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一
三
三

一
三
三

は
じ
め
に
―
―
紹
介
者
に
よ
る
注
釈

　

現
代
社
会
の
特
徴
を
示
す
鍵
概
念
と
し
て
「
リ
ス
ク
社
会
」
と
い
う

社
会
認
識
が
注
目
を
集
め
、
法
律
学
の
各
分
野
に
お
い
て
も
、
高
度
技

術
や
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
っ
た
分
野
に
お
け
る
「
新
し
い
リ
ス
ク
」
の
規

制
手
段
と
し
て
法
が
果
た
す
べ
き
役
割
（
あ
る
い
は
そ
の
限
界
）
に
つ

い
て
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　

従
来
、
そ
の
よ
う
な
検
討
に
際
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
理
論

あ
る
い
は
法
理
論
上
の
議
論
は
し
ば
し
ば
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き

て
お
り
、
ま
た
、
法
律
学
の
分
野
で
も
、
主
に
基
礎
法
お
よ
び
公
法
・

行
政
法
の
領
域
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
踏
ま
え
た
重
要
な
研
究

成
果
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
き
て
い
�

他
方
で
、
民
事
法
分
野
に
お
け
る

「
新
し
い
リ
ス
ク
」
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と

が
比
較
的
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
契
約
に

（
１
）
る
。

よ
る
当
事
者
間
の
リ
ス
ク
配
分
の
決
定
や
、
損
害
賠
償
責
任
の
賦
課
を

通
じ
た
事
故
の
抑
止
な
ど
、
リ
ス
ク
規
制
に
お
い
て
民
事
法
が
重
要
な

役
割
を
果
た
し
う
る
こ
と
は
容
易
に
思
い
あ
た
る
し
、
実
際
、
ド
イ
ツ

に
お
い
て
も
、
民
事
法
上
の
検
討
は
、
リ
ス
ク
規
制
と
法
に
関
す
る
議

論
の
重
要
な
一
端
を
担
っ
て
き
�

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
内
容
に
つ

い
て
扱
っ
た
ド
イ
ツ
語
文
献
の
紹
介
を
通
じ
て
、「
民
事
法
を
通
じ
た

『
新
し
い
リ
ス
ク
』
の
規
制
」
と
い
う
問
題
分
野
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ

と
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
紹
介
す
る
論
文
の
著
者
で
あ
る
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ダ
ム
教
授

（D
r.Prof.R

einhard
D

am
m

 
          
         
  
 

）
は
、
ブ
レ
ー
メ
ン
大
学
・
保
健
法
医

事
法
研
究
所
（Instituts

für
G

esundheits-und
M

ediz

               
                 
    inrecht

       

（IG
M

R

  
 
 
））
の
構
成
員
で
あ
る
。
そ
の
専
門
分
野
は
、
民
法
、
経
済
法
、

医
事
法
の
ほ
か
法
社
会
学
、
理
論
法
学
に
も
及
ぶ
非
常
に
幅
広
い
も
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
論
文
と
の
関
連
で
は
、
医
療
分
野
を
中

心
と
し
た
高
度
技
術
の
領
域
に
お
け
る
人
格
権
・
人
格
的
利
益
の
重
要

性
に
つ
い
て
論
じ
た
一
連
の
業
績
が
重
要
で
あ
る
。
リ
ス
ク
規
制
に
お

け
る
民
事
法
の
役
割
と
い
う
問
題
意
識
も
、
た
と
え
ば
遺
伝
子
工
学
の

よ
う
な
医
事
法
分
野
に
お
け
る
人
格
的
利
益
の
保
護
と
い
う
テ
ー
マ
に

発
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
�

　

本
稿
で
紹
介
す
る
論
文
「
民
事
法
か
ら
み
た
リ
ス
ク
規
制
。
理
論
的

な
制
御
の
構
想
と
経
験
的
な
制
御
の
給
付R

ech
tlich

e

 
   
     
  

R
isikoregulierung

aus
zivilrechtlich

 
                                   er

Sicht.

         　

T
heoretische

 
            

（
２
）
た
。

（
３
）
る
。

＜
紹　

介＞
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ダ
ム
著
「
民
事
法
か
ら
み

た
法
的
リ
ス
ク
規
制
」増　

　

田　
　

栄　
　

作



＜

紹　
　

介＞

修
道
法
学　

二
九
巻　

一
号 

一
三
四
（　
　
　

）

一
三
四

Steuerungskonzepte
und

em
pirische

St

                         
           euerungsleistungen.

                   
」

は
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ボ
ー
ラ
編
『
法
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
�

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
集
は
、
表
題
の
と
お
り
、
法
を
通
じ

た
リ
ス
ク
規
制
の
可
能
性
と
限
界
に
つ
い
て
複
数
の
社
会
学
者
と
法
律

学
者
が
行
っ
た
考
察
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
現
代
的

な
リ
ス
ク
を
制
御
す
る
た
め
の
法
の
「
手
続
化
」
や
「
柔
軟
化
」
と

い
っ
た
戦
略
に
関
す
る
論
争
的
な
や
り
取
り
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

ル
ー
マ
ン
の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
的
発
想
に
比
較
的
忠
実
な
社
会
学
者
が

リ
ス
ク
規
制
に
お
け
る
法
の
役
割
を
消
極
的
に
解
す
る
の
に
対
し
�

理
論
法
学
者
が
リ
ス
ク
規
制
の
た
め
の
新
し
い
法
モ
デ
ル
を
提
示
し
そ

の
有
効
性
を
主
張
す
る
と
い
う
構
図
が
み
ら
れ
�

、
こ
こ
で
紹
介
す

る
ダ
ム
教
授
の
論
考
で
は
、
理
論
家
の
極
端
な
結
論
を
斥
け
つ
つ
、
よ

り
実
際
的
な
視
点
か
ら
リ
ス
ク
規
制
に
お
け
る
法
の
有
用
性
を
見
き
わ

め
よ
う
と
す
る
態
度
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

紹
介
す
る
論
文
で
は
、
ま
ず
、
法
に
よ
る
リ
ス
ク
規
制
が
そ
も
そ
も

可
能
か
ど
う
か
と
い
う
基
礎
理
論
上
の
問
題
が
検
討
さ
れ
（
�
）、
次
い

で
、
民
事
法
の
各
分
野
に
お
け
る
リ
ス
ク
制
御
の
具
体
的
あ
り
よ
う
と

そ
の
有
効
性
が
分
析
さ
れ
た
う
え
で
（
�
）、
最
後
に
、
民
事
法
お
よ
び

リ
ス
ク
法
一
般
に
お
け
る
法
的
規
制
の
あ
り
方
と
し
て
、
多
様
な
規
制

手
段
を
累
積
的
・
補
充
的
に
組
み
合
わ
せ
て
用
い
る
べ
き
こ
と
が
提
案

さ
れ
る
（
�
）。
実
定
法
学
者
の
立
場
か
ら
す
る
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

見
解
と
い
え
よ
う
か
。
ま
た
、
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
集
の
趣
旨
ゆ
え

（
４
）
ト
』

（
５
）
て
、

（
６
）
る
が

に
、
基
礎
理
論
上
の
問
題
意
識
が
前
面
に
出
さ
れ
て
お
り
、
他
方
で
リ

ス
ク
規
制
に
お
け
る
民
事
法
の
役
割
に
つ
い
て
、
実
定
法
上
の
根
拠
を

示
し
つ
つ
具
体
的
に
論
証
を
行
っ
た
部
分
は
や
や
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
事
法
・
実
定
法
の
諸
分
野
を
一
望
で
き

る
と
い
う
点
、
お
よ
び
実
定
法
分
野
に
お
け
る
具
体
的
議
論
と
基
礎
理

論
上
の
議
論
を
ブ
リ
ッ
ジ
す
る
上
で
有
用
と
思
わ
れ
る
点
が
、
民
事
法

と
リ
ス
ク
規
制
に
関
す
る
あ
ま
た
の
業
績
の
中
か
ら
特
に
こ
の
論
文
を

と
り
あ
げ
て
紹
介
す
る
理
由
�

�．

リ
ス
ク
制
御

１.

リ
ス
ク
と
法R

isiko
und

R
echt

 
           
    

　

法
と
リ
ス
ク
の
関
係
は
、
―
―
こ
の
一
般
的
な
意
味
か
ら
し
て
―
―
た
し

か
に
非
常
に
古
い
問
題
群
に
属
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
今
日
、「
リ
ス
ク
社

会
」
に
お
け
る
「
新
し
い
リ
ス
ク
」
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
特
別

に
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
結
び
つ
き
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
個
別
学
問
分
野
内
の

議
論
や
学
際
的
な
検
討
は
、
こ
の
点
を
強
調
す
る
。
そ
の
際
、
個
人
お
よ
び

集
団
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
敏
感
化
が
新
し
い
事
実
状
態
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
近
代
社
会
の
新
し
い
感
覚
状
態
を
反
映
し
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
へ
の
解
答
は
、
時
と
し
て
非
常
に
難
し
い

（
そ
の
点
で
解
明
を
要
す
る
の
は
、
第
一
の
ま
た
は
「
第
二
の
近
代
」（
ウ
ル

リ
ヒ
・
べ
ッ
ク
）
が
問
題
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
す
で
に
ポ
ス
ト
・
モ
ダ

ン
が
問
題
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
周
知
の
問
題
で
あ
る
）。

　
（
７
）（
８
）

で
あ
る
。
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リ
ス
ク
概
念
の
語
義
上
の
問
題
や
、
そ
れ
に
関
連
し
て
た
と
え
ば
リ
ス
ク

R
isiko

 
     

と
危
険G

efahr

 
     

等
の
概
念
上
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
よ
り
詳

し
く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
以
下
の
指
摘
の
み
で
十
分
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
第
一
に
、（
表
向
き
は
）
地
球
規
模
の
、
集
団
的
な
、
そ

し
て
拡
散
し
た
も
の
と
し
て
の
「
新
し
い
リ
ス
ク
」
と
、（
表
向
き
は
）
局
地

的
な
、
個
人
的
な
、
そ
し
て
具
体
的
な
も
の
と
し
て
の
「
古
典
的
リ
ス
ク
」

の
間
の
厳
格
な
区
別
は
、
た
し
か
に
決
し
て
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。
第
二

に
、
純
粋
に
量
的
・
経
験
的
な
リ
ス
ク
概
念
（
特
に
、
損
害
規
模
と
損
害
蓋

然
性
に
よ
る
周
知
の
生
産
定
式
で
表
さ
れ
る
リ
ス
ク
概
念
（
リ
ス
ク
＝
損
害

×
蓋
然
性
））
を
不
十
分
と
し
、
質
的
に
評
価
さ
れ
た
法
的
諸
要
素
を
通
じ
て

リ
ス
ク
概
念
を
規
範
的
に
拡
張
す
る
議
論
が
、
特
に
重
要
で
あ
�

同
じ
く

第
三
に
、
問
題
な
く
は
な
い
も
の
の
、
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
、
リ
ス

ク
概
念
の
決
定
関
連E

ntscheidungsbezug

 
                 

も
、
特
別
の
意
義
を
有
す
る
。

ま
ず
こ
こ
か
ら
、
リ
ス
ク
状
態
の
決
定
親
和
性Entscheidungszugänglichkei

 
                         t  

（
リ
ス
ク
状
態
が
人
の
決
定
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
）、
お
よ
び
「
社

会
の
形
成
可
能
�

の
側
面
が
導
か
れ
る
。
そ
の
側
面
は
も
っ
と
も
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
ま
た
ま
さ
に
法
に
関
し
て
強
調
さ
れ
る
。
同
じ
く
正
当
で
あ
る

の
は
、
リ
ス
ク
と
危
険
の
た
だ
相
関
的
な
区
別
可
能
性
に
つ
い
て
の
ル
ー
マ

ン
の
指
摘
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
し
か
に
、「
リ
ス
ク
は
決
定
に
帰
属
さ
れ
」、

そ
し
て
「
危
険
は
外
部
に
帰
属
さ
れ
る
」。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
区

別
は
、
決
定
と
被
害
性E

n
tsch

eid
u

n
g

u
n

d
B

etroffen
h

eit

 
 
    
   
 
 
   
 
 
  
        
 
   

の
区
別

に
鑑
み
る
と
、
一
義
性
を
失
う
。
つ
ま
り
、「
決
定
者
が
関
わ
り
、
ま
た
関
わ

（
９
）
る
。

（　

）
１０性
」

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
リ
ス
ク
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
の
危
険
に
な
る
と
い

う
こ
と
」
が
考
え
ら
れ
�

た
だ
、
ル
ー
マ
ン
の
リ
ス
ク
社
会
学
は
そ
の
他

の
点
で
は
あ
ま
り
受
容
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
、
強
調
さ
れ
よ

う
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
そ
の
つ
ど
議
論
さ
れ
る
政
策
的
な
形
成
余
地
お
よ
び
法

的
な
制
御
給
付
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
社
会
的
対
応
お
よ
び
ま
た
法
的
対
応

に
お
い
て
、
経
済
的
リ
ス
ク
か
ら
社
会
的
リ
ス
ク
を
へ
て
技
術
的
リ
ス
ク
へ

と
（
表
向
き
は
）
重
点
が
移
動
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
分
析
は
、
理
論
的

に
も
実
際
上
も
重
要
で
は
あ
る
が
―
―
し
か
し
な
が
ら
ま
た
問
題
で
も
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
考
察
は
、
法
治
国
家
、
社
会
国

家
、
そ
し
て
新
し
い
「
リ
ス
ク
国
家
」
に
お
け
る
国
家
形
態
と
国
家
機
能
に

つ
い
て
の
理
念
類
型
論Idealtypik

 
         

と
の
際
立
っ
た
対
応
関
係
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
と
と
も
に
一
つ
の
見
解
が
有
力
と
な
る
。
そ
の
見
解
に
よ
る
と
、

主
要
に
は
所
有
権
と
（
経
済
的
）
自
由
に
制
限
さ
れ
た
法
治
国
家
の
リ
ス
ク

管
轄
は
、
社
会
的
リ
ス
ク
に
関
す
る
社
会
国
家
の
管
轄
、
お
よ
び
技
術
的
ま

た
は
一
般
的
な
「
新
し
い
リ
ス
ク
」
に
関
す
る
リ
ス
ク
国
家
ま
た
は
予
防
国

家
の
管
轄
か
ら
、
相
互
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が

ら
そ
れ
と
と
も
に
、
国
家
形
態
、
国
家
機
能
、
お
よ
び
リ
ス
ク
議
論
に
お
け

る
重
要
な
観
点
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
法
治
国
家
、
社
会
国
家
、

お
よ
び
リ
ス
ク
国
家
の
重
層
的
な
規
制
問
題
と
規
制
モ
デ
ル
の
形
態
に
お
け

る
非
同
時
的
な
る
も
の
の
同
時
性d

ie
G

leich
zeitig

k
eit

d
es

 
    
     
      
 
     
   

U
n

gleich
zeitigen

 
 
      
        

が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
法
治
国
家
、
社
会
国
家
、
そ

（　

）
１１る
。
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し
て
リ
ス
ク
国
家
／
安
全
国
家
／
予
防
国
家
が
、
よ
り
後
の
形
態
に
よ
る
よ

り
前
の
形
態
の
単
な
る
交
代
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
確
認
は
、

法
史
的
に
は
凡
庸
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
凡
庸

さ
は
、
社
会
的
に
必
要
と
さ
れ
る
規
範
の
総
体
が
考
慮
さ
れ
る
場
合
に
は
、

解
消
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
具
体
的
事
例
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
た
と
え

ば
、
ド
イ
ツ
の
統
一
の
多
様
な
調
整
の
た
め
の
後
続
費
用
や
、
技
術
的
発
展

に
と
も
な
う
複
雑
な
ル
ー
ル
化
の
要
請
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
ま
た

私
法
に
お
い
て
も
、
法
治
国
家
的
な
自
由
保
障
（
私
的
自
治
）
か
、
社
会
国

家
的
な
介
入
（
契
約
法
、
責
任
法
、
お
よ
び
経
済
法
に
お
け
る
社
会
的
保
護
）

か
、
ま
た
は
新
し
い
リ
ス
ク
制
御
の
い
ず
れ
か
の
み
が
問
題
と
な
る
の
で
は

な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
経
済
的
リ
ス
ク
、
社
会
的
リ
ス
ク
、
技
術

お
よ
び
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
リ
ス
ク
が
、
発
展
し
た
社
会
に
お
い
て
は
順
次
に
で

は
な
く
、
む
し
ろ
典
型
的
に
は
集
積
的
に
課
題
と
な
る
と
い
う
状
況
に
対
応

し
て
い
る
。
そ
し
て
第
一
に
こ
の
総
体
は
、
社
会
的
な
問
題
認
識
の
高
ま
り

と
、
法
的
な
規
範
化
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
そ

し
て
同
時
に
、
リ
ス
ク
議
論
の
重
要
性
を
証
明
し
、
ま
た
同
時
に
相
対
化
も

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
関
連
す
る
の
は
、
実
際
の
リ
ス
ク
諸
類
型
の
平
面
で
の
さ
ら
な
る

同
時
性
の
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
同
時
に
規
範
的
に
は
リ
ス
ク
関
連
の
保
護

利
益
／
法
益
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
同
時
性
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
点
で
中

心
的
な
意
義
を
有
す
る
の
は
、
人
格
的
リ
ス
クP

erson
a

litä
tsrisik

en

 
     
 
    
       
  

ま
た
は
文
化
的
リ
ス
クk

u
ltu

relle
R
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en

 
 
   
       
    
  

と
し
て
示
さ
れ
る
よ
う
な

リ
ス
ク
の
範
疇
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
リ
ス
ク
は
、
技
術
的
リ
ス
ク
お
よ
び
エ

コ
ロ
ジ
ー
的
リ
ス
ク
の
規
制
と
法
に
関
す
る
一
般
的
議
論
に
お
い
て
、
こ
れ

ま
で
適
切
に
考
慮
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
潜
在
的
リ
ス
ク
は
、

い
わ
ば
人
間
工
学H

u
m

a
n

tech
n

ologien

 
 
 
 
 
    
 
       

の
発
展
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
含
ま
れ
る
の
は
、
特
に
発
達
し
た
医
療
技
術

（
た
と
え
ば
臓
器
移
植
お
よ
び
集
中
治
療
）、
遺
伝
子
工
学
お
よ
び
生
殖
技
術

（
た
と
え
ば
人
工
授
精
、
代
理
母
、
遺
伝
子
解
析
お
よ
び
遺
伝
子
治
療
）、
な

ら
び
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
技
術
は
、
も
っ
ぱ

ら
に
は
、
あ
る
い
は
決
し
て
第
一
に
は
「
古
典
的
」
法
益
（
特
に
生
命
お
よ

び
身
体
、
所
有
権
お
よ
び
財
産
）
に
関
す
る
「
古
典
的
」
危
殆
化
状
態
に
の

み
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
格
性
お
よ
び
自
律
、
同
一
性
お

よ
び
完
全
性
の
よ
う
な
そ
れ
ほ
ど
厳
格
で
は
な
い
概
念
を
課
さ
れ
る
よ
う
な
、

拡
散
し
た
広
範
な
も
の
に
関
す
る
新
し
い
危
殆
化
状
態
に
か
か
わ
る
も
の
で

あ
る
。
上
に
挙
げ
ら
れ
た
技
術
は
、
す
で
に
古
典
的
な
ボ
イ
ラ
ー
製
品
の
爆

発
や
重
化
学
工
業
の
有
害
物
質
、
ま
た
は
原
子
力
の
放
射
能
汚
染
の
よ
う
な
、

「
汚
れ
た
」
リ
ス
ク
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
清
潔
な
」
リ
ス
ク
、
つ

ま
り
個
人
的
・
集
団
的
行
動
様
式
、
社
会
的
規
範
お
よ
び
文
化
的
価
値
へ
の

影
響
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
関
連
す
る
一
連
の
技
術
が
示
唆
す
る
と

こ
ろ
は
、
事
故
や
破
局
の
シ
ナ
リ
オ
や
、
ま
た
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
上
の
長
期
間

に
お
よ
ぶ
危
機
の
よ
う
な
劇
的
な
具
体
的
表
現
で
は
な
く
、
む
し
ろ
非
物
質

的
な
・
忍
び
寄
る
過
程
に
お
い
て
現
実
化
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
暗
示
さ

�

技
術
的
発
展
と
文
化
的
発
展
の
関
連
、
あ
る
い
は
人
格
性
と
近
代
性
の

    
（　

）
１２
れ
る
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関
連
は
、（
こ
の
予
測
は
大
胆
で
あ
ろ
う
が
）
社
会
的
な
リ
ス
ク
事
例
に
つ
い

て
の
将
来
の
議
論
に
お
い
て
さ
ら
に
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

適
切
に
も
、
ラ
イ
ナ
ー
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
情
報
社
会
と
し
て
の
リ
ス
ク
社
会

お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
重
大
な
ゆ
が
み
を
考
慮
し
つ
つ
、「
選
択
的
リ
ス

ク
考
慮
」
に
つ
い
て
警
告
し
て
い
�

　

総
じ
て
、
こ
の
短
い
考
察
か
ら
、
不
適
切
で
還
元
論
的
な
リ
ス
ク
構
想
や
、

国
家
機
能
お
よ
び
法
機
能
の
還
元
論
的
な
構
想
に
対
す
る
警
告
が
導
か
れ
る
。

２.

法
的
規
制
と
リ
ス
ク
規
制

　

法
に
よ
る
リ
ス
ク
規
制
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
ま
た
当
然
に
法
一
般

に
よ
る
制
御
の
基
本
問
題
が
議
論
と
な
る
。
そ
の
際
関
連
す
る
の
は
、
周
知

の
と
お
り
こ
の
間
に
図
書
館
を
満
た
し
た
、
ま
っ
た
く
果
て
し
な
い
数
々
の

物
語
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
、
私
法
の
潜
在
的
制
御
給
付
の
評

価
に
関
し
て
も
重
要
と
思
わ
れ
る
、
い
く
つ
か
の
指
摘
を
行
な
お
う
。

　

社
会
科
学
的
に
着
想
を
与
え
ら
れ
た
制
御
議
論
は
、
特
に
種
々
の
マ
ク
ロ

理
論
の
大
平
面
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
進
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関

し
て
は
、
す
べ
て
の
社
会
学
的
な
法
理
論
の
構
想
は
リ
ス
ク
制
御
と
い
う
課

題
に
か
か
わ
っ
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
そ
の
課
題
に
よ
っ
て
例
証
さ

れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
う
け
る
。
そ
の
よ
う
な
マ
ク
ロ
理
論
は
、
法
の
規

制
権
限
に
関
し
て
、
制
御
悲
観
主
義
と
制
御
楽
観
主
義
の
間
の
ス
ペ
ク
ト
ラ

ム
に
分
散
す
る
。
こ
こ
で
は
、
民
事
法
の
観
点
か
ら
は
特
に
重
要
な
二
つ
の

理
論
評
価
を
と
ら
え
て
短
い
評
釈
を
加
え
よ
う
。
そ
の
理
論
評
価
は
も
ち
ろ

（　

）
１３る
。

ん
述
べ
ら
れ
た
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
の
異
な
る
末
端
に
分
類
で
き
る
。
こ
の
こ
と

は
、
一
方
で
は
、
基
本
的
に
制
御
悲
観
主
義
的
な
理
論
類
型
と
し
て
の
あ
る

種
の
シ
ス
テ
ム
理
論
的
な
法
的
構
想
に
、
そ
し
て
他
方
で
は
、
制
御
楽
観
主

義
的
な
理
論
類
型
と
し
て
の
法
の
経
済
分
析
に
関
連
す
る
。
こ
こ
で
、
予
め

明
ら
か
な
限
り
で
、
社
会
科
学
的
な
議
論
で
は
不
思
議
な
こ
と
に
あ
ま
り
考

慮
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
心
的
な
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
が
適
切
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
制
御
構
想
の
理
論
、
経
験
知E

m
pirie

 
 
     

お
よ
び
規
範
性
の
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
を
強
調
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
換
言
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
以
下
の
問
題
に
か
か
わ
る
。
つ

ま
り
、
社
会
的
過
程
お
よ
び
個
人
的
行
為
の
制
御
効
果
に
つ
い
て
法
の
能
力

ま
た
は
無
能
力
は
、
本
質
的
に
は
（
モ
デ
ル
）
理
論
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る

の
か
、
規
範
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
経
験
的
に
確
認
さ
れ

る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

�　

シ
ス
テ
ム
理
論
と
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス

　

上
述
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
・
シ
ス
テ
ム
理
論
を

含
む
あ
る
種
の
シ
ス
テ
ム
理
論
に
よ
る
法
構
想
は
、
基
本
的
に
制
御
悲
観
主

義
的
、
あ
る
い
は
制
御
懐
疑
主
義
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
簡
潔
に

定
式
化
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
高
度
に
抽

象
化
さ
れ
た
次
元
で
、
独
立
し
た
社
会
的
部
分
シ
ス
テ
ム
（
科
学
、
経
済
、

技
術
の
よ
う
な
）
の
自
己
言
及
的
な
閉
鎖
性
が
喧
伝
さ
れ
る
。
そ
の
部
分
シ

ス
テ
ム
は
、
基
本
的
に
い
ず
れ
に
せ
よ
法
に
よ
る
直
接
的
制
御
か
ら
逃
れ

ａ　） 
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�

理
論
的
差
異
化
は
高
度
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
経
験

的
な
有
効
性
は
、
同
等
に
証
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
シ
ス
テ
ム

上
の
閉
鎖
性
は
、
概
念
上
の
閉
鎖
性
に
つ
い
て
の
際
立
っ
た
努
力
に
対
応
す

る
が
、
そ
の
努
力
は
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
制
御
問
題
に
関
し
て
経
験
的

に
は
不
適
切
な
誇
張
に
導
き
、
理
論
的
に
は
正
当
化
で
き
な
い
一
般
化
に
導

く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
誇
張
や
一
般
化
は
、
時
と
し
て
経
験
知
よ
り
も
理

論
的
調
和
に
つ
い
て
の
関
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
経
験

的
に
は
、
適
切
に
確
認
さ
れ
た
・
法
の
機
能
不
全
が
実
際
に
シ
ス
テ
ム
理
論

的
に
主
張
さ
れ
た
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
っ
た
く
異

な
る
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
す
で
に
疑
わ
し
い
。
つ
ま
り
、
法

の
機
能
不
全
（
ま
た
法
に
よ
る
リ
ス
ク
の
制
御
の
際
の
機
能
不
全
）
は
、「
シ

ス
テ
ム
」
の
予
定
さ
れ
た
本
質
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
諸
利
益
の
、
貫
徹

力
の
、
も
し
く
は
非
力
な
官
僚
制
構
造
の
整
序
（
不
）
可
能
性
に
、
ま
た
は

諸
個
人
と
諸
集
団
ア
ク
タ
ー
の
間
の
領
域
特
殊
的
な
差
異
に
帰
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
部
分
的
に
は
た
し
か
に
行
き
過
ぎ
の
・
介
入

主
義
的
法
の
影
響
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ス
テ
ム
理
論
か
ら
の
み
主
張
さ
れ

る
も
の
で
も
な
い
・
一
般
的
な
・
規
制
法
の
機
能
不
全
と
い
う
前
提
（「
法
の

機
能
不
全
」、「
政
策
の
機
能
不
全
」）
は
、
誇
張
で
あ
る
。

　

ま
た
、
理
論
の
平
面
で
は
、
シ
ス
テ
ム
の
閉
鎖
性
お
よ
び
自
己
制
御
に
適

合
さ
せ
る
た
め
の
あ
ま
り
に
広
範
す
ぎ
る
諸
前
提
に
対
す
る
修
正
が
必
要
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
内
的
制
御
と
外
的
制
御
の
関
係
に
つ
き
、

こ
の
間
に
シ
ス
テ
ム
理
論
に
依
拠
す
る
論
者
達
に
よ
っ
て
、「
複
雑
な
、
自
己

（　

）
１４る
。

言
及
的
な
社
会
シ
ス
テ
ム
の
調
整
の
問
題
」
に
関
し
て
、「
内
的
観
点
と
外
的

観
点
の
二
つ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
整
序
さ
れ
た
組
み
合
わ
せ
」
の
関
係

と
い
う
理
解
が
喧
伝
さ
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
こ
の
こ
と
は
「
か
の

自
律
ま
た
は
啓
蒙
さ
れ
た
自
己
決
定
を
（
生
み
出
し
）、
そ
れ
ら
自
律
ま
た
は

自
己
決
定
は
、
機
能
的
に
差
異
化
し
た
・
非
階
級
的
に
整
序
さ
れ
た
・
そ
し

て
国
家
に
測
定
不
能
な
過
大
要
求
を
お
こ
な
う
社
会
構
造
の
理
念
型
に
対
応

す
る
」
か
ら
で
あ
�

そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
「
構
造
的
カ
ッ
プ
リ
ン

グstru
k

tu
relle

K
op

p
elu

n
g

 
   
 
  
       
  
 
   
 
 
」
の
構
想
が
関
連
す

�
構
造
的
カ
ッ
プ

リ
ン
グ
を
通
じ
て
、「
す
べ
て
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
な
自
律
お
よ
び
法

シ
ス
テ
ム
の
操
作
的
閉
鎖
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
…
構
造
変
化
の
長
期
的
傾
向
」

が
貫
徹
す
る
べ
き
と
い
�

理
論
構
造
へ
の
「
構
造
的
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
」
の

導
入
が
ま
さ
に
「
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
・
シ
ス
テ
ム
理
論
そ
れ
自
体
の
破

産
」
を
意
味
す
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
措
い
て
お
こ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
問
題
で
あ
る
の
は
、
理
論
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
力
点
の
相
対
化

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
シ
ス
テ
ム
の
閉
鎖
性
、
自
己
言
及
、
ま
た
は
オ
ー

ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
行
き
過
ぎ
た
急
進
化
の
制
限
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の

相
対
化
は
、
シ
ス
テ
ム
理
論
以
外
の
観
点
か
ら
も
説
得
的
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
、
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
ま
た
経
験
的
に
も
適
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
ど
の
程
度
そ
れ
に
よ
っ
て
理
論
構
想
の
内
在
的
な
説
得
力
が
影
響
を

受
け
る
か
は
、
別
の
・
こ
こ
で
は
判
断
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
シ
ス
テ
ム
理
論
の
制
御
悲
観
主
義
の
中
心
的
言
明
は
、
普
遍
化
さ
れ

た
・
法
へ
の
過
小
要
求
お
よ
び
理
論
へ
の
過
大
要
求
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

（　

）
１５る
。

（　

）
１６る
。

（　

）
１７う
。
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そ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、「
社
会
的
機
能
シ
ス
テ
ム
の
不
透
明
性
お
よ
び
不
十

分
性
に
つ
い
て
の
シ
ス
テ
ム
論
的
過
大
評
価
」
と
「
個
人
お
よ
び
組
織
の
感

覚
的
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
な
潜
在
的
統
合
力
あ
る
い
は
潜
在
的

調
整
力
に
つ
い
て
の
シ
ス
テ
ム
論
的
過
小
評
価
」
と
の
構
造
的
な
一
致
で
あ

る
。

　

他
方
で
は
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
法
理
論
の
陣
営
か
ら
の
努
力
が
み

の
が
せ
な
い
。
そ
の
努
力
は
、
こ
の
構
想
と
経
験
知
の
よ
り
密
接
な
カ
ッ
プ

リ
ン
グ
を
目
指
�

そ
の
よ
う
な
「
経
験
的
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
」
に
関

し
て
特
に
強
調
す
べ
き
は
、
以
下
の
二
つ
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方

で
は
、
こ
こ
で
は
、
経
験
的
な
問
題
設
定
に
お
い
て
法
に
よ
る
制
御
の
み
が

課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
さ
ら
に
「
シ
ス
テ
ム
の
境

界
を
も
越
え
た
制
御
効
果
」
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
介
入
お
よ
び
制
御
は

原
則
的
に
は
排
除
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
よ
り
複
雑
で

前
提
に
満
ち
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
は
、
そ
し
て
同
様
に
必
然

的
に
も
、
こ
の
制
御
理
論
の
把
握
が
構
造
的
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
の
構
想
に
つ
い

て
展
開
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
な
お
、
こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
オ
ー
ト

ポ
イ
エ
ー
シ
ス
が
よ
り
多
く
経
験
知
と
の
問
題
を
有
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も

経
験
知
が
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
の
問
題
を
有
す
る
の
か
は
、
こ
こ
で
は

未
確
定
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
、
シ
ス
テ
ム
理

論
的
評
価
と
他
の
評
価
の
「
構
造
的
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
」
は
、
傾
向
的
に
は
容

易
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
近
代
社
会
の
機

能
問
題
に
つ
い
て
の
観
点
を
鮮
明
に
す
る
。

（　

）
１８す
。

　

特
に
私
法
の
観
点
か
ら
は
、
そ
し
て
ま
っ
た
く
ま
た
他
の
法
律
学
上
の
分

野
か
ら
も
、
そ
の
他
の
点
で
は
、（
理
論
的
次
元
で
は
、
あ
る
い
は
幾
分
実
際

論
的
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
）
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
。
つ
ま
り
、

何
が
シ
ス
テ
ム
理
論
的
観
点
に
お
い
て
本
来
的
に
法
シ
ス
テ
ム
と
し
て
考
え

ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
民
事
法
、
公
法
、
刑
法
お
よ
び
憲
法

に
際
し
て
、
そ
し
て
民
事
法
内
部
で
は
契
約
法
、
責
任
法
、
企
業
法
等
に
際

し
て
、
な
お
再
び
、
差
異
化
さ
れ
た
、
自
ら
の
側
で
そ
の
つ
ど
操
作
的
に

「
閉
じ
ら
れ
た
」、「
自
己
言
及
的
な
」、「
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
な
」
部
分

シ
ス
テ
ム
／
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
が
問
題
と
な
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が

意
識
さ
れ
、
従
来
提
起
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
観
念
は
、

対
応
す
る
法
、
政
策
、
経
済
等
の
よ
り
全
体
的
な
関
係
に
つ
い
て
の
観
念
よ

り
も
な
お
強
く
退
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
法
学
上
の
部
分
秩
序
の
関
係
は
、

複
雑
な
限
界
設
定
お
よ
び
縮
減
、
相
対
的
自
律
お
よ
び
（
規
範
的
平
面
お
よ

び
経
験
的
平
面
で
の
）
関
連
付
け
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
ま
た
数
十
年

間
の
議
論
も
自
ら
の
「
閉
鎖
性
」
ま
た
は
相
互
的
「
開
放
性
」
の
程
度
を
確

定
的
に
は
明
ら
か
に
決
定
し
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
関

連
す
る
リ
ス
ク
議
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
も
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。

　

�　

法
の
経
済
分
析

　

第
二
の
市
場
理
論
的
な
構
想
と
し
て
、
法
の
経
済
分
析
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

法
の
経
済
分
析
は
、
ま
さ
に
近
年
、
特
に
私
法
お
よ
び
経
済
法
の
分
野
に
お

ｂ　） 
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い
て
注
目
を
集
め
�

上
述
の
シ
ス
テ
ム
理
論
に
よ
る
評
価
と
比
較
す
る
と
、

こ
の
理
論
構
想
は
、（
シ
ス
テ
ム
理
論
と
同
じ
く
内
部
的
に
相
当
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
も
ち
つ
つ
も
）、
一
般
的
性
質
に
つ
い
て
の
指
導
的
定
理
に
お
い
て

周
知
の
と
お
り
基
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
ま
た

特
に
こ
こ
で
検
討
さ
れ
る
制
御
の
側
面
に
関
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
問
題
あ

る
共
通
点
と
し
て
、
理
論
的
モ
デ
ル
仮
説
と
そ
の
仮
説
の
経
験
的
な
有
効
性

の
常
に
や
っ
か
い
な
関
係
が
み
て
と
れ
る
。
基
本
的
に
制
御
楽
観
主
義
的
な

理
論
バ
リ
ア
ン
ト
と
し
て
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
・
シ
ス
テ
ム
理
論
に
対

す
る
基
本
的
相
違
が
、
型
ど
お
り
簡
単
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
定
式
化
で
き
る
。

つ
ま
り
、
法
へ
の
過
大
要
求
お
よ
び
理
論
へ
の
過
小
要
求
で
あ
る
。
第
一
の

側
面
は
、
モ
デ
ル
理
論
的
に
一
般
化
に
傾
い
た
・
経
済
的
刺
激
お
よ
び
法
に

よ
る
制
裁
の
関
係
制
御
効
果
の
承
認
に
帰
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
点
で
、
理
論

モ
デ
ル
化
さ
れ
た
制
御
基
準
、
政
策
的
に
志
向
さ
れ
た
制
御
刺
激
、
お
よ
び

実
際
上
の
制
御
効
果
が
あ
ま
り
に
も
性
急
に
混
同
さ
れ
る
こ
と
に
警
戒
が
必

要
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
責
任
法
一
般
の
作
用
に
つ
い
て
強
調
さ
れ
て
き
た
。

「
経
済
的
な
・
責
任
法
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
制
裁
の
行
為
制
御
効
果
に
関
す
る

堅
実
な
経
験
的
な
証
明
は
、
も
ち
ろ
ん
乏
し
�

法
の
経
済
分
析
の
支
持
者

の
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
そ
の
批
判
者
で
あ
る
ラ
イ
ナ
ー
・
ヴ
ォ
ル
フ
に

よ
っ
て
、
特
に
環
境
責
任
法
に
関
し
て
皮
肉
に
も
先
鋭
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
個
人
的
嗜
好
の
神
聖
化
さ
れ
た
諸
力
」
に
反
し
て
、
お
よ
び
、
環
境
有
害
物

資
の
汚
染
者
は
金
銭
上
の
負
担
の
責
任
法
的
な
拡
大
に
よ
っ
て
「
削
減
措
置

（　

）
１９た
。

（　

）
２０い
」。

ま
た
は
回
避
措
置
」
を
講
じ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
理
論
家
の
期
待
に
反
し

て
、
こ
れ
に
は
異
論
が
あ
る
。「
汚
染
者
は
当
然
に
そ
う
は
な
ら
な
い
。
と
い

う
の
は
、
現
実
世
界
の
構
成
員
と
し
て
、
汚
染
者
は
、
経
済
合
理
的
な
行
為

の
理
論
家
と
は
異
な
っ
て
、
裁
判
へ
の
道
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
請
求
減
額

の
和
解
が
原
則
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
完
全
認
容
判
決
は
例
外
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
い
か
な
る
原
告
も
裁
判
官
も
存
在
し
な
い
こ
と
を

知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
�

つ
ま
り
、
モ
デ
ル
に
よ
る
推
定
と
、
経
験
に
よ

る
法
の
理
論
構
想
の
「
汚
染
」
の
間
の
あ
り
う
る
隔
た
り
が
認
め
ら
れ
る

（
た
と
え
場
合
に
よ
っ
て
は
、
た
だ
「
相
対
的
」
に
す
ぎ
な
い
責
任
法
の
・
潜

在
的
な
、
あ
る
い
は
制
限
さ
れ
た
効
果
が
主
張
の
先
鋭
化
に
よ
っ
て
無
視
さ

れ
る
と
し
て
も
）。

　

さ
ら
な
る
問
題
が
、
同
様
に
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
リ
ス
ク
の
責
任
法
の
関
連
に

つ
い
て
、
そ
し
て
そ
の
論
者
に
よ
っ
て
以
下
の
と
お
り
強
調
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、「
貨
幣
の
世
界
で
は
、
そ
れ
自
体
孤
立
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
価
値
は

存
在
し
な
い
。
そ
し
て
金
銭
価
値
上
の
等
価
物
に
環
境
の
質
を
換
算
す
る
こ

と
は
、
体
系
的
に
誤
っ
て
・
数
量
化
不
可
能
な
利
益
を
扱
う
も
の
で
あ
�

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
も
基
本
的
に
妥
当
に
、
経
済
理
論
上
の
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ブ
の
狭
小
化
の
危
険
が
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ま
た
こ
こ
で
も
批
判
の
相

対
化
が
考
慮
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ
。
と
に
か
く
、
一
方
で
は
エ
コ

ロ
ジ
ー
的
損
害
に
関
す
る
責
任
に
つ
い
て
の
法
律
内
部
的
議
論
が
、
そ
の
間

に
さ
ら
に
広
範
に
展
開
さ
れ
た
。
他
方
で
は
、
金
銭
化
不
可
能
な
財
貨
の
問

題
が
い
ず
れ
に
せ
よ
法
の
経
済
分
析
の
ド
イ
ツ
的
受
容
に
お
い
て
理
論
内
在

（　

）
２１る
」。

（　

）
２２る
」。
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的
に
テ
ー
マ
化
さ
れ
る
こ
と
が
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
�

　

し
か
し
な
が
ら
そ
の
際
、
数
量
化
・
金
銭
化
で
き
な
い
財
貨
の
側
面
に
関

し
て
、
規
範
的
観
点
か
ら
は
、
そ
し
て
特
に
リ
ス
ク
法
上
の
視
点
か
ら
は
、

特
に
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
問
題
以
外
の
こ
と
が
残
っ
て
い
る
。
リ
ス
ク
社

会
上
の
被
害
に
つ
い
て
は
、
人
格
性
、
自
律
お
よ
び
同
一
性
が
特
別
に
重
要

と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
人
格
的
リ
ス
ク
の
関
連
お
よ

び
つ
ま
り
結
局
は
文
化
的
リ
ス
ク
の
関
連
に
か
か
わ
る
。
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク

は
、
リ
ス
ク
社
会
の
リ
ス
ク
次
元
に
関
す
る
一
般
的
議
論
に
お
い
て
依
然
と

し
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
�

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
リ

ス
ク
の
考
慮
お
よ
び
描
写
は
、
法
の
（
こ
こ
で
は
人
格
権
の
）
経
済
分
析
に

お
い
て
も
欠
け
て
い
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
検
討
自
体
全
く
基
本
的
に

困
難
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
射
程
の
大
き
な
原
則
問
題
に
関
連
す
る
が
、

そ
れ
は
ま
さ
に
経
済
理
論
の
通
用
可
能
性
の
射
程
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
効

率
基
準
、
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
そ
し
て
市
場
関
連
性
は
、「
個
人
を
総
じ
て
第

一
に
そ
れ
自
体
と
し
て
構
成
し
う
る
」
よ
う
な
財
貨
、
つ
ま
り
ま
た
「
人
を
、

市
場
が
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
個
人
と
し
て
構
成
す
る
」
よ

う
な
財
貨
が
問
題
で
あ
る
分
野
で
限
界
に
ぶ
つ
か
る
。
人
格
性
お
よ
び
自
律

の
属
性
は
、
基
準
を
無
視
し
て
金
銭
の
言
語
に
翻
訳
せ
ざ
る
を
え
ず
、「
金
の

色
」
に
染
め
あ
げ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
同
様
に
、「
市
場
に
流
通
す
る
」
財

貨
も
、
機
能
を
無
視
し
て
市
場
の
思
考
関
連
ま
た
は
行
為
関
連
に
お
か
れ
ざ

る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
述
べ
ら
れ
た
人
格
的
な
お
よ
び
文
化
特
殊
的
な
発

展
す
る
領
域
が
、
特
に
世
界
規
模
に
拡
大
し
た
人
間
工
学
と
同
様
に
、
グ

（　

）
２３う
。

（　

）
２４が
、

ロ
ー
バ
ル
な
発
展
過
程
の
周
辺
か
ら
中
心
へ
と
関
連
す
る
と
い
う
前
提
の
下

で
は
、
経
済
分
析
の
理
論
デ
ザ
イ
ン
は
、
周
辺
的
の
み
な
ら
ず
、
中
心
的
方

法
に
お
い
て
影
響
を
受
け
る
。
市
場
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
意
に
な
ら
な
い
権
利
お

よ
び
限
界
が
市
場
理
論
上
の
把
握
の
原
則
の
例
外
を
リ
ス
ク
状
態
に
お
い
て

示
す
な
ら
ば
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
例
外
」
の
意
味
の
増
大
か
ら
、
経
済
分
析

の
い
わ
ゆ
る
「
原
則
」
の
限
界
が
帰
結
し
よ
う
。

　

�　

制
御
給
付
と
制
御
不
能
の
相
対
性

　

民
事
法
に
お
け
る
（
そ
し
て
他
の
法
分
野
で
も
）
リ
ス
ク
制
御
は
、
ま
と

め
る
と
、
制
御
給
付
と
制
御
不
能
の
相
対
性
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。

そ
こ
か
ら
、
誇
張
さ
れ
た
万
能
主
義
的
要
求
を
と
も
な
う
理
論
的
制
御
構
想

か
ら
一
定
の
距
離
を
お
く
こ
と
が
導
か
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
完

全
な
訣
別
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
制
御
問
題
の
モ
デ
ル
理
論
上
の
分
析
は
、

高
い
価
値
を
法
お
よ
び
法
律
学
の
自
己
評
価
に
関
し
て
有
す
る
。
そ
こ
か
ら

ま
た
、
個
々
で
批
判
的
問
題
と
対
峙
さ
せ
ら
れ
た
理
論
評
価
の
給
付
は
、
高

く
評
価
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
連
の
並
べ
ら
れ
た
経
験
知
と
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ク
、
法
的
な
リ
ス
ク
規
制
の
具
体
像
お
よ
び
領
域
特
殊
性
が
主
張

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
理
論
内
在
的
な
欠
陥
と
外
的
な
適
用
問
題
が
、
理
論
公

理
と
目
的
分
野
の
間
の
不
一
致
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た

主
張
さ
れ
る
の
は
、
法
的
制
御
の
理
論
は
現
実
関
連
的
で
あ
り
続
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
現
実
自
体
は
理
論
に
一
致
し
て
供
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ｃ　） 
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そ
こ
か
ら
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
基
礎
的
議
論
と
な
ら
ん
で
ま
た
法
的

な
規
定
（
無
）
権
限
の
経
験
知
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
。
特
に
、

個
々
の
領
域
に
固
有
の
実
効
性
に
つ
い
て
の
研
究
の
説
得
力
が
な
お
集
中
的

に
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。「
法
の
」
ま
た
は
「
私
法
の
」

制
御
能
力
の
か
わ
り
に
、
第
一
に
、
そ
の
つ
ど
ま
さ
に
、
契
約
法
、
責
任
法
、

会
社
法
、
競
争
法
、
手
続
法
等
が
問
題
で
あ
る
。
そ
の
次
に
、
更
な
る
差
異

化
が
避
け
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
責
任
法
「
一
律
の
」
効
率
の
か
わ
り
に
、

た
と
え
ば
製
造
物
責
任
、
環
境
責
任
、
医
事
責
任
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
責
任
、

ま
た
は
メ
デ
ィ
ア
責
任
の
効
率
が
議
論
に
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
方
向

付
け
の
個
別
的
精
度
は
、
理
論
的
な
補
助
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
な
が
ら
ま
た
理
論
の
実
質
に
反
作
用
も
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
理
論
構
成
と
現
実
問
題
の
間
の
・
と
き
に
少

な
か
ら
ぬ
距
離
を
縮
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

法
分
野
内
在
的
に
は
、
こ
の
見
方
に
寄
与
す
る
の
は
、
純
粋
な
私
法
に
よ

る
・
そ
し
て
そ
の
私
法
の
現
状
に
お
け
る
リ
ス
ク
制
御
が
問
題
で
は
な
く
、

む
し
ろ
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
・
発
展
に
対
し
て
開
か
れ
た
・
そ
し
て
動
的
な

私
法
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
規
範
的
お
よ
び
経
験
的
な
組
み

合
わ
せ
に
お
い
て
、
そ
し
て
相
互
に
切
り
離
さ
れ
ず
に
、
す
で
に
個
々
の
私

法
諸
分
野
（
契
約
法
、
不
法
行
為
法
、
企
業
法
、
そ
し
て
競
争
法
）
は
存
在

し
て
い
る
。
制
御
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
は
、
私
法
は
し
か
し
な
が
ら
ま

た
他
の
公
法
お
よ
び
刑
事
法
の
法
分
野
と
と
も
に
存
在
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
リ
ス
ク
議
論
を
一
瞥
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
以
下
の

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
法
の
調
整
力
ま
た
は
無
力
に
関
す
る
「
大
き
な

物
語
」
も
、
破
局
的
水
準
に
あ
る
全
体
的
な
「
大
き
な
リ
ス
ク
」
も
問
題
で

は
な
�

む
し
ろ
リ
ス
ク
あ
る
行
為
と
そ
の
帰
結
の
無
数
の
バ
リ
ア
ン
ト
の

規
範
実
務
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。　

�．

リ
ス
ク
私
法

１.

リ
ス
ク
制
御
と
法
益
保
護

　

�　

法
益
保
護
と
制
御
モ
デ
ル

　

私
法
は
、
特
定
の
一
部
「
古
典
的
」
な
保
護
利
益
や
法
益
を
指
向
す
る
と

い
う
、
ま
さ
に
「
古
典
的
」
方
法
で
、
特
に
際
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
所

有
権
お
よ
び
財
産
な
ら
び
に
完
全
性
お
よ
び
自
律
と
い
う
保
護
領
域
が
中
心

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
指
向
性
が
な
お
個
人
的
法
益
と
し
て
強
調
さ
れ
る
な
ら

ば
、
社
会
科
学
上
の
制
御
理
論
に
よ
れ
ば
「
時
代
お
く
れ
」
と
い
う
批
判
や
、

よ
り
悪
く
は
ま
っ
た
く
の
「
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
」
時
代
遅
れ
と
い
う
批
判

が
避
け
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
た
し
か
に
、
規
範
目
的
と
し
て

の
法
益
保
護
は
、
現
代
社
会
の
諸
条
件
の
下
で
、
多
く
の
点
で
「
旧
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
」
諸
条
件
よ
り
も
よ
り
著
し
く
問
題
を
か
か
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
連
す
る
問
題
は
、
こ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を

時
代
遅
れ
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
の
こ
と
か
ら
基
本
的
に
以
下
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
リ
ス

ク
に
関
連
す
る
事
柄
は
、
保
護
利
益
に
関
す
る
事
柄
や
、（
民
事
）
法
に
お
い

て
は
保
護
法
益
に
関
連
す
る
事
柄
を
含
意
す
る
。
い
か
な
る
利
益
が
、
い
か

（　

）
２５く
、

ａ　） 



ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ダ
ム
著
「
民
事
法
か
ら
み
た
法
的
リ
ス
ク
規
制
」（
増
田
） 

一
四
三
（　
　
　

）

一
四
三

な
る
水
準
で
、
い
か
な
る
手
段
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
リ
ス
ク
に
対
し
て
保

護
さ
れ
る
べ
き
か
？
こ
の
問
題
は
、
他
の
箇
所
で
す
で
に
検
討
さ
れ
た
（
そ

し
て
同
時
に
し
ば
し
ば
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
）
よ
う
な
、
リ
ス
ク
議
論
に

と
っ
て
重
要
な
リ
ス
ク
の
性
質
に
関
す
る
議
論
に
、
密
接
に
結
び
つ
く
。
そ

の
か
ぎ
り
で
問
題
で
あ
る
の
は
、
リ
ス
ク
の
保
護
利
益
特
殊
性
と
保
護
利
益

／
保
護
法
益
の
リ
ス
ク
特
殊
性
の
相
互
的
な
関
係
で
あ
る
。
法
益
保
護
と
は
、

リ
ス
ク
の
私
法
上
の
（
私
法
に
と
ど
ま
ら
な
い
が
）
処
理
を
、
私
法
の
基
礎

的
な
機
能
前
提
条
件
に
結
び
つ
け
る
た
め
の
、
伝
統
的
な
出
発
点
で
あ
る
。

保
護
法
益
の
カ
タ
ロ
グ
は
、
ま
さ
に
、
伝
統
的
な
私
法
の
規
定
評
価
（
た
と

え
ば
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
一
項
）
の
み
な
ら
ず
、
現
代
の
リ
ス
ク
法
の
規
定
評

価
（
製
造
物
責
任
法
、
薬
事
法
、
環
境
責
任
法
、
ま
た
は
遺
伝
子
工
学
法
に

明
ら
か
な
よ
う
に
）
を
も
構
成
す
�

潜
在
的
に
危
殆
化
さ
れ
た
権
利
お
よ

び
法
益
の
概
念
化
と
選
択
の
際
に
生
ず
る
の
は
、
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
だ
活
動

の
法
的
制
御
に
関
す
る
単
純
な
末
節
的
問
題
で
は
な
く
、
法
的
な
介
入
の
正

統
化
に
つ
い
て
の
基
本
問
題
で
あ
る
。
保
護
対
象
が
輪
郭
を
与
え
ら
れ
、
そ

の
う
え
に
規
範
目
的
と
答
責
範
囲
が
確
定
さ
れ
る
。
正
統
化
に
関
連
す
る
事

柄
は
、
憲
法
に
関
連
す
る
事
柄
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
、
法
律
上
の
保
護
利
益

カ
タ
ロ
グ
は
、
生
命
お
よ
び
健
康
、
自
由
お
よ
び
所
有
権
、
さ
ら
に
は
ま
た

尊
厳
お
よ
び
人
格
性
の
基
本
法
上
・
基
本
権
上
の
保
障
に
よ
っ
て
、
憲
法
に

関
連
す
る
事
柄
に
な
る
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
し
た
が
っ
て
ま
た
リ
ス
ク

議
論
に
お
い
て
も
、
私
法
上
、
刑
事
法
上
、
お
よ
び
公
法
上
の
観
点
か
ら
、

重
要
な
法
益
の
存
続
、
ま
た
は
そ
の
こ
と
に
関
連
し
た
「
正
常
な
存
続
」
ま

（　

）
２６る
。

た
は
そ
の
喪
失
が
テ
ー
マ
化
さ
れ
、
問
題
と
さ
れ
�

そ
れ
に
対
し
て
、
社

会
科
学
上
の
リ
ス
ク
研
究
の
関
心
は
、
現
在
、
よ
り
リ
ス
ク
決
定
お
よ
び
リ

ス
ク
決
定
者
の
政
策
的
、
経
済
的
、
お
よ
び
「
法
学
的
リ
ス
ク
」
に
向
け
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
当
然
な
が
ら
、
そ
の
中
心
的
規
範
的
位
置
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権

利
お
よ
び
法
益
と
は
、
財
貨
特
殊
的
な
リ
ス
ク
に
鑑
み
る
と
、
単
に
回
答
で

は
な
く
、
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
制
御
理
論
の
平
面

で
も
、
法
理
論
の
平
面
で
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
リ
ス
ク
議
論
お
よ
び
制
御

議
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
保
護
財
貨
／
法
益
へ
の
関
連
付
け
は
、
懐
疑
的

な
反
論
を
非
常
に
基
本
的
な
平
面
で
も
た
ら
す
。
つ
ま
り
、
法
益
概
念
へ
の

方
向
付
け
は
、
こ
の
間
に
時
代
遅
れ
の
「
実
体
化
」
と
し
て
、
そ
し
て
同
時

に
実
体
的
・
実
体
法
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
し
て
、
手
続
的
評
価
の
怒

り
を
招
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
手
続
的
評
価
は
、
第
一
に
リ
ス
ク
制

御
の
行
為
形
式
の
構
想
に
、
お
よ
び
リ
ス
ク
関
連
の
認
識
の
産
出
と
評
価
に

期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
手
続
的
評
価
の
怒
り
は
、
し
か
し
な

が
ら
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
法
益
保
護
へ
の
リ
ス
ク
制
御
の
方
向

付
け
は
、
リ
ス
ク
特
殊
的
な
組
織
構
造
お
よ
び
行
為
構
造
の
制
度
化
に
対
す

る
代
替
策
と
し
て
は
理
解
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
特
に
リ
ス

ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
照
準
を
あ
て
た
構
造
は
、
ま
す
ま
す
、
そ
し

て
基
本
的
に
、
あ
と
づ
け
可
能
な
根
拠
に
よ
っ
て
、
新
し
い
組
織
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
お
よ
び
行
為
の
形
態
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
ま
た
存
在
す

る
組
織
の
内
部
に
お
い
て
も
（
つ
ま
り
行
政
お
よ
び
企
業
の
平
面
で
も
）、
理

（　

）
２７る
。
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論
的
に
優
遇
さ
れ
、
法
政
策
的
に
宣
伝
さ
れ
、
そ
し
て
実
務
的
に
ま
す
ま
す

制
度
化
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
な
が
ら
、
法
益
に
か
か
わ
ら
な
い
リ

ス
ク
制
御
と
し
て
構
想
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ま
さ
に
―
―
ま
た

法
益
保
護
に
も
鑑
み
た
―
―
妥
当
な
制
御
モ
デ
ル
に
関
す
る
問
題
と
し
て
定

式
化
で
き
る
。
は
じ
め
て
こ
の
平
面
で
、
機
能
前
提
条
件
の
困
難
な
評
価
、

様
々
な
、
た
と
え
ば
実
体
的
、「
規
制
的
」、
そ
し
て
手
続
的
な
規
定
構
想
と

政
策
バ
リ
ア
ン
ト
の
間
の
課
題
配
分
お
よ
び
重
点
配
置
が
重
要
と
な
る
。

　

同
様
に
こ
の
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
側
面
に
か
か
わ
る
の
は
、
一
方
で
「
規

制
的
」
法
、「
介
入
主
義
的
」
法
、「
実
体
的
」
法
等
と
、
他
方
で
「
手
続
的
」

法
、「
再
帰
的
」
法
、「
自
省
的
」
法
等
の
間
の
諸
関
係
が
、
理
論
的
原
則
性

を
も
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
「
現
実
主
義
的
」
慎
重
さ
を
も
っ
て
取
り
組

ま
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
現
実
の
も
の
で
な
い
、
た
し
か

に
不
十
分
な
規
制
的
法
が
モ
デ
ル
理
論
的
に
「
う
ま
く
い
っ
た
」
手
続
化
と

対
峙
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
、
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
い
か
に
し
て
現
実
性

関
連
が
検
証
さ
れ
う
る
の
か
、
ど
こ
で
・
ま
さ
に
い
か
な
る
根
拠
か
ら
規
制

的
法
が
機
能
不
全
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
か
が
、
他
方
で
は
、
組
織

的
・
手
続
的
制
御
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
検
討
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
手
続
化

の
興
奮
に
幾
ば
く
か
の
水
を
さ
す
こ
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
理
解
に
由
来
す

る
。
つ
ま
り
、
行
為
制
御
的
手
だ
て
に
よ
る
制
御
は
、
直
接
的
な
目
的
指
向

的
制
御
と
比
較
し
て
も
、
同
じ
く
前
提
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解

に
由
来
す
る
。
つ
ま
り
、
環
境
関
連
企
業
法
の
観
点
か
ら
は
、
手
続
的
規
制

と
組
織
的
規
制
の
、
時
と
し
て
大
き
な
紛
争
の
危
険
性
が
、
お
よ
び
「
政
策

の
機
能
不
全
」、「
法
の
機
能
不
全
」、
ま
た
は
「
規
制
の
機
能
不
全
」
と
の
対

照
に
お
い
て
、「
再
帰
的
機
能
不
全
」
の
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
き

�
行
為

シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
手
続
化
の
失
敗
の
例
、
お
よ
び
審
議
会
形
式
で
集
約
さ

れ
た
専
門
的
見
解
に
よ
る
科
学
的
政
策
答
申
の
失
敗
に
つ
い
て
よ
く
提
起
さ

れ
る
訴
訟
の
例
と
い
っ
た
、
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
の
多
い
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

が
存
在
す
る
。
そ
の
訴
訟
は
、「
論
点
そ
ら
し
」、「
潜
在
的
バ
リ
ケ
ー
ド
」、

決
定
の
準
備
な
ら
ぬ
「
決
定
の
回
避
」
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
当
然
し
た

が
っ
て
ま
た
再
帰
的
法
の
論
者
に
よ
っ
て
も
容
認
さ
れ
る
の
は
、
新
し
い
法

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
一
般
化
に
つ
い
て
、
ま
た
同
じ
く
「
過
度
の
期
待
に
つ
い
て

警
告
が
」
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
と
も
か
く
、
法
の
・
異
別
な
も
の
に
よ
る
制
御
か
ら
自
己
制
御
に

よ
る
制
御
へ
の
転
換
は
、「
新
種
の
重
大
な
結
果
問
題
」
を
も
た
ら
し
、
そ
し

て
「
新
た
な
制
御
形
式
へ
の
法
の
ト
ー
タ
ル
な
置
き
換
え
」
で
は
な
く
、「
せ

い
ぜ
い
手
続
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
へ
の
法
的
制
御
の
重
点
移
動
」
が
問
題
と
な
る

で
あ
ろ
�

こ
の
要
求
の
相
対
性
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
、
再
帰

的
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
制
御
モ
デ
ル
の
高
い
価
値
は
争
わ
れ
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
特
に
認
識
に
関
す
る
不
明
瞭
性

の
分
野
お
よ
び
基
本
的
な
規
範
の
不
一
致
の
分
野
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

�　

拡
散
し
た
法
益
と
文
化
的
リ
ス
ク

　

第
二
の
、
法
理
論
上
の
平
面
で
は
、
リ
ス
ク
特
有
の
法
益
保
護
の
諸
問
題

（　

）
２８た
。

（　

）
２９う
。

ｂ　） 
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が
少
な
か
ら
ず
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、「
法
益
の
動
態

�
お
よ
び
「
法

益
の
拡
�

と
し
て
テ
ー
マ
化
さ
れ
る
。
第
一
の
側
面
は
、
伝
統
的
な
民
法

上
の
構
想
に
対
し
て
ま
す
ま
す
増
大
す
る
・
法
益
の
創
出
と
分
配
に
関
す
る

国
家
的
答
責
、
お
よ
び
こ
れ
ら
法
益
に
か
か
わ
る
リ
ス
ク
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

に
関
す
る
国
家
的
答
責
を
示
し
て
い
よ
う
。
第
二
の
「
拡
散
し
た
法
益
」
の

観
点
は
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
的
地
位
の
曖
昧
化
を
し
め
す
が
、
そ
の
よ
う

な
曖
昧
化
は
「
リ
ス
ク
社
会
に
お
け
る
法
益
保
護
」
に
際
し
て
ま
す
ま
す
増

大
す
る
。
こ
の
第
二
の
観
点
は
、
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
、
安
全
性
基

準
と
・
人
格
性
基
準
／
自
律
基
準
の
間
の
差
異
と
直
接
に
関
連
す
る
。
ま
さ

に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
保
護
の
限
界
付
け
の
意
味
に
お
け
る
・
法
益
の
拡

散
は
、
発
達
し
た
法
シ
ス
テ
ム
の
一
般
的
現
象
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
ま
さ
に
民
事
法
の
観
点
か
ら
は
、
す
で
に
古
典
的
権
利
／
法
益
の
境

界
の
曖
昧
化
が
確
認
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
所
有
権
の
場
合
で
の
、
輪
郭
の

は
っ
き
り
し
た
・
物
そ
れ
自
体
の
保
護
と
輪
郭
の
あ
い
ま
い
な
・
所
有
権
の

機
能
の
保
護
の
間
や
、
一
般
的
場
合
で
の
、
所
有
権
保
護
と
財
産
権
保
護
の

間
の
よ
う
に
。
こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
の
は
、
所
有
権
保
護
と
環
境
保
護
の

難
し
い
関
係
で
あ
る
。
そ
の
関
係
は
、
環
境
責
任
お
よ
び
遺
伝
子
工
学
責
任

の
所
有
権
中
心
性
に
よ
っ
て
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
エ
コ
ロ
ジ
ー

損
害
」
の
算
入
に
対
す
る
慎
重
さ
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
環
境
損
害
は
所
有
権
秩
序
の
外
側
に
、
主
要
に
は
ま
た
責
任
秩
序
の
外
側

に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
、「
自
然
生
態
系

自
体
が
『
法
益
』
に
」、
し
か
も
「
新
し
い
が
、
し
か
し
ほ
と
ん
ど
確
定
不
可

（　

）
３０化
」

（　

）
３１散
」

能
な
法
益
」
に
変
異
す
る
と
い
う
問
題
は
、
無
視
さ
れ
て
い
る
。

　

拡
散
し
た
法
益
の
中
心
的
部
分
を
代
表
す
る
の
は
、
ま
た
し
て
も
す
で
に

述
べ
ら
れ
た
人
間
工
学
の
諸
領
域
（
つ
ま
り
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
医
療
技

術
、
遺
伝
子
工
学
、
情
報
工
学
）
で
あ
る
。
憲
法
の
諸
規
定
や
、
特
に
私
法

の
よ
う
な
下
位
法
分
野
の
諸
規
定
に
お
い
て
も
重
要
な
の
は
、
主
に
は
（
憲

法
規
範
上
の
・
人
間
の
尊
厳
の
基
本
要
素
に
よ
っ
て
部
分
的
に
補
助
さ
れ
た
）

人
格
権
の
適
用
範
囲
と
制
御
能
力
で
あ
り
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
、
様
々
な
情

報
の
自
己
決
定
権
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
領
域
・
技
術
領
域
は
、

（
様
々
に
あ
ら
わ
れ
る
）
人
格
権
の
分
野
が
こ
の
間
に
非
常
に
膨
張
し
た
法
益

保
護
の
領
域
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
、
決
定
的
に
寄
与
し
て

き
た
。
リ
ス
ク
が
人
、
人
格
性
お
よ
び
自
律
の
憲
法
的
条
件
に
関
連
す
る
よ

う
な
諸
分
野
に
お
い
て
、
同
一
性
や
自
律
の
保
護
は
変
化
に
さ
ら
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
変
化
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
さ
ら
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

重
要
な
の
は
以
下
の
よ
う
な
観
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
リ
ス
ク
に
関
連
す
る

多
く
の
保
護
地
位
の
特
徴
は
、
伝
統
的
な
「
硬
い
」
法
益
と
は
対
照
的
な
、

拡
散
し
た
・「
や
わ
ら
か
い
」
法
益
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
脅

か
さ
れ
た
規
範
の
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
」
が
も
は
や
重
要
で
な
い
こ
と
を
示
す

な
ど
と
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
反
対
に
、
あ
る

意
味
で
は
伝
統
的
な
硬
い
法
益
の
「
反
物
質
」
で
あ
る
法
益
拡
散
は
、
社
会

や
法
の
中
心
的
発
展
傾
向
と
・
法
益
と
の
基
本
的
な
結
び
つ
き
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
結
び
つ
き
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
拡
散
の
広
範
な
諸
要
素
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
リ
ス
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ク
分
野
に
お
い
て
様
々
に
確
認
さ
れ
る
よ
う
な
、
個
人
的
法
益
と
集
団
的
法

益
の
交
錯
に
鑑
み
た
個
人
保
護
と
社
会
保
護
の
交
錯
に
よ
っ
て
、
強
調
さ
れ

る
。

　

た
し
か
に
、「
文
化
的
リ
ス
ク
」
や
そ
の
リ
ス
ク
に
か
か
わ
る
拡
散
し
た
法

益
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
「
文
化
的
リ
ス
ク
」
や

拡
散
し
た
法
益
と
い
っ
た
も
の
が
新
し
い
技
術
上
の
発
展
と
そ
の
帰
結
に
対

す
る
評
価
基
準
と
し
て
考
慮
に
値
す
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
ど
の
程
度
考
慮

に
値
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
さ
に
人
間
工
学
に
関
し
て

は
、
リ
ス
ク
次
元
の
「
過
大
評
価
」
に
よ
っ
て
「
古
典
的
法
益
」
と
は
別
の

も
の
、
ま
た
は
全
く
の
「
社
会
的
折
り
合
い
」
の
基
準
を
技
術
結
果
の
判
断

の
際
に
考
慮
す
る
こ
と
に
対
し
て
警
戒
さ
れ
て
い
�

し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
よ
う
な
警
戒
の
努
力
は
、
経
験
的
に
は
新
し
い
技
術
に
対
す
る
慣
化
効
果

に
よ
っ
て
、
社
会
的
に
は
社
会
的
な
道
徳
確
定
の
相
応
の
変
容
に
よ
っ
て
、

そ
し
て
規
範
的
に
は
新
し
い
技
術
上
の
選
択
肢
の
許
容
と
利
用
を
求
め
る
権

利
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
応
す
る
諸
問
題
は
ま
た
も

や
複
雑
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
は
検
討
で
き
な
い
。
あ
る
程
度
経
験
的

デ
ー
タ
と
し
て
確
実
で
あ
る
の
は
、「
日
常
化
と
慣
化
―
―
新
し
い
技
術
の
当

然
化
」
の
過
程
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
の
技
術
発
展
に
関
し
て
総
じ

て
当
て
は
ま
る
。
ひ
と
つ
の
新
し
い
デ
ー
タ
と
は
、
す
べ
て
の
質
的
な
評
価

以
前
に
、
少
な
く
と
も
発
展
過
程
お
よ
び
慣
化
過
程
の
ス
ピ
ー
ド
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
近
年
、
そ
し
て
ま
さ
に
今
、
遺
伝
子
工
学
お
よ
び
生
殖
技
術

が
到
達
し
た
曲
が
り
角
（
た
と
え
ば
生
殖
系
列
細
胞
遺
伝
子
治
療
、
そ
し
て

（　

）
３２る
。

特
に
人
ク
ロ
ー
ン
へ
の
展
望
を
も
っ
た
ク
ロ
ー
ン
）
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
新
し
い
技
術
が
展
開
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
間
に
ま
た
受

容
の
展
開
に
つ
い
て
の
理
論
、
つ
ま
り
、
以
前
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、

把
握
で
き
な
い
こ
と
、
受
容
で
き
な
い
こ
と
に
対
す
る
慣
化
の
あ
る
程
度
の

段
階
モ
デ
ル
も
展
開
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
恐
怖
／
憤
慨
を
と
も
な
う
拒
絶

―
―
た
だ
の
拒
絶
―
―
好
奇
心
の
喚
起
―
―
受
容
の
増
大
。
こ
こ
で
目
新
し

い
の
は
、
未
だ
経
験
的
平
面
で
は
あ
る
が
、
特
に
原
子
力
技
術
と
の
比
較
で

は
、
医
療
技
術
お
よ
び
生
命
技
術
に
お
い
て
は
学
問
的
お
よ
び
経
済
的
規
模

が
比
較
的
小
さ
い
こ
と
で
あ
る
。
小
さ
な
団
体
か
ら
小
規
模
企
業
、
個
別
研

究
所
お
よ
び
個
人
的
ア
ク
タ
ー
ま
で
、
は
、
ま
た
制
御
の
平
面
で
も
、
原
子

力
技
術
の
分
野
に
お
け
る
よ
う
な
大
き
な
次
元
を
持
つ
、
国
家
的
に
独
占
さ

れ
た
事
業
お
よ
び
組
織
と
は
異
な
っ
た
問
題
を
つ
き
つ
け
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
経
験
的
に
み
て
と
れ
る
慣
化
過
程
は
、
基

礎
に
あ
る
一
連
の
技
術
の
規
範
的
評
価
に
関
し
て
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
？
人
の
本
質
を
も
含
ん
だ
自
然
の
徹
底
的
な
改
造
に
対
し

て
、
い
っ
た
い
誰
が
許
可
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
自
然
哲
学
上
の
問
題

は
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
問
題
が
「
自
然
状
態
の
最
終
的
終
結
」
が
論
じ
ら

れ
る
よ
う
な
人
類
の
時
代
に
お
い
て
常
に
緊
急
に
提
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

と
し
て
も
、
法
律
家
に
と
っ
て
は
お
よ
そ
回
答
困
難
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
し

か
し
な
が
ら
、
規
範
的
に
は
、
つ
ま
り
法
的
な
技
術
制
御
お
よ
び
リ
ス
ク
制

御
の
際
に
決
定
さ
れ
る
の
は
、
い
か
な
る
保
護
利
益
お
よ
び
法
益
が
、
技
術

革
新
上
の
い
か
な
る
リ
ス
ク
に
対
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ



ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ダ
ム
著
「
民
事
法
か
ら
み
た
法
的
リ
ス
ク
規
制
」（
増
田
） 

一
四
七
（　
　
　

）

一
四
七

い
て
で
あ
る
。
実
際
上
、
こ
こ
で
特
に
人
間
工
学
、「
文
化
的
リ
ス
ク
」
に
か

か
わ
っ
て
挙
げ
ら
れ
る
規
範
的
な
諸
帰
結
に
関
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
技

術
発
展
の
「
社
会
的
折
り
合
い
」、「
憲
法
上
の
」、
ま
た
は
一
般
的
な
「
法
的

折
り
合
い
」
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
問
題
提
起
の
一
断
面
で
あ
る
。
す
で
に

こ
の
検
討
段
階
で
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
規
範
的
諸
側
面
の
考
慮
可
能
性
に

関
す
る
先
取
り
的
な
―
―
法
律
学
以
前
の
問
題
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
考
慮

可
能
な
法
お
よ
び
財
貨
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ

リ
ス
ク
過
程
お
よ
び
リ
ス
ク
創
出
シ
ス
テ
ム
の
制
御
可
能
性
と
同
様
に
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
こ
の
問
題
は
、
周
知
の
通
り
、
そ
し
て
す

で
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
対
立
的
に
論
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
折

り
合
い
、
憲
法
上
の
折
り
合
い
、
お
よ
び
法
的
折
り
合
い
の
基
準
は
、
一
方

で
は
中
心
的
評
価
基
準
と
し
て
考
え
ら
れ
、
他
方
で
は
す
で
に
考
慮
可
能
な

法
益
は
、「
古
典
的
な
」
カ
タ
ロ
グ
（
生
命
、
健
康
、
財
産
）
に
制
限
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
経
験
的
お
よ
び
規
範
的
示
唆
に
関
す
る
社
会
科
学
上
の
議
論
、
政

策
上
の
議
論
、
お
よ
び
法
律
学
上
の
議
論
は
、
社
会
的
お
よ
び
法
的
な
折
り

合
い
基
準
と
は
あ
る
程
度
不
可
分
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
い
ず
れ
に
せ
よ
、

相
対
的
に
で
は
あ
れ
、
事
実
性
と
規
範
性
の
差
異
、
お
よ
び
政
策
と
法
の
間

の
差
異
が
堅
持
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
リ
ス
ク
あ
る
技
術
の
（
憲
）
法
的

評
価
こ
そ
が
、
非
常
に
し
ば
し
ば
決
定
的
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
た
し
か
に

そ
の
評
価
は
、
超
国
家
的
な
結
合
や
、
独
立
し
た
経
済
や
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

資
本
市
場
に
鑑
み
て
、
技
術
制
御
お
よ
び
開
発
制
御
に
関
す
る
「
政
策
的
な

行
為
の
余
地
」
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
か
か
わ
ら

な

�
は
じ
め
か
ら
「
シ
ス
テ
ム
理
論
の
予
期
」
に
基
づ
い
て
、「
技
術
制
御

に
つ
い
て
の
い
か
な
る
認
識
可
能
な
余
地
も
」
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
し
て
し
た
が
っ
て
制
御
の
か
わ
り
に
、
代
替
的
に
「
発
展
の
ゲ
ー
ムSpiel

 
     

der
E

volution

     
        
」
に
参
加
す
る
こ
と
の
み
が
重
視
さ
れ
る
な
ら

�
む
し
ろ
考

慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
い
か
に
こ
の
よ
う
な
「
ゲ
ー
ム
」
が
し
ば
し

ば
ま
た
政
策
的
・
法
的
な
制
御
の
刺
激
を
経
験
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
刺
激
は
、
そ
の
刺
激
が
「
発
展
の
ゲ
ー
ム
」

に
お
い
て
傾
向
上
革
新
を
好
む
ア
ク
タ
ー
の
経
済
的
に
支
配
的
な
利
益
に
合

致
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
必
然
的
に
チ
ャ
ン
ス
に
満
ち
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
い
ず
れ
に
せ
よ
一
定
の
範
囲
で
規
範
的
手
法
の
ル
ー
ル
が
必
要
と
さ
れ

る
限
り
で
、
実
際
上
あ
い
ま
い
な
「
全
社
会
的
基
�

の
よ
う
な
も
の
が
直

接
に
考
慮
さ
れ
る
は
ず
は
な
く
、
む
し
ろ
法
的
基
準
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
限
り
で
、
特
に
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
諸

権
利
お
よ
び
諸
保
護
財
貨
は
特
別
の
地
位
を
獲
得
す
る
―
―
も
ち
ろ
ん
基
本

的
に
リ
ス
ク
予
測
の
す
べ
て
の
被
害
者
の
た
め
に
。
そ
の
際
、
特
に
人
間
工

学
お
よ
び
こ
こ
で
猛
烈
に
進
行
す
る
「
発
展
の
ゲ
ー
ム
」
に
お
い
て
は
、
基

準
の
論
議
は
決
し
て
終
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
新
し
い
段
階
に
直
面
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
関
連
で
は
も
は
や
、
社
会
的
対
応
お
よ
び
規
制
的

介
入
が
古
典
的
法
益
（
生
命
、
健
康
、
財
産
）
に
関
す
る
物
質
的
・
肉
体
的

結
果
に
強
固
に
制
限
さ
れ
、
規
範
構
造
お
よ
び
社
会
構
造
に
つ
い
て
の
よ
り

広
範
な
帰
結
が
依
然
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
な
ど
と
い
っ
た
理
解

か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
で
は
、
技
術
の
評

（　

）
３３い
。

（　

）
３４ば
、

（　

）
３５準
」
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価
に
鑑
み
て
「
文
化
的
財
貨
」
の
い
か
な
る
優
位
も
主
張
さ
れ
な
い
が
、
他

方
で
は
し
か
し
な
が
ら
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
拡
散
し
た
法
益
」
の
リ
ス
ク
制
御

の
基
準
と
し
て
の
基
本
的
な
考
慮
可
能
性
が
支
持
さ
れ
�

そ
の
リ
ス
ク
制

御
の
規
範
的
な
（
非
テ
ー
マ
化
で
は
な
い
）
テ
ー
マ
化
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

近
代
の
リ
ス
ク
状
況
お
よ
び
リ
ス
ク
制
御
に
関
し
て
、
適
切
な
基
準
線
が
い

ず
れ
に
せ
よ
基
本
的
に
確
保
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

�　

規
制
と
コ
ー
ド
化

　

最
後
に
、
法
益
の
拡
散
は
、
非
常
に
注
目
を
集
め
、
ま
た
驚
か
せ
た
も
の

の
、
あ
ま
り
説
得
的
で
は
な
か
っ
た
シ
ス
テ
ム
理
論
上
の
法
構
想
の
基
本
要

素
の
一
つ
に
関
連
す
る
。
つ
ま
り
、
法
／
不
法
の
二
元
コ
ー
ド
化
（
バ
イ
ナ

リ
コ
ー
ド
化
）
に
よ
る
法
の
外
見
上
の
決
定
性
で
あ
�

こ
れ
は
、
紛
争
事

例
に
お
い
て
、
一
方
の
み
が
権
利
を
有
し
、
他
方
は
結
局
不
法
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
と
い
う
結
果
を
と
も
な
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
よ
っ

て
、
近
代
法
の
中
心
で
発
展
し
て
き
た
多
く
の
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
い
く
つ
か
簡
潔
に
コ
メ
ン
ト
し
よ
う
。

　

第
一
に
、
法
益
の
拡
散
に
関
し
て
は
、
そ
の
拡
散
は
、
著
し
く
広
範
に
法

ま
た
は
不
法
と
い
う
「
標
示
」
を
妨
げ
、
そ
し
て
「
考
量
」
の
過
程
を
も
た

ら
す
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
ま
さ
に
強
調
さ
れ
た
人
格
権
に
つ
い
て
の
数

十
年
来
の
論
争
の
焦
点
に
存
在
す
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

実
際
そ
の
こ
と
は
、「
二
元
的
枠
組
み
の
脱
コ
ー
ド
化
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

民
事
法
か
ら
は
、「
二
元
的
」
で
は
な
く
、
相
対
的
に
段
階
化
さ
れ
た
コ
ー
ド

（　

）
３６る
。

ｃ　） 

（　

）
３７る
。

化
を
行
う
よ
う
な
、
さ
ら
に
多
く
の
例
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
い
つ

ま
ん
で
述
べ
る
と
、
以
下
の
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
自
体
複
雑
な
問
題
領
域
が
示

さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
中
心
的
な
「
コ
ー
ド
化
」
要
素
そ
れ
自
体
と
し
て
の

違
法
性
概
念
の
相
対
化
で
あ
�

ま
さ
に
リ
ス
ク
関
連
法
に
お
け
る
、
一
般

条
項
お
よ
び
不
明
瞭
法
概
念
の
意
義
役
割
。
そ
の
こ
と
や
、
ま
た
他
の
こ
と

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
、
相
手
方
の
部
分
的
勝
利
ま
た
は
部
分
的
敗
北
。
判
決

機
関
お
よ
び
司
法
判
決
部
局
の
手
詰
ま
り
状
態
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
法
／
不
法
の
「
二
元
的
な
」
枠
組
み
化
が
い
ず
れ
に
せ

よ
実
際
に
存
在
す
る
（
私
）
法
の
視
点
か
ら
は
極
め
て
図
式
的
す
ぎ
る
よ
う

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
法
／
不
法
の
二
元
コ
ー
ド
化
は
、
せ
い
ぜ
い
理

念
型
的
な
、
し
か
し
な
が
ら
事
実
に
対
す
る
法
シ
ス
テ
ム
の
対
格
部
の
指
摘

と
し
て
有
効
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
主
に
こ

の
理
論
構
想
か
ら
示
さ
れ
る
以
下
の
推
論
、
つ
ま
り
、
リ
ス
ク
処
理
は
、
結

局
専
ら
政
策
の
機
能
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て

は
「
無
理
な
要
求
」、
つ
ま
り
過
大
な
要
求
と
な
る
、
と
い
う
推
論
は
、
そ
の

根
拠
を
失
う
。
し
た
が
っ
て
、
リ
ス
ク
議
論
に
つ
い
て
は
、
分
析
的
な
差
異

化
と
経
験
的
な
差
異
化
の
区
別
を
一
般
的
に
見
の
が
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
結
果
が
想
起
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
二
元
コ
ー
ド
化
の
分
析
的
構
想

は
、「
し
か
し
な
が
ら
な
お
我
々
に
、
実
際
上
適
法
と
し
て
、
ま
た
は
違
法
と

し
て
定
義
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
何
も
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
」。
そ
し
て
、

さ
ら
に
は
、
司
法
的
な
決
定
の
現
実
に
お
け
る
、
様
々
な
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の

コ
ー
ド
（
文
化
シ
ス
テ
ム
、
経
済
的
考
慮
、
お
よ
び
政
策
的
権
力
関
係
）
の

（　

）
３８る
。
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混
合
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
関
連
に
お
い
て
ま
た
、
ま
た
以
下
の
印
象
が
さ

ら
に
検
討
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
法
益
の
す
べ
て
の
拡
散
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
法
益
保
護
の
強
化
か
ら
出
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
印

象
で
あ
る
。
こ
の
判
断
が
適
切
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
そ
の
限
り
で
、

こ
こ
か
ら
意
表
を
つ
く
転
換
と
し
て
、「
法
の
不
確
実
性
」
と
「
法
益
の
確
実

性
」
の
同
時
性
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。

２.

規
制
の
諸
領
域

　

よ
う
や
く
い
ま
や
、
以
下
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
民
事
法
の

制
御
給
付
は
、
い
き
な
り
に
は
分
析
も
前
提
も
で
き
ず
、
む
し
ろ
（
契
約
法

お
よ
び
責
任
法
、
人
法
お
よ
び
物
権
法
、
企
業
法
、
競
争
法
お
よ
び
カ
ル
テ

ル
法
の
よ
う
な
）
民
事
上
の
部
分
領
域
を
通
じ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
こ
で
は
た
だ
幾
つ
か
の
短
い
指
摘
が
上
の
領
域
に
つ
い
て
行
わ
れ

る
。
そ
の
際
注
意
を
惹
く
の
は
、
私
法
に
、
あ
ち
こ
ち
部
分
的
に
ま
さ
に
分

野
外
の
、
た
と
え
ば
公
法
上
お
よ
び
社
会
科
学
上
の
側
面
か
ら
、
リ
ス
ク
制

御
に
関
す
る
要
求
が
ま
す
ま
す
も
た
ら
さ
れ
、
同
時
に
ま
た
し
ば
し
ば
疑
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
概
括
的
な
言
明
と
し
て
措
い
て
お

こ
う
。
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
民
事
法
上
の
諸
分
野
の
概
観
に
よ
っ
て
、

ま
た
民
事
法
内
部
に
も
既
に
全
て
の
関
連
す
る
制
御
方
法
が
表
れ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
合
意
と
情
報
提
供
、

補
償
と
予
防
、
組
織
化
と
行
�
（　

）
３９為
。

　

�　

契
約
法

　

民
事
法
上
の
中
心
分
野
の
う
ち
、
契
約
法
は
、
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
新

し
い
リ
ス
ク
議
論
に
登
場
し
た
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
も
ち
ろ
ん
契
約
は
、

ま
さ
に
商
品
交
換
市
場
お
よ
び
財
産
関
連
の
リ
ス
ク
制
御
の
古
典
的
手
段
と

し
て
考
え
ら
れ
、
依
然
と
し
て
こ
の
役
割
で
テ
ー
マ
化
さ
れ
る
。
エ
コ
ロ

ジ
ー
お
よ
び
技
術
に
特
有
の
「
新
種
の
」
リ
ス
ク
状
態
に
は
、
契
約
法
は
、

は
じ
め
て
最
近
に
な
っ
て
対
応
し
て
き
た
。
契
約
の
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
化
」
と

し
て
の
こ
の
発
展
の
特
徴
づ
け
は
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
議
論
状
況
の
独
自
性
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
こ
の
特
徴
づ

け
は
、
契
約
法
学
者
の
視
点
か
ら
は
、
決
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
響
き
を
と
も

な
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
人
的
紛
争
へ
の
集
中
の
た
め
に
（
決
し
て

個
人
的
利
益
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
が
）、
全
く
適
切
で
あ
る
。

　
「
契
約
法
に
お
け
る
リ
ス
ク
決
定
の
際
の
・
社
会
的
保
護
に
関
連
し
た
規
範

形
成
過
程
」
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
、
被
害
者
の
観
点
か
ら
は
、（
契
約

当
事
者
の
）
契
約
内
リ
ス
ク
と
、（
第
三
者
お
よ
び
一
般
の
利
益
に
関
す
る
）

契
約
外
リ
ス
ク
の
間
が
区
別
さ
れ
、
リ
ス
ク
類
型
の
観
点
か
ら
は
、
周
知
の

リ
ス
ク
、
推
定
さ
れ
た
リ
ス
ク
、
お
よ
び
未
知
の
リ
ス
ク
の
間
が
区
別
さ
れ
、

契
約
類
型
に
関
し
て
は
、
個
人
的
契
約
と
多
数
者
間
の
契
約
、
消
費
者
契
約

と
企
業
間
契
約
の
間
が
区
別
さ
れ
る
。
民
法
学
者
は
、
た
と
え
ば
、
住
居
お

よ
び
環
境
の
有
害
物
質
、
健
康
を
危
殆
化
す
る
生
活
用
品
（
グ
リ
コ
ー
ル
入

り
ワ
イ
ン
、
放
射
能
汚
染
さ
れ
た
離
乳
食
、
鉛
や
硝
酸
塩
の
入
っ
た
飲
料
水
）

と
取
り
組
み
、
さ
ら
に
は
、
オ
イ
ル
損
害
、
騒
音
公
害
、
土
壌
汚
染
の
あ
る

ａ　） 
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不
動
産
、
お
よ
び
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
と
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

契
約
法
上
の
リ
ス
ク
処
理
の
規
範
的
平
面
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
は
、
履

行
法
・
給
付
法
、
契
約
上
の
情
報
提
供
義
務
お
よ
び
保
護
義
務
（
契
約
前
お

よ
び
契
約
後
の
時
期
を
含
む
）、
取
引
の
基
礎
に
あ
る
基
本
原
則
へ
の
契
約
適

合
、
そ
し
て
最
後
に
は
、
良
俗
違
反
お
よ
び
法
規
違
反
に
よ
る
民
法
上
の
取

引
禁
止
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
四
条
、
一
三
八
条
）
で
あ
�

主
に
関
連
す
る
契
約

類
型
は
、
売
買
契
約
、
雇
用
契
約
、
旅
行
契
約
、
お
よ
び
賃
貸
借
契
約
で
あ

る
。

　

リ
ス
ク
法
の
一
般
的
な
議
論
に
鑑
み
る
と
、
ま
た
契
約
法
の
意
義
は
、
合

理
的
な
疑
い
の
事
�

お
よ
び
限
界
値
の
状
�

よ
っ
て
も
強
調
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
リ
ス
ク
議
論
の
多
く
の
分
野
と
同
様
に
、
民
事
法
と
公
法
の
間

の
調
和
の
問
題
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

　

総
じ
て
、
こ
こ
で
わ
ず
か
に
示
さ
れ
た
規
範
的
処
理
に
関
す
る
問
題
に
際

し
て
は
、
契
約
概
念
お
よ
び
契
約
実
務
に
関
す
る
対
立
的
で
重
大
な
問
題
が

重
要
で
あ
り
、
そ
し
て
、
代
表
的
な
個
人
的
利
益
の
被
害
に
際
し
て
は
、
結

局
重
要
で
あ
る
の
は
、
個
人
の
利
益
の
み
で
は
な
い
。
社
会
的
な
リ
ス
ク
次

元
に
鑑
み
る
と
、
こ
こ
で
は
た
だ
な
お
（
大
な
り
小
な
り
）
焼
け
石
に
水
と

い
う
状
態
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
社
会
科
学
上
の
リ
ス
ク
議
論
の
枠
組
み
で

は
、
リ
ス
ク
制
御
の
概
念
的
な
ヒ
ッ
ト
作
の
宣
伝
者
は
、
契
約
法
上
の
小
宇

宙
を
一
瞥
し
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
印
象
を
残
し
て
い
な
い
。

（　

）
４０る
。

（　

）
４１例
、

（　

）
４２況
に

　

�　

責
任
法

　

責
任
法
が
テ
ー
マ
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
ま
た
リ
ス
ク
も
テ
ー
マ
化
さ
れ
る
。

私
法
の
他
の
中
心
分
野
と
比
類
な
い
ほ
ど
に
、
責
任
法
は
、
そ
の
発
展
に
お

い
て
そ
の
つ
ど
リ
ス
ク
の
処
理
と
馴
致
に
寄
り
添
っ
て
き
た
。
そ
の
際
、「
責

任
法
に
よ
る
リ
ス
ク
処
�

は
、
要
す
る
に
、
社
会
の
近
代
化
に
と
も
な
う
、

長
い
過
程
に
お
よ
ぶ
責
任
法
の
近
代
化
の
重
要
部
分
で
あ
る
。「
め
ざ
ま
し
い

適
応
過
程
お
よ
び
発
明
過
程
」
に
お
い
て
、
責
任
法
は
、　

世
紀
に
お
け
る

２０

徹
底
的
な
社
会
的
、
経
済
的
、
お
よ
び
技
術
的
な
変
容
に
対
応
し
て
き
�

た
し
か
に
、
こ
の
発
展
は
、
直
線
的
で
一
貫
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

多
く
の
躓
き
の
石
と
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
。
実
際
上
、
そ
し
て
最
終
的
に
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
発
効
時
に
過
去
の
も
の
と
な
り
、
法
典
と

し
て
は
時
代
遅
れ
で
あ
っ
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
不
法
行
為
法
の
基
礎
の
漸
進
的
な
修

正
で
あ
る
。
そ
の
中
心
的
意
義
は
、
伝
統
的
に
支
配
的
で
あ
っ
た
損
害
外
部

化
か
ら
の
、
不
法
行
為
法
を
通
じ
た
損
害
内
部
化
へ
の
広
範
な
方
向
転
換
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
損
害
内
部
化
は
、
結
局
、「
損
害
事
例
に
対
す
る
社
会
的

基
本
姿
勢
の
転
換
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
よ
り
以
前
の
産
業
社
会
が
、
特

に
事
業
を
行
う
市
場
資
本
家
の
行
為
自
由
に
、
ま
た
責
任
法
上
も
た
だ
基
礎

的
部
分
に
つ
い
て
だ
け
制
限
を
付
し
た
の
に
対
し
て
、
発
達
し
た
産
業
社
会

に
お
い
て
は
、
発
達
し
た
潜
在
的
リ
ス
ク
に
鑑
み
て
、
ま
す
ま
す
ま
た
責
任

法
上
の
自
由
の
制
限
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
過
程
は
、
責
任
法
の
二
つ
の

軌
道
に
お
い
て
生
じ
た
。
つ
ま
り
、
過
失
責
任
の
分
野
と
危
険
責
任
の
分
野

に
お
い
て
で
あ
る
。
第
一
の
分
野
に
お
い
て
は
、
過
責
概
念
／
過
失
概
念
の

ｂ　） 

（　

）
４３理
」

（　

）
４４た
。
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五
一

客
観
化
、
事
業
者
の
社
会
生
活
上
の
義
務V

erkehrspflichten

 
                

の
独
立
を
含

む
不
法
行
為
上
の
社
会
生
活
上
の
義
務
の
拡
張
的
発
展
、
そ
し
て
、
関
連
す

る
法
益
カ
タ
ロ
グ
の
拡
張
が
中
心
的
で
あ
る
。
結
局
、
そ
の
間
に
、
す
で
に

不
法
行
為
法
上
の
平
面
に
（
し
か
し
な
が
ら
こ
の
箇
所
の
み
で
は
な
い
が
）、

多
数
の
制
御
要
素
が
機
能
し
て
お
り
、
特
に
、
組
織
上
の
義
務
、
お
よ
び
情

報
提
供
上
の
義
務
の
形
態
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
、
組
織
義
務
、
製
造
物
監

視
義
務
、
情
報
提
供
義
務
の
形
態
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
関
連
に

お
い
て
、
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
民
事
法
は
、
今
日
基
本
的
に
、

そ
し
て
ま
す
ま
す
、
情
報
提
供
法
、
そ
し
て
、
責
任
法
は
、
情
報
提
供
責
任

法
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
不
作
為
の
、
不
十
分
な
、

ま
た
は
不
適
切
な
、
特
に
し
か
し
な
が
ら
リ
ス
ク
に
関
連
し
た
情
報
提
供
に

関
連
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
の
、
危
険
責
任
の
軌
道
は
、「『
リ
ス
ク
社
会
』
に
お
け
る
代
表
的
な

責
任
�

と
し
て
、
周
知
の
と
お
り
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
て
い
る
。
製
造
物
責

任
お
よ
び
医
薬
品
責
任
、
水
域
責
任
、
原
子
力
責
任
、
環
境
責
任
、
お
よ
び

遺
伝
子
工
学
責
任
は
、「
新
し
い
責
任
法
」
の
同
盟
に
一
体
的
に
成
長
し
、
そ

の
同
盟
は
、「
リ
ス
ク
を
と
も
な
う
生
活
の
補
償
」
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
て

き
た
。
そ
の
補
償
は
、
事
故
、
違
法
な
通
常
操
業
お
よ
び
適
法
な
通
常
操
業

に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
問
題
を
投
げ
か
け
る
。
そ
し
て
、
そ
の
同

盟
は
、
正
統
性
お
よ
び
効
果
に
関
し
て
検
討
さ
れ
、
そ
し
て
、
た
し
か
に
そ

の
特
別
の
効
果
お
よ
び
そ
の
限
界
に
関
し
て
も
、
そ
し
て
ま
た
、
伝
統
的
な

不
法
行
為
責
任
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
検
討
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
関

（　

）
４５法
」

係
は
、
決
し
て
「
新
し
い
」
危
険
責
任
に
よ
る
「
古
い
」
不
法
行
為
責
任
の

交
代
の
一
般
的
過
程
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆

に
、
多
く
の
分
野
に
お
い
て
、
全
く
も
は
や
そ
れ
ほ
ど
伝
統
的
で
は
な
い
不

法
行
為
法
の
支
配
の
際
に
は
、
不
法
行
為
上
の
責
任
法
に
お
け
る
革
新
志
向

の
裁
判
官
の
積
極
主
義
に
、
お
よ
び
危
険
責
任
の
保
護
の
欠
落
に
立
ち
戻
さ

れ
る
と
い
う
状
況
が
続
い
て
い
る
。

　

総
じ
て
、
そ
の
間
に
、
不
法
行
為
責
任
・
危
険
責
任
に
よ
る
リ
ス
ク
政
策
、

保
険
に
よ
る
そ
れ
、
お
よ
び
公
法
上
の
安
全
法
・
技
術
法
に
よ
る
そ
れ
の
分

業
が
出
発
点
と
さ
れ
る
。
相
互
の
調
整
は
、
複
雑
で
、
部
分
的
に
矛
盾
し
て

い
る
。
責
任
と
保
険
の
間
の
関
係
に
お
い
て
は
、
後
者
は
、
損
害
分
散
を
通

じ
て
、
一
方
で
加
害
者
の
破
産
の
リ
ス
ク
か
ら
の
被
害
者
の
保
護
を
も
た
ら

す
。
保
険
は
、
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
問
題
あ
る
責
任
法

の
予
防
機
能
を
疑
わ
し
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
問
題
は
、
特
に
、
法
と
経
済

学
に
お
け
る
特
別
の
議
論
の
対
象
で
あ
る
。
予
防
問
題
の
重
要
な
意
義
に
鑑

み
る
と
、
責
任
法
の
「
古
典
的
な
」
補
償
機
能
は
、
取
る
に
足
ら
な
い
も
の

に
再
び
切
り
詰
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
責
任
法
上

の
予
防
機
能
を
一
律
に
想
定
し
た
り
、
否
定
し
た
り
す
る
べ
き
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
特
別
の
議
論
に
お
い
て
、
責
任
法
と
リ
ス
ク
行
政
関
連

の
公
法
の
関
係
が
扱
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
民
事
責
任
法
は
、
保
護
重
視
の

分
業
の
観
点
の
下
で
、
広
範
な
独
立
性
を
有
す
る
。
た
し
か
に
、
ま
た
こ
の

地
位
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
そ
の
際
、
特
に
問
題
と
な
る
の
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一
五
二

は
、
施
設
認
可
や
限
界
値
設
定
の
よ
う
な
公
法
上
の
基
準
値
の
拘
束
力
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
拘
束
は
、
民
事
法
か
ら
は
い
ず
れ
に
せ
よ
硬
直
し
た
関
連

付
け
と
し
て
拒
絶
さ
れ
�

そ
の
か
わ
り
に
、
被
害
者
保
護
の
た
め
に
各
法

分
野
の
秩
序
に
相
対
的
な
自
律
を
認
め
る
、
柔
軟
な
調
整
の
構
想
に
賛
意
が

示
さ
れ
る
。
そ
の
基
本
姿
勢
は
、
責
任
法
の
中
心
で
活
躍
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
裁

判
官
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
事
業
者
に
と
っ
て
の
最
優
先
事
項

は
、
自
ら
の
責
任
で
事
業
の
具
体
的
・
場
所
的
な
諸
関
係
に
お
け
る
有
害
性

に
関
す
る
環
境
影
響
を
調
査
し
、
監
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
許
可
当
局
の
決

定
は
、
そ
の
役
割
と
可
能
性
の
限
度
で
信
頼
を
担
保
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と

が
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
…
し
た
が
っ
て
、
汚
染
者
が
具
体
的
状
況
に

お
い
て
限
界
値
の
適
合
性
に
つ
い
て
具
体
的
な
疑
い
を
有
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
汚
染
者
に
対
し
て
、
汚
染
経
路
の
有
害
性

の
限
界
値
を
確
認
・
評
価
す
る
た
め
の
大
き
な
努
力
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
疑
い
の
際
に
は
、
事
業
者
は
、
監
視
義
務
お
よ
び
科
学
技

術
を
前
進
さ
せ
る
義
務
に
、
迅
速
に
反
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
�

判
例
は
、

た
と
え
ば
最
近
明
ら
か
に
さ
れ
た
環
境
責
任
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
基
本
判
例

に
お
い
て
、
こ
の
原
則
を
導
入
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「T

A
-Luft

 
 
     

（
大
気
汚
染
防
止
技
術
指
針
）
の
汚
染
限
界
値
の
遵
守
は
、
被
告
（
ラ
ッ
カ
ー

施
設
の
操
業
者
、R

.D
.

 
   
 
）
を
た
し
か
に
適
法
に
過
責
の
非
難
か
ら
免
責
し
う

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
別
な
状
況
に
お
い
て
、T

A
-Luft

 
 
     
の
値
を
遵
守
し
て

も
、
具
体
的
場
合
に
お
い
て
、
許
さ
れ
な
い
汚
染
を
回
避
す
る
の
に
十
分
で

な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
疑
い
が
被
告
に
か
け
ら
れ
る
場
合
に
は
、
異
な
っ
た

（　

）
４６る
。

（　

）
４７い
」。

判
断
が
下
さ
れ
る
で
あ
ろ
�

　

さ
ら
に
、
証
拠
法
の
問
題
は
、
製
造
物
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
お
よ
び
技
術
関

連
の
リ
ス
ク
の
民
事
法
上
の
処
理
に
関
し
て
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た

そ
れ
に
つ
い
て
も
、
最
高
裁
の
判
決
は
、
有
害
物
質
汚
染
を
生
ず
る
施
設
に

つ
い
て
も
、
そ
の
間
の
事
業
者
に
好
意
的
な
下
級
審
判
決
に
つ
い
て
も
、
証

拠
法
上
の
規
範
化
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
不
法

行
為
法
上
の
環
境
責
任
に
関
し
て
も
、
環
境
危
険
責
任
に
関
し
て
も
当
て
は

ま
�

そ
し
て
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
拡
が
り
を
も
っ
た
特
別
の
議
論

に
関
係
す
る
。
中
心
に
存
在
す
る
の
は
、
ま
た
し
て
も
、
裁
判
上
お
よ
び
立

法
上
構
想
さ
れ
る
、
義
務
お
よ
び
因
果
関
係
の
平
面
に
お
け
る
証
明
度
の
軽

減
の
正
統
性
お
よ
び
効
果
で
あ
る
。
そ
の
構
想
の
規
範
上
お
よ
び
経
験
上
の

射
程
は
、
ま
た
国
際
的
比
較
に
お
い
て
も
、
最
終
的
に
は
計
測
さ
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
こ
で
も
、
証
明
軽
減
の
道
具
の
機
能
に
つ
い
て
、
一

律
に
肯
定
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
思
い
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。　

　

�　

企
業
法

　

主
体
の
平
面
で
は
、
特
に
、
製
造
物
、
環
境
、
お
よ
び
技
術
に
関
す
る
規

制
の
中
心
分
野
に
お
い
て
主
に
問
題
に
な
る
の
は
、
企
業
に
よ
る
リ
ス
ク
処

理
お
よ
び
リ
ス
ク
に
対
す
る
責
任
で
あ
る
。
制
御
の
観
点
か
ら
は
、
こ
こ
で

は
い
ず
れ
に
せ
よ
二
つ
の
バ
リ
ア
ン
ト
に
お
い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
企
業
の
制
御
を
通
じ
て
外
部
的
な
規
制
を
行
う
リ
ス
ク
制
御
、
お

よ
び
、
企
業
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
企
業
内
で
内
部
的
に
自
己
規
制
を
行
う

（　

）
４８う
」。

（　

）
４９る
。

ｃ　） 
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一
五
三

リ
ス
ク
制
御
で
あ
る
。
法
的
に
主
導
権
を
と
っ
て
い
る
リ
ス
ク
自
己
規
制
の

混
合
形
態
は
、
全
く
新
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
特

に
時
宜
に
適
っ
て
い
る
。
規
範
の
平
面
で
は
、
こ
こ
で
は
、
総
じ
て
、
法
分

野
特
殊
的
に
制
限
さ
れ
た
こ
と
が
検
討
対
象
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
こ
こ
で
は
、
伝
統
的
な
法
形
式
上
特
定
さ
れ
た
会
社
法
で
は
な
く
、
非
特

定
的
な
広
範
な
意
味
に
お
け
る
「
企
業
法
」
が
検
討
対
象
と
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
一
方
で
は
組
織
法
と
一
般
的
な
民
事
法
（
特
に
契
約
法
お
よ
び
責

任
法
）
の
深
い
結
び
つ
き
が
、
そ
し
て
他
方
で
は
同
じ
く
組
織
法
と
経
済
法

（
た
と
え
ば
資
本
市
場
法
お
よ
び
競
争
法
）
の
深
い
結
び
つ
き
が
注
目
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
関
連
す
る
重
要
論
点
は
、
た
と
え
ば
、
契
約
、
準
契
約
、
ま
た
は

不
法
行
為
の
諸
制
度
に
基
づ
き
、
ま
た
そ
れ
ら
と
関
連
し
た
多
様
な
組
織
責

任
法
お
よ
び
企
業
責
任
法
の
責
任
法
上
の
発
展
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た

と
え
ば
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
責
任
お
よ
び
企
業
役
員
自
身
の
責
任
に
関
し
て
あ
て

は
ま
る
。
こ
こ
で
は
、「
支
配
率
」
や
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
責
任
の
よ
う
な
企
業
法

特
有
の
道
具
が
も
ち
い
ら
れ
る
。
ま
さ
に
こ
の
関
連
に
お
い
て
、
一
方
で
は
、

一
般
的
な
責
任
厳
格
化
の
傾
向
と
、
他
方
で
は
、
法
人
お
よ
び
コ
ン
ツ
ェ
ル

ン
形
成
と
い
っ
た
一
定
の
法
形
式
の
導
入
を
通
じ
た
会
社
法
上
の
責
任
制
限

の
試
み
と
い
う
、
注
目
す
べ
き
逆
方
向
の
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
お
け
る
製
造
物
責
任
お
よ
び
環
境
責
任
に
関
し
て
、「
責
任

分
割
」
を
通
じ
た
責
任
制
限
の
戦
略
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
恒
常
的

に
厳
格
化
す
る
役
務
責
任
に
も
法
形
式
を
通
じ
た
責
任
制
限
の
傾
向
が
み
ら

れ
る
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
簡
単
に
示
唆
さ
れ
た
複
雑
な
法
発
展
は
、
企
業
に
お
い

て
束
ね
ら
れ
た
、
企
業
の
代
表
、
組
織
の
代
表
、
持
分
権
者
、
債
権
者
、
被

用
者
、
お
よ
び
一
般
人
の
複
雑
な
利
益
の
網
目
を
反
映
す
る
。
そ
こ
で
の
代

表
的
な
利
益
お
よ
び
利
益
主
体
は
、
も
ち
ろ
ん
固
有
の
そ
し
て
多
様
に
絡
み

合
う
リ
ス
ク
関
連
を
有
す
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況

の
複
雑
性
は
、
リ
ス
ク
制
御
と
し
て
の
企
業
制
御
の
平
面
な
ら
び
に
企
業
に

よ
る
／
企
業
に
お
け
る
リ
ス
ク
制
御
の
平
面
で
は
、
単
純
な
制
御
装
置
に

よ
っ
て
は
対
処
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
法
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
か
ら
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
会
社
法
お
よ
び
企
業
法
は
、

す
で
に
早
く
か
ら
、
私
的
自
治
的
な
自
己
制
御
と
公
法
上
の
制
御
、
任
意
法

規
と
強
行
法
規
、
内
部
的
な
企
業
制
御
と
外
部
的
な
企
業
制
御
、
お
よ
び
実

体
的
な
企
業
制
御
と
手
続
的
な
企
業
制
御
の
間
の
稜
線
を
歩
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
実
際
上
の
発
展
は
、
む
し
ろ
、
手
段
の
混
合
傾
向
の
強
化
に

よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
規
制
と
規
制
緩
和
の
間
の
景
気

政
策
の
方
針
お
よ
び
特
異
な
問
題
の
発
生
が
重
点
設
定
の
細
か
な
修
正
を
も

た
ら
す
と
い
う
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
切
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景

か
ら
、
規
制
的
介
入
と
規
制
緩
和
的
自
由
放
任
の
並
行
、
企
業
行
動
に
関
す

る
実
体
的
準
則
と
企
業
構
造
に
関
す
る
手
続
的
準
則
の
並
行
が
も
た
ら
さ
れ

る
。
内
部
的
な
義
務
と
、
行
為
構
造
お
よ
び
組
織
構
造
は
、
二
者
択
一
的
な

規
制
と
し
て
で
は
な
く
、
規
制
の
両
輪
と
し
て
導
入
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に

対
応
し
て
、
環
境
法
お
よ
び
遺
伝
子
工
学
法
は
、
企
業
に
関
連
し
た
行
為
基

準
も
、
そ
し
て
ま
た
企
業
組
織
基
準
を
も
指
し
示
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
発
展
状
況
に
鑑
み
る
な
ら
、
市
場
と
国
家
の
単
純
な
対
置
は

幾
分
粗
雑
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
立
法
者
に
よ
る
中
心
的
な
制
御
と
、
私
的

自
治
お
よ
び
民
事
裁
判
の
補
助
に
よ
る
補
助
的
な
解
決
は
、
と
も
に
並
ん
で

機
能
す
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
も
、
規
制
的
介
入
は
、
特
別
の

根
拠
付
け
の
強
制
の
下
で
存
在
し
、
そ
し
て
、
手
続
的
な
企
業
法
の
構
想
は
、

高
い
価
値
を
有
す
る
。
他
方
で
、
企
業
法
実
務
に
関
し
て
は
、
当
然
な
が
ら
、

「
構
造
的
な
組
織
の
機
能
不
全
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
容
易
に
み
て
と
れ
る
市

場
の
機
能
不
全
の
分
野
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
特
に
企
業
関

連
の
情
報
収
集
の
中
心
的
分
野
が
関
連
し
、
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、
企
業
内

部
お
よ
び
企
業
周
辺
の
一
部
で
は
特
徴
的
な
情
報
不
均
衡
の
問
題
も
関
連
す

る
。
そ
れ
ら
問
題
の
規
制
的
な
処
理
は
、
効
率
の
観
点
か
ら
も
公
正
の
観
点

か
ら
も
も
た
ら
さ
れ
る
。

�．

制
御
戦
略
の
補
充
性
お
よ
び
組
み
合
わ
せ

　

民
事
法
の
視
点
か
ら
み
た
リ
ス
ク
規
制
に
つ
い
て
簡
潔
に
要
約
す
る
と
、

そ
の
規
制
手
段
は
多
様
で
あ
り
、
か
つ
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
調
と
し
て
は
「
過
度
に
一
般
化
さ
れ
た
」
代
替

策
・
選
択
肢
に
対
す
る
懐
疑
的
評
価
が
下
さ
れ
る
し
、
問
題
状
況
に
応
じ

た
・
様
々
な
規
制
手
段
の
組
み
合
わ
せ
的
・
補
充
的
な
使
用
と
い
う
戦
略
の

優
位
性
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
様
々
な
規
制
の
平
面
が
考
慮
さ
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
民
事
法
の
視
点
か
ら
は
、
す
で
に
私
法
、
刑
事
法
、
お
よ
び
公
法

の
諸
関
係
に
関
し
て
あ
て
は
ま
る
。
近
代
社
会
は
、
ま
っ
た
く
の
「
リ
ス
ク

社
会
」
で
は
な
い
し
、
同
様
に
ま
っ
た
く
の
「
私
法
社
会
」
で
も
、
あ
る
い

は
公
法
社
会
・
行
政
社
会
で
も
な
�

同
じ
こ
と
は
、
民
事
法
の
内
部
で
も
、

契
約
法
、
責
任
法
、
企
業
法
、
お
よ
び
そ
の
他
の
法
分
野
の
間
の
組
み
合
わ

せ
的
諸
関
係
や
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
の
諸
分
野
の
よ
り
具
体
的
な
道
具
に
関

し
て
も
あ
て
は
ま
る
。
た
と
え
ば
、
責
任
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
さ
し
あ

た
り
過
責
責
任
／
過
失
責
任
と
危
険
責
任
の
併
用
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
同
様
の
こ
と
は
、
民
事
責
任
を
通
じ
た
損
害
転
嫁
と
、
保
険
を
通
じ
た

損
害
分
散
の
関
係
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
民
事
法
に
お
い
て

は
、
補
償
と
予
防
、
同
意
と
情
報
提
供
、
お
よ
び
組
織
と
行
為
と
い
っ
た
制

御
要
素
は
、
選
択
的
・
代
替
的
に
で
は
な
く
、
累
積
的
・
補
充
的
に
用
い
ら

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
マ
ク
ロ
な
平
面
の
リ
ス
ク
論
議
お
よ
び
制
御
論
議

に
も
通
じ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
制
御
構
想
の
極
め
て
分
派
的
な
理
解
か
ら
出
発

す
る
こ
と
、
特
に
、
一
方
で
規
制
的
・
介
入
主
義
的
法
、
他
方
で
再
帰
的

（
自
省
的
）
法
、
手
続
的
法
の
ど
ち
ら
か
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
民

事
法
上
の
観
点
か
ら
は
適
切
で
は
な
い
。
こ
の
見
方
は
、
そ
れ
ら
制
御
理
論

上
の
基
本
構
想
が
そ
れ
ぞ
れ
継
続
的
で
知
覚
可
能
な
欠
陥
を
有
す
る
こ
と
を

踏
ま
え
て
、
そ
れ
ら
構
想
の
そ
れ
ぞ
れ
継
続
的
な
「
学
習
の
必
要
性
」
を
知

覚
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
規
制
的
責
任
法
へ
の
不
適
当
な

陶
酔
は
、
再
帰
性
と
手
続
化
の
極
め
て
楽
観
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に

よ
っ
て
は
、
お
よ
そ
適
切
に
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
評
価

は
、
た
し
か
に
一
般
的
な
意
義
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
特
に
、
従
来

（　

）
５０い
。
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の
法
構
想
お
よ
び
制
御
構
想
を
十
分
に
発
展
さ
せ
る
必
要
性
を
示
す
も
の
で

も
あ
る
。
そ
れ
ら
構
想
の
モ
デ
ル
理
論
上
の
か
た
ち
は
、
し
か
し
な
が
ら
そ

れ
ら
の
経
験
的
な
形
態
と
同
一
視
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
委
員
会
等
の
制
度

化
、
交
渉
シ
ス
テ
ム
と
法
的
手
続
の
制
度
化
、
鑑
定
委
員
会
と
調
停
委
員
会

の
制
度
化
な
ど
、
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
科
学
と

経
済
、
市
民
的
公
共
性
と
被
害
者
の
利
益
を
考
慮
し
た
「
規
範
を
用
意
す
る

た
め
の
」
議
論
お
よ
び
規
範
を
検
証
す
る
た
め
の
議
論
は
、
リ
ス
ク
社
会
に

お
け
る
ま
さ
に
中
心
的
な
検
討
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う

な
議
論
の
経
験
知
に
つ
い
て
は
、「
多
弁
な
グ
ル
ー
プ
」
内
の
「
対
話
的
お
飾

り
」
に
変
質
す
る
危
険
性
が
、
常
に
自
ら
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
た
し
か
に
、
関
連
す
る
交
渉
シ
ス
テ
ム
、
組
織
の
構
成
等

の
失
敗
例
が
参
考
に
な
る
。
ま
た
同
時
に
、「
社
会
的
な
答
責
」
に
向
け
た
対

話
的
組
織
と
、
単
な
る
「
民
法
の
個
人
へ
の
帰
属
」
の
代
替
的
対
照
も
、
単

に
相
対
的
な
根
拠
の
ひ
と
つ
に
と
ど
ま
る
。

　

リ
ス
ク
制
御
の
経
験
知
と
領
域
特
殊
性
に
鑑
み
る
と
、「
相
互
に
排
他
的
な

構
想
」
で
は
な
く
、「
政
策
的
な
危
険
予
防
」
と
「
社
会
的
な
リ
ス
ク
甘
受
」

と
い
う
「
相
補
的
な
戦
略
要
素
」
が
、
基
本
的
に
説
得
力
を
も
っ
て
提
示
さ

れ
る
。
そ
の
主
張
は
、
二
つ
の
要
素
の
「
組
み
合
わ
せ
」
と
相
互
的
な
「
最

適
化
」
を
強
調
し
つ
つ
、
以
下
の
状
況
に
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
手
続

お
よ
び
自
己
制
御
に
よ
る
最
適
化
は
、
リ
ス
ク
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
い

ず
れ
に
せ
よ
ド
イ
ツ
お
よ
び
似
た
状
況
に
あ
る
諸
国
で
は
、
重
要
分
野
の
長

い
法
化
プ
ロ
セ
ス
の
後
で
、
は
じ
め
て
介
入
主
義
的
基
本
規
制
の
土
台
の
上

に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
、
と
い

う
状
況
に
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
リ
ス
ク
制
御
の
「
大
き
な
物
語
」
と
い

え
ど
も
、
領
域
特
殊
的
な
リ
ス
ク
の
経
験
的
な
小
宇
宙
を
完
全
に
圧
倒
す
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
解
に
資
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
リ
ス
ク

社
会
の
そ
の
よ
う
な
経
験
知
、
お
よ
び
、
と
り
う
る
規
制
手
段
の
相
対
性
の

経
験
知
に
は
、「
一
般
的
な
困
難
や
、
制
御
の
不
十
分
さ
に
つ
い
て
の
経
験
的

状
況
を
考
慮
す
る
と
制
御
楽
観
主
義
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ま
た
理

論
技
術
的
に
主
張
さ
れ
る
恒
常
的
な
制
御
悲
観
主
義
を
と
る
こ
と
も
で
き
な

い
」
と
い
う
評
価
が
あ
て
は
ま
�

注（
１
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た
と
え
ば
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
福
井
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を
手
が
か
り
に
し
て
」
九

大
法
学
七
二
号
（
一
九
九
六
年
）、
同
「
リ
ス
ク
社
会
の
紛
争
と
法
―
―
紛
争
解

決
の
構
造
転
換
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
阪
大
法
学
五
四
巻
六
号
四
七
頁
（
二
〇
〇

五
年
））、
下
山
憲
治
「
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
リ
ス
ク
管
理
手
法
研
究
序
説
」

行
政
社
会
論
集
一
五
巻
一
号
三
七
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、
同
「
不
確
実
性
の
条
件

下
に
お
け
る
行
政
決
定
の
法
的
制
御
に
関
す
る
一
考
察
―
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
リ

ス
ク
制
御
の
理
論
的
分
析
を
中
心
に
し
て
―
―
」
行
政
社
会
論
集
一
七
巻
三
号
一

頁
（
二
〇
〇
五
年
）

（
２
）　

本
稿
で
紹
介
す
る
ダ
ム
教
授
の
議
論
の
他
に
、
た
と
え
ば
、
以
下
の
文
献
を
参

照
。K

öck,R
isikoregulierung

und
P

rivatre
 
      
                             cht.

    　

eine
einführende

                 

Problem
skizze,in;Jahrbuch

Junger
Z

       
                             ivilrechtsw

issenschaftler,1993,

           
                      

（　

）
５１る
。



＜

紹　
　

介＞

修
道
法
学　

二
九
巻　

一
号 

一
五
六
（　
　
　

）

一
五
六

S.11;M
eder,Schuld,Zufall,R

isiko
        
                       
     :U

ntersuchungen
struktureller

   
                            

Problem
e

privatrechtlicher
Zurechnun

       
                             g,1993;N

icklisch,R
isikosteue-

          
           
            

rung
durch

H
aftung

im
deutchen

und
e

            
         
               uropäischen

T
echnologie-und

             
                

U
m

w
eltrecht,in:FS

für
T

rinkner,19

 
 
 
                      
           95,S.617.

           　

ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
い

て
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
あ
ら
わ
れ
た
責
任
法
上
の
重
要
な
研
究
の
う
ち
に
は
、

「
新
し
い
リ
ス
ク
」
へ
の
法
的
対
応
に
関
心
を
も
ち
つ
つ
議
論
を
展
開
す
る
も
の

が
相
当
数
み
う
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
不
法
行
為
構
成
要
件
の
一
般
条

項
化
を
主
張
す
る
ブ
リ
ュ
ゲ
マ
イ
ヤ
ー
の
議
論
や
、
社
会
生
活
上
の
義
務
の
高

度
化
（
予
防
的
社
会
生
活
上
の
義
務
）
を
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
・
法
益
の
価
値
ヒ

エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
メ
ラ
ー
ス
の
議
論
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。B

rüggem
eier,D

eliktsrecht,
 
      
       
             

1985;Prinzipien
des

H
aftungsrechts,

                      
              1999;M
öllers,R

echtgüterschutz

        
         
                

im
U

m
w

elt-und
H

aftungsrecht,1996;

  
  
 
 
          
                    Zur

dogm
atischen

Legitim
ation

        
                
      

der
Fortentw

icklung
des

H
aftungsrech

            
             
           ts,in:H

art

         
   
（H

g.
 
  
）,Privatrecht
              

im
“R

isikostaat”,1997,S.189.

  
   
                          　

ブ
リ
ュ
ゲ
マ
イ
ヤ
ー
の
不
法
行
為
論
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
「
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
法
行
為
法
理
論
の
動
向
に
つ
い
て

―
―B

rüggem
eier

 
      
    

の
不
法
行
為
法
理
論
を
中
心
に
―
―
」
立
命
館
法
学
二
四

九
号
一
一
一
四
頁
（
一
九
九
六
年
）
も
参
照
。

（
３
）　

た
と
え
ば
、
ダ
ム
教
授
に
よ
る
以
下
の
文
献
を
参
照
。D

am
m

/H
art,

 
  
 
  
     

R
echtlich

R
egulierung

riskanter
tech

 
          
                         

nologien.

         　

A
m

B
eispiel

der

 
 
  
            

G
entechnologie

nach
Vorlage

des
B

eri

 
                    
            
   chts

der
E

nquete-K
om

m
ission

          
        
  
 
       

“C
hancen

und
R

isiken
der

G
entechnolo

  
            
            
          gie”,

K
ritV

1987,
S.

183;

       
    
                

G
entechinologie

und
H

aftungsrecht,J

 
                    
               Z

1989,S.561;Persönlichkeits-

                                 

recht
und

Persönlichkeitsrechte.

                                　

Identitäts-und
A

utonom
ieschutz

                
      
         

im
W

andel,in:FS
für

H
einrichs

1998

  
  
                   
             ,S.115;Persönlichkeitsschutz

                                

und
m

edizintechnische
E

ntw
icklung,J

     
                  
   
          Z

1998,S.926;Personenrecht.

                               

K
lassik

und
M

oderne
der

R
echtsperson

 
            
            
           ,A

cP
2002,S.841.

   
                

（
４
）　B

ora

 
   
（H

g.

 
  
）,R

echitliches
R

isikom
anagem

ent:For

   
             
      
      
        m

,Funktion
und

 
               

Leistungsfaehigkeitdes
R

echts
in

de

                         
           r

R
isikogesellschaft,1999.

   
                        

（
５
）　

た
と
え
ば
、H

iller,P
robiem

e
prozeduraler

R
isiko

 
              
                
     regulierung,in:

                 

B
ora

 
   
（H

g

 
 
）,1999

      
（Fn.4

    
）,S.30.

        

（
６
）　

た
と
え
ば
、Ladeur,R

isikobew
ältigung

durch
Flex

 
        
        
                   ibilisierung

und

                 

Prozeduralisierung
des

R
echts.

                        
      　

R
echtliche

B
indung

von
U

ngew
ißt-

 
           
            
    
     

heit
oder

Selbstverunsicherung
des

R

                                    

echts?,in:B
ora

             
   
（H

g

 
 
）,1999

      

（Fn.4

     
）,S.41.

        

（
７
）　

そ
の
他
、
民
事
法
に
お
け
る
リ
ス
ク
規
制
に
つ
い
て
重
点
的
に
論
じ
た
ダ
ム
教

授
の
論
文
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
重
要
で
あ
る
。D

am
m

,N
eue

R
isiken

 
  
 
   
     
       

und
neue

R
echte,A

R
SP

1993,S.159;

          
        
 
                 R

isikosteuerung
im

Zivilrecht,

 
                 
             

in:H
offm

ann-R
iem

/Schm
idt-A

ßm
ann

     
    
     
   
     
     
  
   
（H

g.

 
  
）,Ö

ffentliches
R

echtund

   
             
         

P
rivatrech

t
als

w
ech

selseitige
A

uffa

          
       
   
            
    ngordnungen,

1996,
S.

85;

                          

R
isikosteuerung

im
Privatrecht.

 
                 
             　

R
echtsgüterschutz

und
R

egelung-

 
                      
         

sinstrum
ente,in:H

art

        
           
   
（H

g.

 
  
）,Privatrechtim

“R
isikostaat”,1997

                
                    ,S.13.

        

（
８
）　

な
お
、
別
稿
に
お
い
て
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
議
論
を
含
む
リ
ス
ク
規
制
と
民
事

法
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
考
察
を
予
定
し
て
い
る
。



ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ダ
ム
著
「
民
事
法
か
ら
み
た
法
的
リ
ス
ク
規
制
」（
増
田
） 

一
五
七
（　
　
　

）

一
五
七

（
９
）　D

am
m

,1997
 
  
 
      
（Fn.7

    
）,S.15.

        
の
証
明
も
参
照
。

（　

）　E
vers/N

ow
otny,

Ü
ber

den
U

m
gang

m
it

U
 
      
  
       
         
 
      
    

nsich
erh

eit.

     
   
    　

D
ie

 
   

１０E
ntdekkung

der
G

estaltbarkeitvon
G

e

 
               
                   
 sellschaft,1987.

                 

（　

）　Luhm
ann,Soziologie

des
R

isikos,199

    
                     
           1,S.117.

          

１１
（　

）　

詳
細
に
つ
い
て
はD

am
m

,1996
 
  
 
      
（Fn.7

    
）,92

ff.,S.104
ff.

                    
を
参
照
。

１２
（　

）　W
olf,

R
egulierung

durch
P

rozeduralis

 
      
                             ierung?

       　

B
edingungen,

 
            

１３G
renzen

und
A

usw
irkungen

eines
okolo

 
            
   
                    gischen

R
echtskonzepts

in

         
                 

der
Inform

ationsgesellsch
aft,

in;
W

i

          
                         
 lh

elm

  
   

（H
g.

 
  
）,Inform

ation
-

        
        

T
echnik

-R
echt.

 
          
     　

R
echtsgüterschutz

in
der

Inform
ation

 
                              
     sgesellschaft,

               

1993,S.150.

             

（　

）　D
am

m
,1997

 
  
 
      
（Fn.7

    
）,S.18,Fn.18

               

に
よ
る
証
明
を
参
照
。

１４
（　

）　W
illke,System

theorie,in:Intervent

 
             
                      ionstheorie,1994,S.62

f.

                           
（
原
文

１５
に
お
い
て
強
調
）

（　

）　

た
と
え
ばLuhm

ann
1991

 
   
        
（F

n11

    
）,S.

108
ff.,

178ff.;
W

illke,
1994

                       
           

１６
（F

n.15

     
）,S.

60;
J.F.K

.Sch
m

idt,
P

olitisch
e

R

            
  
    
 
              
   

isikoregulierung
als

                     

R
isikoerzeugung?

 
               　

P
olitische

R
egulierung

als
R

isikoerz

            
                
        eugung?
       　

Z
ur

B
edeutung

von
G

efäh
rdungsh

aftung

     
              
    
       
      

und
V

ersich
erung

im

      
      
        
 

R
ahm

en
gesellschaftlicher

R
isikobear

 
   
                       
         beitung,in:H

iller/K
rücken

              
       
      

（H
g.

 
  
）,

R
isiko

und
R

egulierung.
Soziologis

  
 
      
    
 
            
          ch

e
B

eiträge
zu

  
  
 
        
   

Technikkontrolle
und

präventiver
U

m
w

 
                                 
 
 

eltpolitik,1997,S.279.1997,

                                

S.283

      

を
参
照
）

（　

）　Luhm
ann

1991

    
        
（Fn11

    
）,S.179.

          

１７

（　

）　

た
と
え
ばTeubner,W

ie
em

pirisch
ist

die
A

utop

 
         
     
                 
    oiese

des
R

echts?

           
       

１８in:M
artinsen

     
        
（H

rsg.

 
    
）,D

as
A

uge
der

W
issenschaft.

   
    
         
            　

Zur
E

m
ergenz

     
 
       

von
R

ealitat,1995,S.137
ff.

     
                          

（　

）　

基
本
的
・
標
準
的
文
献
と
し
て
、Schäfer/O

tt,Lehrbuch
der

ökono-

 
        
                        

１９m
ischen

A
nalyse

des
Zivilrechts,2.

 
        
                           A

ufl.,1995.

 
           

（　

）　K
ötz,D

eliktsrecht,7.A
ufl.,1996,

 
      
                 
            S.53.

      

２０
（　

）　W
olf,Ö

kologische
R

isiken
und

politi

 
      
            
                 sche

K
osten

der
W

ohlfahrts-

      
           
           

２１ökonom
ie.in:K

J,1989,S.59.

      
         
               

（　

）　W
olf,1989

 
         
（Fn.21

      
）,S.59.

        

２２
（　

）　D
am

m
1996

 
  
 
     
（Fn.7

     
）,S.106

        

に
よ
る
証
明
を
参
照
。

２３
（　

）　

こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
はD

am
m

,1996

 
  
 
      
（Fn.7

    
）,S.92

ff.,104
ff.

                    

２４
（　

）　
「
破
局
的
水
準
」
の
リ
ス
ク
と
「
日
常
的
な
技
術
上
の
現
実
化
」
か
ら
の
リ
ス

２５
ク
の
間
を
区
別
す
るM

eder,1993

 
          
（Fn.2

     
）,S.268

        

を
参
照
。

（　

）　
「
法
益
原
理
」
に
関
し
て
はM

öllers,1997

 
            
（Fn.2

     
）,154

ff.

         

２６
（　

）　

論
証
を
と
も
な
う
も
の
と
し
てD

am
m

,1997

 
  
 
      
（Fn.7

     
）,S.22,Fn.31

               

を
参

２７
照
。

（　

）　R
ehbinder,R

eflexives
R

echt
und

Prax

 
           
           
             is.D

er
B

etriebsbeauftragte

     
    
                   

２８für
U

m
w

eltschutz
als

B
eispiel,in;J

     
 
 
               
              ahrbuch

für
R

echtssoziologie
und

             
                    

R
echtstheorie,13,1988,S.109

ff.,

 
                                   112

f.

        

（　

）　Teubner,Verrechtlichung.B
egriff;M

 
         
                 
         

erkm
ale,G

renzen,A
usw

ege,

    
      
         
   
     

２９in:K
übler

     
     
（H

g.

 
  
）,V

errechtlichung
von

W
irtschaft,A

r

   
                    
            
 beitund

sozialer

                  

Solidarität.
            　

V
ergleichende

A
nalysen,1984,S.289

 
              
                     

ff.,313
ff.,338,344.

                        



＜

紹　
　

介＞

修
道
法
学　

二
九
巻　

一
号 

一
五
八
（　
　
　

）

一
五
八

（　

）　R
eh

binder,
A

npassung
an

veranderte
D

 
  
         
                        

aten
als

P
flich

t
oder

               
       

３０O
bliegenheit

im
Zivilrecht,in:H

off

 
              
                  
   rnann-R

iem
/Schm

idt-A
ßm

ann

       
   
     
     
  
   

（H
g.

 
  
）,Innovation

und
Flexibilitätdes

Ve
                                   
 rw

altungshandelns,1994,S.

  
                          

355
ff.

       

（　

）　D
am

m
1997

 
  
 
     
（Fn.7
    
）,S.23

f.;1996

                
（Fn.7

    
）,S.98.

        

３１
（　

）　

こ
れ
に
関
し
て
、van

den
D

aele,
K

ulturelle
B

edingunge
 
        
       
           
         n

der

      

３２T
ech

nikkontrolle
durch

regulative
P

o

 
   
                                litik,

in:
W

eingart

            
       
（H

g.

 
  
）,   

Technik
als

sozialer
Prozeß,1989,S

 
                                   .217

ff.;D
ie

M
oralisierung

der

            
    
                 

m
ensch

lich
en

N
atur

und
N

aturbezüge
i

 
     
    
   
 
     
    
 
           
 n

gesellsch
aftlich

en

  
         
       
   

Institutionen,K
ritV,1987,S.351;

                
    
                D

eregulierung:D
ie

schrittw
eise

 
               
           
     

“F
reisetzung”

der
G

entech
nik,

in:
B

r

  
                 
      
          
 andt
    
（H

g.

 
  
）,Z

ukunft
der

              

G
entechnik,1997,S.221.

 
                        

（　

）　

そ
の
よ
う
な
規
範
的
な
位
置
に
対
し
て
、van

den
D

aele
1997

 
        
         
（Fn.32

      
）,   

３３238
f.

      
に
よ
る
「
現
実
主
義
的
」
評
価
を
参
照
）

（　

）　van
den

D
aele,

R
isikodiskussionen

am

    
    
 
      
 
                  
  

“R
unden

T
isch

”.

 
  
      
 
    
   

３４Partizipative
Technikfolgenabschätzu

               
                     ng

zu
gentechnisch

erzeugten

                             
h

erbizidresistenten
P

flanzen,
in:

M
a

                                   
 rtinsen

       
（H

g.

 
  
）,P

olitik
und

              
B

iotechnologie.

 
              　

D
ie

Zum
utung

der
Zukunft,1997,S.2

 
      
                             99.

   

（　

）　van
den

D
aele

,1997

         
          
（Fn.34

      
）,S.298

        

３５
（　

）　

文
化
私
法
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
関
し
て
は
、D

am
m

1996

 
  
 
     
（Fn.7

     
）,S.

     

３６95
ff.

       
参
照
。

（　

）　

た
と
え
ば
、Luhm

ann,1991

 
   
         
（Fn.11

     
）,S.61

ff.

            
参
照
。

３７

（　

）　

こ
の
指
摘
は
、
複
数
の
下
位
問
題
に
か
か
わ
る
。
一
つ
は
、
公
法
と
私
法
の
関

３８
係
に
お
け
る
違
法
性
概
念
の
調
和
問
題
に
関
連
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
そ
の

都
度
の
証
明
を
伴
い
つ
つ
、D

am
m

,1996

 
  
 
      
（Fn.7

     
）,S.129

ff..;1997,40
f.

                          

（　

）　

こ
れ
に
関
し
て
は
、D

am
m

,1997

 
  
 
      
（Fn.7

    
）,35

ff.

         
を
参
照
。

３９
（　

）　

最
後
の
側
面
に
関
し
て
はD

am
m

,1996

 
  
 
      
（Fn.7

     
）,S.117

        

を
参
照
。

４０
（　

）　

こ
れ
に
関
し
て
はD

am
m

,1996,S.117

 
  
 
              

の
証
明
を
参
照
。

４１
（　

）　D
am

m
,1996

 
  
 
      
（Fn.7

     
）,S.117f.;1997

                
（Fn.7

     
）,29f.

      
を
参
照
。

４２
（　

）　N
icklisch

1995

 
             
（Fn.2

     
）,S.617.

         

４３
（　

）　B
rüggem

eier,H
aftungsrecht.eine

tra

 
      
       
                      nsnationale

Falljurisprudenz?,

                               

４４in:K
ram

er/M
icklitz/Tonner

     
   
    
         
     
（H

g.

 
  
）,R

echtund
diffuse

Interessen
in

   
                               

der
E

uropäischen
R

echtsordnung,1997

     
             
                  ,S.657.

         

（　

）　B
rüggem

eier,Produkihaftung
und

Prod

 
      
                             uktsicherheit,ZH

R
,1988,

                 
 
        

４５S.513.

       

（　

）　D
am

m
,1996

 
  
 
      
（Fn.7

     
）,S.133

ff.;B
rüggem

eier
1988

               
      
         
（Fn.44

     
）,S.671

        

４６
参
照
。

（　

）　Steffen,Verschuldens-und
G

efährdun

          
                  
        gshaftung

für
U

m
w

eltscha-

               
 
 
         

４７den,N
J

W
,1990,S.1818.

      
   
                

（　

）　B
G

H
,in:N

JW
1997,S.2748

 
 
 
       
  
              
（S.2749

       
））

４８
（　

）　

再
びB

G
H

,in:N
JW

1997,S.2748

 
 
 
       
  
              

参
照

４９
（　

）　

計
画
経
済
シ
ス
テ
ム
の
破
綻
お
よ
び
市
場
主
義
経
済
の
継
続
性
と
い
う
最
近
の

５０
評
価
が
一
部
で
強
調
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
こ
れ
に
関
し
て
詳
し
く
は

D
am

m
,1996

 
  
 
      
（Fn.7

     
）,S.137

ff.;1997

                  
（Fn.7

     
）,S.37

ff.

           
参
照
）



ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ダ
ム
著
「
民
事
法
か
ら
み
た
法
的
リ
ス
ク
規
制
」（
増
田
） 

一
五
九
（　
　
　

）

一
五
九

（　

）　
「
制
御
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
対
制
御
悲
観
主
義
、
制
御
楽
観
主
義
」
に
つ
い
て

５１
は
す
で
にD

am
m

,1996

 
  
 
      
（Fn.7

     
）,S.99.

        


