帯
収
刈
:
,
'
"
>
 

J
 ..>Jや

~!{a
゜
坦
e
悪
惹
茶
柊
森
逹
江
具

t;:~
菜
終
今
吋

,r-以
苔
冊
心
終
ふ
迎
,
~
採

製
忌

終
}-::l,...J

ゃ
e
諮

封
如

'
（忠）

幽
稼
孟
旦
’
や
枷
心
座
S
ぐ
口
囲
起
旦
話
栄

1°'1{a~取
茶

玲
心

゜

←
)

 料
坦
蔀
縄
以

0
枷

I
~
忌

江
Schneider,

Gesetzgebung; 
G. Muller, 

E
l
e
m
e
n
t
e
 einer Rechtssetzungslehre, 2. 

Aufl., 
Zurich 

2006'Richli, Interdisziplinare D
a
u
m
e
n
r
e
g
e
l
n
 fur eine faire Gesetzgebung, Basel u.a. 2

0
0
0
°
 

(N
)
 
咆

来
審

坦
e

凶
I-{

If°', 
全

凶
一

辺
0
:
:
,
¥
J
送
'
N
oll

,
G
e
s
e
t
z
g
e
b
u
n
g
slehre, 

S. 
7
2
 ff.; 

1
匡
~
Q
n

、、
,.L
ロ
ー
全
旦

0
:, 

y
竺

K
u
n
z
/
M
o
n
a
,
 Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtssoziologie, S. 

105 f. 
糾

麟
゜

(_,,
)
 N

u
s
s
b
a
u
m
,
 D
i
e
 Rechtstatsachenforschung

.
 Ihre B

e
d
e
u
t
u
n
g
 fur Wissenschaft u

n
d
 Unterricht, Tiibingen 1914, in: 

Rehbin-

der (Hrsg,), D
i
e
 Rechtstatsachenforschung. P

r
o
g
r
a
m
m
s
c
h
r
i
f
t
 u
n
d
 praktische Beispiele

 vo
n
 Prof. Dr. A

r
t
h
r
 N
u
s
s
b
a
u
m
,
 Ber-

lin 
1968, S. 

24. 

伍
）

1
~<<J:1t-0

淑
叡
疇

甘
□
以

0::,\J'
匡
母

<a::r::::1
H
(
m
Q
 (t<'<;"-K)

熙
臣

澁
叡

訳
遠

徊
珊

語
紅

且
廷

t{o
(怜

恨
＜
叩
ゲ
罰
茶
,

1
零

や
送

硲
t{o

)
将
縣
択
坦

B
B
L
1998, 5

3
7
6
如

拶
産

゜

(I.!)) 
Banziger, Sterbehilfe fur N

e
u
g
e
b
o
r
e
n
e
 a
u
s
 strafrechtlicher Sicht, Zurich 2

0
0
6
以
兵

:t,t{o躙
邸

終
宰

哀
岳

写
や

〇
や

悩
ゆ

憫
終

縄

梨
如

翁
淫

゜

((0
)
 
Diekershoff/Kliemt, Diekershoff, J

 
ugendarbeitsschutz aus der Sicht der Jugendlichen, E

s
s
e
n
 1972

糾
鯉

゜

(c-.-
)
 
田q鞘

丑
以

0
:
,
Y
'

泄；
__Jy廷

'
O
g
o
re
k,

Richterkonig oder Subsumitionsautomat?
0

 

(oo) 
Jonas, Biogenetik u

n
d
 Ethik, in: 

Universitas 1987,
 S. 
111 ff. 

(113). 



(o-,) 
>
J
~
U
0
今

\-..I'Gutmann,
Gattungsethik als 

G
r
e
n
z
e
 der Verfiigung 

des M
e
n
s
c
h
e
n
 iiber 

sich 
selbst? 

In: 
v. 

d. 
D
a
e
l
e
 

(Hrsg.), 
Bioethik. 

S
o
n
d
e
r
b
a
n
d
 Leviathan

,
 Wi
e
s
b
a
d
e
n
 2005, 

S. 
235 ff. 

B
i
m
b
a
c
h
e
r
,
 Gefahrdet die 

m
o
d
e
m
e
 Reproduktions-

medizin die m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
 Wiirde? in: 

Leist (Hrsg.), U
m

 Le
b
e
n
 u
n
d
 T
o
d
,
 Frankfurt a. 

M
.
 1992, S. 

2
6
7
 ff. 

迂
睦

-
<
0
話

者
4

串
逗

Q
牲

羞
ヤ

終
兵

心
「忠

逃
刈
⇒

¥-J 
0
-
<
臣
Q
毎

JiI起
心
之
邸
←
声
琴
Q
~

」
4
如
凶
忌

1°'1'-@
(268) 

0
)は

ね
昇

ぇ
叩

翠
寂

起
終

Q
竺
'

Leist, E
i
n
e
 F
r
a
g
e
 des L

e
 hens, Frankfurt a. 

M
.
/
N
e
w
 Y
o
r
k
 1990, S. 

214
°
 

ぼ
）

）J
菜
旦

0~\-..J
送
,

H
呻

ng,
D
i
e
 F
o
r
s
c
h
u
n
g
 a
n
 e
m
b
r
y
o
n
a
l
e
n
 S
t
a
m
m
z
e
l
l
e
n
 in 

verfassungsrechtlicher Perspektive, in: 
M
a
i
o/

 

Just (Hrsg.), 
D
i
e
 F
o
r
s
c
h
u
n
g
 a
n
 e
m
b
r
y
o
n
a
l
e
n
 S
t
a
m
m
z
e
l
l
e
n
 in 

ethischer u
n
d
 rechtlicher Perspeitive, B

a
d
e
n
-
B
a
d
e
n
 2003, S. 

141 ff., s. 
150

°
 

(;:::
)
 
K
a
n
t,

 Me
t
a
p
h
y
s
i
k
 der Sitten, Allg. Rechtslehre, A

n
m
.
 E

 z
u
§
4
9
,
 S. 4

5
2
 ff. 

(~
) 

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrechts, A
T

 I, 
3. 

Aufl., B
e
r
n
 2
0
0
5,

 S. 
3
3
 ff. 

Q
迅
叫
酎
押
ゃ
兵
¥
訳
淀
Q
,
{
如
~
\
芦

ぼ
）

Eser, F
o
r
s
c
h
u
n
g
 mit E

m
b
r
y
o
n
e
n
 in rechtsvergleichender u

n
d
 rechtspolitischer Sicht, 

in: 
H
.
 -L. 

Giinther/
R. 

Keller, Fort-

pflanzungsmedizin u
n
d
 H
u
m
a
n
g
e
n
e
t
i
k
,
 2. 

Aufl., Tiibingen 1991, S. 
2
6
3
 ff. 

(285). 

ほ
）

蕊
祀

ざ
Leist

(淀
翌
lti
(o-,

))
,

 S. 
2
1
4
 f. 

匡
這

B
i
m
b
a
c
h
e
r

(~ 声
鰐

(o-,
)),

S
.

 271. 
弧

ば
択`

豆
ざ

玉
珊

ざ
忌
叩

環
臨

翌
緊

ぐ
n
以

華
神

Q
痘

諏
ざ

如
苔

ふ
全

直
心

ぺ
菜

I'-@
R. Merkel, F

o
rschungsobjekt E

m
b
r
y
o
,
 M
i
i
n
c
h
e
n
 2002, S. 

124
醒

譴
謬

＇
幸

に
ゃ

迂

~
~
~
~
 坦
卦
く
綜
111

回
求

網
1奴

Q
澄

忘
幸

緑
寄

旦
将

:t-
t-@K W

忌
再

品
如

鈴
匪

゜

ぼ
）

出
要,._),此

終
二
＊
呈
Q
辿

~..lJ~'"
繕
詔
以

0~\-..1
廷

'Steinvorth,
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
 mit E

m
b
r
y
o
n
e
n
,
 in: 

L
o
g
o
s
 1995, S. 

4
0
6
 ff. 

(407.). 
心
v
以
「
~
~
0
-
ゃ
~
~
」
出
岩
《
点
以
将
七

t,@)JQ
縄
梨
Q
憐
遠
国

0~\-..J
迂

Seelmann,
H
a
b
e
n
 E
m
b
r
y
o
n
e
n
 M
e
n
s
c
h
e
n
-

wiirde? じ
b
e
r
l
e
g
u
n
g
e
n
aus juristischer Sicht, in: 

Kettner (Hrsg.), Biomedizin u
n
d
 M
e
n
s
c
h
e
n
w
i
i
r
d
e
,
 Frankfurt a.M. 2

0
0
4,

 S. 

6
3
 ff. 

0
 

ぼ
）

>)兵
旦

0~\-..J&t果
迂

R
e
h
m
a
n
n

-Sutter,
Politik der genetischen Identitat. G

u
t
e
 u
n
d
 sch

lechte Griinde,
 auf K

e
i
m
b
a
h
n
t
h
e
-

rapie zu verzichten, in: 
R
e
h
m
a
n
n
-
S
u
t
t
e
r/
Millier, Ethik u

n
d
 Gentherapie, 2. 

Aufl., Tiibingen 2003, S. 
2
2
5
 ff. 

0
 

(~
) 

R
e
h
m
a
n
n
-
S
u
t
t
e
r
 
(淀

翌
出

(::::;)
)
,
S. 

181. 

（竺
）

tt-'Q廷
や
＇
心
-
u
熙
婆
坦
旦
将

~\-..I
「
葵
咲
〈
e
函
蛭
0

1!!1§豆
(Vorsorgeprinzip)」

4
今

,r,
>
 

J
 ..lJ
茶
1111邸

平
心

゜
几

字
パ
‘
勾
ド
投
'

や
一

全
ャ、ヽ

『
坦
胆

牲
J

(111) 
111 目

(1
1川

1
1) 



蕗
坦

踪
-l(
O

抱
]
ll¥t' 

111
K

 
(1
111
1
 I)

 

Rippe, D
e
r
 V
o
r
r
a
n
g
 der schlechten Prognose, N

Z
Z
 2006, S. 

6
5
如
~
\
芦

ぼ
）

リ
兵

ふ
Q

堆
赳

以
〇

今
ド

竺
Birnbacher,

Organtransplantation -
S
t
a
n
d
 der ethischen Debatte, in: 

Brudermiiller/
Seel-

m
a
n
n
,
 Organtransplantation, Wiirzburg 2000, S. 

13 ff. 
(25 f.)

0
 

（目）
B
G
H
S
t
 6, 

4
6
 ff. 

(N
)
 
B
G
H
S
t
 6, 

4
6
 ff. 

(52). 

（斜）
B
G
H
S
t
 23, 

4
0
 ff. 

(42). 
r< 
"'°r< !J. 

0
今

ド
迂

B
G
E
117 I

V
 276 ff. 

(
2
7
9
)
'
B
G
E
 9
6
 I

V
 6
4
 ff. 

(70)
如

如
鈴

鹿
゜

-4J
('I 
...>J

如
,

>
J
 Q

 

>
 J
 ...>J
投

,
"""'"!11/r! 

苺ロ・呉1n蹂
忍
罪
志
宕

1
1
0
0
1

1~
以
「
<
~
~
疱
聡
e
学
漉
」
茶
遠
邸
＇
製
心
燕
据

⇒
化

盆
蓉

...>JQ巽
ヒ

槃
悩

ど
送

<
臣

Q
苺

茉
蓉
如
庄
今
心
醐
と
栽
Q
揺
唄
器
e
華

t~如
或

乖
ヤ

心
J
...>J

如
＇
船
窓

e
皿

田
..>J

醒品,....)
,r, !{cl心

弄`
垣
1°'!{o

Q
如
袋
た
終
:
:
,
0
 B
G
E
 128 I

V
 

201 (207 ff.). 

ぼ
）

B
G
H
S
t
 4, 

24 ff. 
(32). 

（芯）
B
F
H
,
 N

J
W
 1991, 2312. 

（呉
）

B
V
e
r
w
G
E
 64, 

274££. (276) 
--4JJ'V'2! B

V
e
r
w
G
,
 N

V
w
Z
 1990, 

668££. (668)゚
恒

弄
彩

以
0::.

化
Discher,

D
i
e
 P
e
e
p
-
S
h
o
w
-

Urteile des B
V
e
r
w
G
 -

B
V
e
r
w
G
E
 64, 274

将
吋

',;'.'.)
B
V
e
r
w
G
,
 N

V
w
Z
 1990, 668, in: 

J
u
S
 1991, S. 

6
4
2
 ff.

0
 

ぼ
）
尽
ゞ
~
,

B
V
e
r
w
G
E
 64, 274 ff. 

(276)゚

（芯
）

忌
忍

迂
B
V
e
r
w
G
,
N
V
w
Z
 1990, 668 ff. 

(669)゚

啜
）

零
，
ゞ
さ

Stammler, D
i
e
 L
e
h
r
e
 v

o
m
 richtigen 

Rechte, Berlin 
1902, 

S. 
12 ff.; 

Eb. Schmidt, 
S
c
h
l
a
n
g
e
r
m
e
n
s
u
r
 u
n
d
 Straf-

recht, in: 
J
Z
 1954, S. 

3
6
9
 ff. 

(374 f.)
0
 

（宮
）

否
1;令

呂
以

岩
''(¥..I

::, 
i,(o --4) Q

 ...>J 
,
.
.
.
.
)
仔
蕊
丈
迎
'
O
V
G
Schleswig, N

J
W
 1992, S. 

2
5
8
 f.
0
 

ほ
）

T
e
u
b
n
e
r,

 Standards u
n
d
 Direktiven in 

Generalklauseln, S. 
6
0
 ff.

0
 ]
~
~
 西

Q
器

縣
器

旦
0
::, 

¥J
竺

K
r
a
m
e
r
,
Juristische 

Methodenlehre, S. 
61 ff. 0

 

（ご
）

リ
菜

旦
0::.

戸
，
入
!
'
¥

Iト
-4~恩

お
旦
訳
ぶ
を
~
,

l
苺
奴
そ
迎
~!J.

よ
£
;
¥
*
・
臣
e
芝
祠
苓
ぶ
凡
卜
<
包
仕
垣
旦
良
怪
ゃ

~!{cl
リ

...>J如
祀
送
怜
K

Huwiler, Privatrecht u
n
d
 M
e
t
h
o
d
e
,
 B
e
r
n
 1999, S. 

2
2
 f.
0
 

（斜
）

リ
＃

旦
0::,

~
-

K
n
a
a
k
,
 D
e
m
o
s
k
o
p
i
s
c
h
e
 U
m
f
r
a
g
e
n
 in 

der Praxis des W
e
t
t
b
e
w
e
r
b
s
-
u
n
d
 Warenzeichenrechts, W

e
i
n
h
e
i
m
 



1986; 
T
h
.
 W

.
 Mueller, D

i
e
 d
e
m
o
s
k
o
p
i
s
c
h
e
 Ermittlung der Verkehrsauffassung i

m
 R
a
h
m
e
n
 d
e
s
§
3
 U

W
G
,
 M
t
i
n
c
h
e
n
 1987 

如
鈴
淫
゜
羊
縄
匿
点
Q
栞
王
如
忌
忌

1"'~)
J

 ..¥J
旦

羊
弄

起
終

Q
竺

Raiser,
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
 der Rechtssoziologie, 4. 

Aufl. 2007, S. 
21 f, 

0
 

r<":"K
到

荏
嘔

恒
森

弄
志

投
’

玲
心

案
葺

井
縣

旦
兵

今
戸

進
甜

型
将

吋
'6

葵
＃

令
U

0:.,, 立
「

声
詣

監
k辺

,
J

 J菜
以

迂
器

斗
足

終
二

」
4

唄
'(.;..!

(B
G
E
 103 I

V
 96)゚

（怨）
>
)
菜
旦
臣
到
_)¥J'

'
溢
~
~
如
ヰ
廷

~7"'1-@経
U
'
臨
-
<
-
叫
器
忌
担
国
0
±
:
心

芸
王

州
紺

坦
択

筈
0
七

..¥J
Q
室

や
Q
垣
等
澁
垣

Q
委

担
0

:.,, 
¥--'迂

Auer,
Materialisierung, Flexibilisierung, Richterfreiheit, bes

.
 S. 
166 ff. 

如
幽

芦

（苫）
恨

延
盛

塚
刈

_j¥J
Q

 1
年

環
e
囲

淀
U

0
今

ド
竺

Ruthers/Stadler,
Alig. Tei! des B

G
B
,
 14. 

Aufl., M
t
i
n
c
h
e
n
 2006, §

2
6
,
 R

n
.

 

29° 

（為）
>
)
ぷ
心
吾
到
ヤ
心
択
坦

i'i1唇
サ
e
臣

殴
以

0
:.,, 

\--'やj~r-<谷
@
Q
竺
'
U
.
N
e
u
m
a
n
n
,
 Positivistische Rechtsquellenlehre u

n
d
 naturrecht-

liche 
M
e
t
h
o
d
e.

 Zu
r
n
 Alltagsnaturrecht in 

der juristischen 
Argumentation, 

in: 
R. 

Dreier (Hrsg.), 
Rechtspositivismus 

u
n
d
 

W
e
r
t
b
e
z
u
g
 des Rechts, Stuttgart 1990, S. 

141 ff.
0
 

ぼ
）

Alexy, Begriff u
n
d
 G
e
l
t
u
n
g
 des Rechts, S. 

ll8. 

(~
) 

K
o
c
h
,
 D
i
e
 Auslegungslehre der R

e
i
n
e
n
 Rechtslehre i

m
 Lichte der jtingeren 

sprachanalytischen Forschung, in: 
A
l
e
x
y
/
 

K
o
c
h
/
K
u
h
l
e
n/

R
暉

m
a
n
n
,
E
l
e
m
e
n
t
e
 einter juristischen Begriindungslehre, S. 

155 ff. 
(159). 

僑
）

K
o
c
h
 (

振
稟

1;1:i
(お）），

s.
158 f. 

温
祟
忌
誌
怪
聡
辻
郎
絲

Q~~~
掘

起
心

窒
＃

幸
U
0:.,, 

¥J
竺

K
r
a
m
e
r
,
Juristische M

e
t
h
o
d
e
n
l
e
h
r
e,

 S. 

5
2
 ff.

O
 

（宮）
リ

菜
以

0
:.,, 

\--'~
'B

G
H

S
t 13,

 20
7
 ff. 

如
~
\
産
゜

(~
) 

K
o
c
h/

R
暉

m
a
n
n
,
J
 uristische Begrtindungslehre, S. 

2
1
6
如

鈴
鹿

゜

(~
) 

Gast, Juristische Rhetorik. A
u
s
l
e
g
u
n
g
,
 Begriindung, Subsumtion, 4. 

Aufl., Heidelberg 2006, Rn. 2
3
8
 a.E. 

如
幹

産
゜

（笞）
K
o
c
h
 (

淀
翠

1;1:i
(
お
)
）
,
S. 

159£. 
匝
l
!
m
'
K
r
a
m
e
r
,
Juristische Methodenlehre, S. 

54 ff. 

（苓）
Alexy, 

D
i
e
 logische 

A
n
a
l
y
s
e
 juristischer 

E
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
 in: 

H
a
s
s
e
m
e
r
 (Hrsg.), 

A
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 u

n
d
 Recht, W

i
e
s
b
a
d
e
n
 

1980, S. 
181 ff. 

(191). 

（手
）

L
a
r
e
n
z/

Canaris, M
e
t
h
o
d
e
n
l
e
h
r
e
 der R

echtswissenschaft
,
 S. 
112. 

や
一

~
t
r
;ヽ

「
坦
卸
支
屯
I
(1
1
 

l) 
111

キ
(1
111
10
)



蕗
坦

探
-1(
0
恕

l
愈

111<
 

(1
111

ミ
）

(~
) 

Dolling, Generalpravention d
u
r
c
h
 Strafrecht -

Realitat o
d
e
r
 Illusion?, 

in: 
Z
S
t
W
 102 (1990), S. 

1
 ff. 
(2£.). 

「
把
幽
忌

l
挙

中

担」
u0::,,1--1

竺
v.

Hirsch, Fairness, V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
 u
n
d
 Strafe: 

Strafrechtliche A
b
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
,
 Berlin 2005, S. 

2
0
如
~
\
淫

゜

ぼ
）

K
o
c
h
/
R
暉

m
a
n
n
,
Juristische Begriindungslehre, S. 

236. 

(
~

) 
J
)菜

u0::,,1--1
竺

K
r
a
m
e
r
,
J
 
uristische Methodenlehre, S. 

173 ff. 
0

 

(~
) 

Larenz/Canaris, M
e
t
h
o
d
e
n
l
e
h
r
e
 der Rechtswissenschaft, S. 

9
9
 ff. 

（等
）

Riissmann, 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 Beweislehre u

n
d
 Denkgesetze, 

in: 
A
l
e
x
y
 /K

o
c
h/
K
u
h
l
e
n
/
R
暉

m
a
n
n
,
E
l
e
m
e
n
t
e
 einer juristischen 

Begriindungslehre, S. 
3
6
9
 ff. 

(370 ff.); 
Larenz/Canaris, M

e
t
h
o
d
e
n
l
e
h
r
e
 der Rechtswissenschaft, S. 

125£. 

(~
) 

G
a
d
a
m
e
r
,
 W
a
h
r
h
e
i
t
 u
n
d
 M
e
t
h
o
d
e
;
 Heidegger, Sein u

n
d
 Zeit, 

19. Aufl., Tiibingen 2006, §
3
2
.
 

(~
) 

Esser,
 Vorverstandnis u

n
d
 M
e
t
h
o
d
e
n
w
a
h
l
 in 

der Rechtsfindung, S. 
135 ff. 

iJ
菜
以

0::,,
¥J

迂
H
a
b
e
r
m
a
s
,
Erkenntnis u

n
d
 

Interesse, 
S
o
n
d
e
r
a
u
s
g
a
b
e
 2003, 

S. 
2
0
4
 ff.

0
極

坦
以

0
::,, 

¥J
竺

F.
Muller, 

Juristische 
M
e
t
h
o
d
i
k
,
 8. 

Aufl., 
Berlin 

2002, 
R
n
.
 

2
7
1
 ff_

O
 

（器）
Rottleuthner, H

e
r
m
e
n
e
u
t
i
k
 u
n
d
 Jurisprudenz, 

in: 
K
o
c
h
 (Hrsg.), 

Juristische M
e
t
h
o
d
e
n
l
e
h
r
e
 u
n
d
 analytische P

h
il
osophie, 

K
r
o
n
b
e
r
g/

Ts. 1976, S. 
7
 ff. 
(23 ff.); 

Kuhlen, T
y
p
u
s
k
o
n
z
e
p
t
i
o
n
e
n
 in 

der Rechtstheorie, Berlin 1977, S. 
162 ff. 

（為）
⇒

全
_
_
)
'
忌
記
廷
'
E
n
g
i
s
c
h
,
Logische Studien zur G

e
s
e
t
z
e
s
a
n
w
e
n
d
u
n
g
,
 3. 

Aufl., Heidelberg 1963, S. 
15
°

 

（苫）
U
.
 N
e
u
m
a
n
n
,
 Z
u
r
n
 Verhaltnis v

o
n
 philosophischer u

n
d
 juristischer H

e
r
m
e
n
e
u
t
i
k
,
 in: 

H
a
s
s
e
m
e
r
 (Hrsg.), D

i
m
e
n
s
i
o
n
e
n
 der 

H
e
r
m
e
n
e
u
t
i
k
.
 A
r
t
h
u
r
 K
a
u
f
m
a
n
n
 z
u
m
 60. 

Geburtstag, Heidelberg 1983, S. 
4
9
 ff. 

(55). 

ぼ
）

iJ Q
複

遠
印

悩
北

'
H
o
f
m
a
n
n
,
Rechtsphilosophie, in: 

K
o
s
l
o
w
s
k
i
 (Hrsg.), Orientierung d

u
r
c
h
 Philosophie, S. 

ll8 ff.
0
 

（匿
サ

巽
認

・
峯

）


