
　
　
　
　
　
　
「
法
　
と
　
道
　
徳
」
　
論
　
（
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
そ
　
の
　
批
　
判
　
的
　
考
　
察
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寿
　
　
田
　
　
　
竜
　
　
輔

　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
は
　
し
　
が
　
き

　
法
と
道
徳
の
問
題
は
、
ー
田
中
耕
太
郎
博
士
の
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
ー
「
二
千
有
余
年
こ
の
か
た
課
題
と
な
っ
て
い
る
、

古
臭
く
伝
統
的
で
か
つ
常
識
的
に
根
ざ
し
て
い
る
た
め
に
概
念
的
、
形
式
的
論
理
の
み
に
興
味
を
持
つ
学
者
乃
至
法
学
方
法
論
を
自

己
目
的
と
す
る
学
者
に
は
排
斥
さ
れ
あ
る
い
は
敬
遠
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
そ
れ
が
社
会
学
的
、
経
済
的
性
質
の
も
の
で
な
く
、
む
し

ろ
形
而
上
学
的
、
イ
デ
オ
ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
法
実
証
主
義
者
乃
至
唯
物
史
観
論
者
か
ら
は
全
然
黙
殺

さ
れ
、
特
別
の
問
題
と
し
て
取
扱
わ
れ
な
い
テ
ー
マ
Ｌ
（
４
‐
1
心
↓
↓
Ｊ
頁
）
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
陳
腐
で
敬
遠
さ
れ
て
い
る
と

は
い
え
、
問
題
の
重
要
さ
故
に
、
法
―
道
徳
の
問
題
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
殆
ん
ど
す
べ
て
の
法
学
概
論
書
な
い
し
法
哲
学
書
に
お

い
て
ー
繁
簡
の
差
は
あ
れ
ｌ
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
日
本
法
哲
学
会
も
、
そ
の
最
近
（
一
九
五
七
年
春
）
の
会
合
に
お
い
て
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こ
の
テ
ー
マ
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
年
報
（
一
九
五
七
）
「
法
と
道
徳
」
に
お
い
て
こ
れ
を
特
集
し
て
い
る
と
い
っ
た
状
態
で
あ
り
、

従
っ
て
問
題
は
既
に
論
じ
つ
く
さ
れ
た
観
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
処
が
、
最
近
筆
者
は
た
ま
た
ま
法
学
を
講
ず
る
任
務
を
与
え
ら
れ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
再
考
す
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た
わ
け
な

の
で
あ
る
が
、
な
ん
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
ー
先
輩
諸
兄
の
法
お
よ
び
道
徳
に
関
し
て
説
く
処
を
み
る
に
、
一
昔
前
筆
者
が
読
聞

し
た
頃
と
同
様
、
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
は
未
だ
に
、
法
の
強
制
性
に
対
す
る
道
徳
の
自
律
性
と
い
っ
た
彼
の
カ
ン
ト
以
来
の
法
・

道
徳
論
が
依
然
と
し
て
通
説
の
位
置
を
占
め
て
い
る
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
合
、
強
制
を
法
の
本
質
的
要
素
と
み
る
プ

リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
法
概
念
と
、
個
人
主
義
的
道
徳
論
な
い
し
は
倫
理
学
に
よ
っ
て
不
当
に
で
っ
ち
あ
げ
ら
れ
た
道
徳
概
念
と
が
、
そ
の

ま
ま
の
か
た
ち
で
対
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
法
お
よ
び
道
徳
概
念
を
も
と
に
し
て
な
さ
れ
る
両

者
の
比
較
考
察
と
い
う
も
の
が
、
学
問
的
に
み
て
果
し
て
妥
当
な
も
の
と
い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
筆
者
は
大
い
に
疑

問
を
い
だ
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
法
・
道
徳
論
の
も
う
一
つ
の
或
は
そ
の
よ
り
重
要
な
半
面
と
も
い
え
る
両
者

の
関
連
に
つ
い
て
の
説
明
を
み
て
も
、
そ
の
多
く
は
表
面
的
形
式
的
な
そ
れ
に
と
ど
ま
り
、
両
者
の
積
極
的
、
必
然
的
な
関
係
が
充

分
に
示
さ
れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
は
法
ー
道
徳
の
問
題
が
法
の
本
質
に
関
す
る
も
の
と
は
い
い
得
な
い
こ

と
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
法
ー
道
徳
の
問
題
は
ー
わ
が
国
に
お
い
て
今
ー
法
の
本
質
に
関
す
る
問
題
と
し
て
多
く
の
学
者
に
よ

っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
未
解
決
の
状
態
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
問
題
の
複
雑
さ
困
難
さ
に
よ
る
と
も
い
え
よ
う
が
、
結
局
は
法
学
者
の
理
論
的
思
考
的
怠
慢
に
そ
の
責
任
の
大
半
が
帰
せ
ら
る

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
な
問
題
の
現
状
を
前
に
し
て
、
筆
者
は
同
じ
く
法
学
を
研
究
す
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る
も
の
と
し
て
義
憤
め
い
た
も
の
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
以
下
こ
の
問
題
に
関
す
る
わ
が
国

の
通
説
を
い
さ
さ
か
具
体
的
に
批
判
し
、
併
せ
て
こ
の
問
題
に
対
す
る
私
見
を
も
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
二
　
通
説
の
問
題
点

　
処
で
、
少
く
と
も
現
在
の
わ
が
国
に
お
け
る
法
お
よ
び
道
徳
の
ー
殊
に
そ
の
差
異
に
関
す
る
説
明
の
多
く
に
つ
い
て
い
え
る
こ

と
は
、
法
を
政
治
権
力
者
に
よ
る
権
力
的
強
制
（
刑
罰
・
強
制
執
行
な
ど
）
を
と
も
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
、
強
制
さ
れ
る
規
範

と
解
す
る
一
方
、
他
方
こ
れ
と
比
較
さ
る
べ
き
道
徳
と
い
う
も
の
を
人
間
個
人
が
自
己
の
良
心
に
よ
っ
て
認
め
る
規
範
で
あ
り
、
従

っ
て
そ
れ
は
強
制
に
よ
ら
ず
各
人
の
自
由
な
意
志
に
基
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
観
念
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

　
　
　
　
ｉ
　
ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
　
ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

り
、
法
は
強
制
に
よ
っ
て
、
道
徳
は
良
心
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
の
が
通
説
の
確
信
す
る
処
な
の
で
あ
る
。

　
勿
論
、
法
ー
道
徳
の
問
題
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
な
通
説
的
見
解
ば
か
り
で
な
く
種
々
異
っ
た
考
え
方
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
い

ち
い
ち
批
判
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り
に
も
通
説
的
と
な
っ
て
い
る
右
の
よ
う
な
法
・
道
徳
論
に
焦
点
を
お
い
て
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こ
れ
を
理
論
的
に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
処
で
ま
ず
、
法
ー
道
徳
の
問
題
を
論
ず
る
諸
兄
の
殆
ん
ど
す
べ
て
が
法
と
比
較
対
照
さ
る
べ
き
道
徳
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
人
間
個

人
が
自
ら
の
行
動
を
律
す
べ
く
自
ら
の
良
心
に
よ
っ
て
認
め
た
規
範
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
実
践
は
強
制
に
よ
ら
ず
自
発
的
に
な
さ

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
規
範
に
違
反
し
た
場
合
で
も
、
自
己
の
良
心
に
よ
っ
て
責
め
ら
れ
る
以
外
に
は
誰
か
ら
も
非
難
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
観
念
し
て
い
る
点
を
問
題
に
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
が
自
律
の
規
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ー

ー
道
徳
の
自
律
性
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
わ
が
国
に
お
い
て
は
殊
更
に
そ
れ
を
取
上
げ
る
必
要
も
な
い
よ
う
な
自
明
の
事
柄
と
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
問
題
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。

　
で
、
そ
れ
に
は
わ
れ
わ
れ
人
間
の
社
会
的
行
動
と
い
う
も
の
を
素
直
に
観
察
し
て
み
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
確
か
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
自
己
の
行
動
に
つ
い
て
他
か
ら
拘
束
を
受
け
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
殊
に
近
代
社
会
に
お
い

て
は
政
治
権
力
者
に
よ
る
強
制
に
対
し
て
は
敏
感
に
反
揆
す
る
の
が
一
般
的
傾
向
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
、
人
間
も
社
会
的
存
在
で
あ
る
以
上
、
人
間
は
自
ら
の
行
動
に
お
い
て
完
全
に
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
人
間
は
た
と
え
政
治
権
力
に
よ
る
強
制
か
ら
は
自
由
で
あ
り
得
て
も
、
自
己
の
社
会
的
行
動
を
誰
か
ら
も
拘
束
さ
れ
な
い
と
い

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
の
行
動
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
社
会

的
要
求
に
よ
っ
て
ー
多
か
れ
少
か
れ
ー
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
な
の
で
あ
る
。

　
然
る
に
、
西
洋
近
世
の
倫
理
学
説
は
人
間
の
個
人
的
な
自
由
を
希
求
す
る
の
あ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
自
由
ー
殊
に
人
間
の
意
志

な
い
し
は
良
心
の
自
由
な
も
の
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
に
も
と
ず
い
て
人
間
が
自
ら
を
律
す
る
こ
と
こ
そ
真
の
意
味
の
道
徳
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で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
説
が
そ
の
ま
ま
わ
が
国
に
も
輸
入
さ
れ
、
今
日
依
然
と
し
て
通
用
し
て
い
る
と
い

う
わ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
説
が
社
会
的
人
間
の
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
考
え
て
み
れ
ば
直
に
判
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、
確
か
に
人
間
個
人
の
意
志
は
ー
自
然
科
学
的
必
然
論
を
用
い
た
に
せ

よ
多
種
多
様
に
発
現
し
得
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
自
由
な
存
在
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
に
自

由
な
人
間
の
意
志
も
、
自
己
の
社
会
的
行
動
を
方
向
ず
け
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
そ
う
自
由
と
は
い
え
な
く
な

っ
て
来
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
い
う
わ
け
は
社
会
的
行
動
の
前
提
と
し
て
の
個
人
の
意
志
と
い
う
も
の
は
、
彼
と
社
会
的
関
係

に
あ
る
他
の
人
間
の
意
志
な
い
し
は
要
求
を
無
視
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
然
も
、
彼
の
行
動
へ
の
意
志
を
拘
束
す
る
彼

以
外
の
人
間
の
要
求
ー
社
会
的
要
求
こ
そ
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
道
徳
或
は
倫
理
と
考
え
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
「
殺
す
な
か
れ
Ｌ
「
盗
む
な
か
れ
Ｌ
と
い
う
よ
う
な
道
徳
規
範
が
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す

る
要
求
と
い
う
よ
り
は
殺
さ
れ
た
く
な
い
或
は
盗
ま
れ
た
く
な
い
彼
以
外
の
多
く
の
人
間
が
彼
に
向
っ
て
な
す
処
の
要
求
に
ほ
か
な

ら
な
い
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
判
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
（
勿
論
、
彼
自
身
も
他
の
人
間
に
対
し
て
は
同
様
な
要
求
を
提
出
す
る

の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
他
二
つ
の
要
求
を
混
同
す
る
原
因
に
も
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
。
）
従
っ
て
、
社
会
的
行

動
を
お
こ
な
う
人
間
は
そ
の
よ
う
な
社
会
的
要
求
ー
道
徳
の
存
在
を
認
識
し
、
一
定
の
理
由
の
も
と
に
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
道
徳
の
自
律
性
を
主
張
す
る
論
者
は
、
そ
の
場
合
の
社
会
的
要
求
を
そ
の

ま
ま
行
為
者
が
自
己
自
身
に
対
し
て
な
す
要
求
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
了
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
本
来
自
己

以
外
の
社
会
的
な
要
求
で
あ
る
筈
の
も
の
が
自
己
自
身
の
要
求
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
誤
信
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

こ
の
よ
う
な
道
徳
説
と
い
う
も
の
は
、
人
間
が
彼
の
社
会
的
行
動
に
つ
い
て
、
更
に
は
そ
れ
に
先
立
つ
意
志
決
定
に
お
い
て
も
必
然
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的
に
社
会
的
な
制
約
を
受
け
る
と
い
う
明
白
な
事
実
に
反
す
る
独
断
的
な
見
解
と
い
う
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
道
徳
自
律
説

は
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
規
範
的
要
求
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
要
求
と
か
命
令
と
か

い
う
も
の
は
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
な
ら
ば
と
も
か
く
ー
自
分
自
ら
に
対
し
て
は
な
し
得
な
い
と
み
る
方
が
自
然
で
は
あ
る

ま
い
か
。
否
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
道
徳
は
そ
の
自
律
性
の
主
張
に
よ
っ
て
よ
り
高
尚
な
も
の
と
な
る
と
こ
ろ
か
、
却
っ
て
そ

れ
は
エ
ゴ
・
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
、
反
社
会
的
反
道
徳
的
な
も
の
に
ま
で
堕
落
す
る
危
険
す
ら
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
は
ま
た
、
道
徳
自
律
説
の
元
祖
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
（
？
）
彼
の
カ
ン
ト
の
確
立
し
た
道
徳
の
根
本
法
則
ー

ー
人
間
の
実
践
理
性
の
至
上
命
令
な
る
も
の
を
考
え
直
し
て
み
て
も
理
解
で
き
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
根
本
法
則
は
「
汝
の

意
志
の
格
率
が
常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
得
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
。
Ｌ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
法
則
か
ら
、
道
徳
と
い
う
も
の
は
如
何
に
個
人
的
に
深
く
掘
下
げ
て
い
っ
た
場
合
で
も
、
そ
こ
に
は
や
は
り
普
遍
的
立

法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
社
会
的
な
制
約
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
は
社
会
的
な
要
求
を
自
覚
し
て
、
そ
れ
に
従
う
以
外
に
自
ら
は
何
も
な
し
得
な
い
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
は
「
普
遍
的
立
法
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
行
為
せ
よ
。
Ｌ
と
い
う
の
と
殆
ど
変
ら
な
い
の
で
あ
る
。
更
に

い
っ
て
み
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
こ
の
法
則
は
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
命
令
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
彼
の
属
す
る
社
会
か
ら
す
る

も
ろ
も
ろ
の
要
求
に
よ
っ
て
自
己
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
人
間
の
姿
の
如
実
な
描
写
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
わ
け
で
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
行
動
に
対
す
る
制
約
と
い
う
も
の
は
つ
ね
に
社
会
的
な
、
い
い
か
え
る
と

彼
の
外
部
よ
り
す
る
要
求
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
人
間
個
人
が
自
己
自
身
を
規
律
す
る
規
範
と

い
う
よ
う
な
道
徳
は
存
在
し
得
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
在
す
る
処
の
道
徳
と
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
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で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
規
範
一
般
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
ー
後
述
の
如
く
ー
社
会
関
係
に
あ
る
一
方
の
人
間
が
他
方

の
人
間
に
対
し
て
な
す
と
こ
ろ
の
要
求
を
そ
の
本
質
と
す
る
と
い
う
こ
と
、
ー
こ
の
点
を
な
に
よ
り
も
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
処
が
遺
憾
な
が
ら
、
法
ー
道
徳
の
問
題
を
論
ず
る
諸
兄
の
殆
ど
す
べ
て
が
道
徳
を
自
律
的
な
規
範
と
解
し
て
少
し
も
怪
し
ま
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

の
で
あ
り
、
筆
者
と
し
て
は
こ
の
点
に
非
常
な
疑
問
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
つ
ぎ
に
、
法
・
道
徳
両
者
の
差
異
に
関
す
る
通
説
は
ー
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ー
法
を
道
徳
か
ら
区
別
す
る
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
し
て
強
制
と
い
う
も
の
を
も
ち
出
す
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
そ
れ
は
強
制
説
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
強
制
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
反
省
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
そ
れ
と
い
う
の
は
、
強
制
と
い
う
言
葉
そ
れ
自
体
は
別
に
む
ず
か
し
い
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ひ
と
に
そ
の
意
に

反
し
て
も
あ
る
行
動
を
強
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
の
強
制
と
い
う
言
葉
が
法
な
い
し
は
法
規
範
と
関
連
し
て
用
い
ら
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れ
る
場
合
に
必
ず
し
も
一
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
強
制
説
論
者
の
い
う
強
制
と
は
ー

ー
一
方
に
お
い
て
ー
法
規
範
違
反
者
に
対
し
て
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
や
強
制
執
行
の
よ
う
な
制
裁
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

う
し
て
、
規
範
違
反
者
に
科
せ
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
制
裁
は
、
そ
れ
自
体
そ
の
者
に
対
し
て
意
に
反
す
る
行
動
を
強
制
す
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
強
制
を
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
か
ら
又
、
強
制
と
い
う
言
葉
は
ー
他
方
で
は
ー
法
規
範
と
い
う
も
の
が

い
ま
い
っ
た
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
強
制
、
す
な
わ
ち
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
に
規
範
的
要
求
に
か
な

っ
た
行
動
を
強
い
る
と
い
う
事
実
を
示
す
べ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
場
合
に
お
け
る
規
範
的

行
動
と
い
う
も
の
は
、
規
範
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
強
制
さ
れ
る
と
い
う
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
に
、
通
説
は
法
を
特
色
ず
け
る
た
め
に
強
制
と
い
う
言
葉
を
二
つ
の
意
味
で
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
論
者
自
身
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
こ
れ
ら
を
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
或

る
も
の
は
二
つ
の
意
味
の
強
制
を
同
時
に
、
ま
た
或
る
も
の
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
を
と
い
う
よ
う
に
漠
然
と
用
い
て
い
る
の
が
実
情

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
法
規
範
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
の
強
制
と
、
そ
れ
か
ら
そ
の
よ
う
な
制
裁
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
規

範
的
行
動
が
強
制
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
ｌ
こ
の
ニ
つ
の
意
味
に
お
け
る
強
制
は
、
法
を
道
徳
と
比
較
対
照
す
る
に
際
し
て
は
っ
き

り
と
区
別
し
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
の
意
味
の
法
的
強
制
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応

す
る
道
徳
の
特
色
も
異
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
処
で
更
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
お
け
る
強
制
が
法
を
道
徳
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
と
い
う
点
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
法
規
範
違
反
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
の
強
制
で
あ
る
が
、
法
規
範
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の
場
合
に
限
ら
ず
、
規
範
と
い
う
も
の
が
一
般
に
社
会
関
係
に
あ
る
一
方
の
人
間
の
他
方
の
人
間
に
対
す
る
要
求
と
解
せ
る
以
上
、

相
手
方
が
要
求
通
り
行
動
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
要
求
者
の
側
に
な
ん
ら
か
の
反
応
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き

る
事
実
で
あ
ろ
う
。
勿
論
そ
の
場
合
に
み
ら
れ
る
反
応
と
い
う
も
の
は
、
要
求
者
の
単
な
る
心
理
的
不
快
感
に
と
ど
ま
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
更
に
は
彼
の
積
極
的
な
報
復
行
動
に
ま
で
い
た
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
。
処
で
、
法
規
範
違
反
者
に
対
し
て
加
え
ら
れ

る
制
裁
も
、
そ
の
意
味
で
は
法
規
範
の
規
律
主
体
の
規
範
的
要
求
に
従
わ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
規
範
主
体
か
ら
の
反
応
に
ほ
か
な

ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、
法
規
範
違
反
の
場
合
に
み
ら
れ
る
反
応
す
な
わ
ち
制
裁
は
違
反
者
に
対
し
て
の
刑
罰
、
強
制
執
行

と
い
う
よ
う
な
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
こ
れ
ら
の
法
的
制
裁
は
強
力
且
つ
積
極
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
素
人
目
に
も
印
象

的
な
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
法
範
範
と
比
較
さ
る
べ
き
道
徳
規
範
の
場
合
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
な
ん
ら
の
社
会

的
反
応
も
お
こ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
違
反
者
は
自
己
の
良
心
の
苛
責
以
外
に
は
ほ
か
の
誰
か
ら
も
責
め
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
と
い
う
よ
う
に
説
く
も
の
も
い
る
。
が
、
そ
の
よ
う
な
所
説
は
道
徳
を
個
人
の
良
心
が
認
め
た
も
の
と
観
念
す
る
立
場
ー

道
徳
自
律
説
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
帰
結
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
ー
道
徳
規
範
と
い
う
も
の
が
人
間
個
人
に
対
す
る
社

会
的
な
要
求
す
な
わ
ち
他
律
的
な
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
良
心
の
苛
責
な
る
も
の
を
直
ち
に
道
徳
違
反
の
場
合
の
反
応

と
考
え
る
の
は
当
ら
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
多
く
の
論
者
が
気
が
つ
い
て
い
る
よ
う
三
傑
頴
鶴
）
Ｊ
倣
謔
皿
胆
シ
）
、
道
徳
に
も
道

徳
特
有
の
反
応
が
規
範
違
反
に
対
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
道
徳
も
他
律
的
な
要
求
で
あ
る
か
ら
に
は
不
思
議
は
な

い
わ
け
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
場
合
の
反
応
が
法
規
範
違
反
の
場
合
と
は
い
さ
さ
か
異
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
社
会

-117-



の
道
徳
的
非
難
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
を
と
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
法
的
強
制
が
物
理
的
な
そ
れ
で
あ
る
の
に
対
し
て
心

理
的
な
強
制
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
確
か
に
道
徳
規
範
違
反
者
に
対
す
る
社
会
的
な
反
応
は
法
的
制
裁
の
よ
う
に
必
ず
し
も
は
っ
き
り

と
し
た
か
た
ち
を
と
ら
な
い
し
、
社
会
的
非
難
の
よ
う
な
も
の
に
と
ど
ま
る
場
合
も
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

つ
ね
に
そ
れ
が
単
な
る
非
難
に
お
わ
る
わ
け
の
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
続
い
て

道
徳
違
反
者
は
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
社
会
か
ら
追
放
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ

れ
は
刑
罰
の
よ
う
に
積
極
的
か
た
ち
は
と
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
無
力
な
も
の
、
強
力
で
な
い
も

の
と
は
い
え
な
い
と
思
う
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
刑
罰
受
け
る
こ
と
自
体
よ
り
も
、
世
間
の
人
々
か
ら
前
科
者
扱
い
さ
れ
る
こ
と
の
方

が
、
ー
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
否
、
実
際
的
に
い
っ
て
ー
そ
の
も
の
に
と
っ
て
余
程
恐
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う

な
社
会
か
ら
の
閉
出
し
と
い
う
の
は
、
法
的
制
裁
の
よ
う
に
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
を
と
ら
な
い
だ
け
に
か
え
っ
て
重
苦
し
く
感
じ

ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
な
お
、
い
わ
ゆ
る
良
心
の
苛
責
と
は
そ
の
よ
う
な
社
会
的
制
裁
を
恐
れ
る
道
徳
違
反
者
の
心
理
状
態
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
）

　
右
の
よ
う
な
わ
け
で
、
規
範
違
反
に
対
す
る
社
会
的
な
反
応
な
い
し
は
制
裁
と
い
う
観
点
か
ら
法
・
道
徳
両
規
範
を
比
較
し
た
場

合
、
両
者
の
間
に
か
な
り
の
差
異
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
と
い
っ
て
ー
通
説
の
よ
う
に
ー
法
的
強

制
即
制
裁
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
、
道
徳
的
制
裁
の
実
態
の
考
察
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
り
、
そ
れ
を
過
小
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
は
学

問
的
に
い
っ
て
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
。
な
お
ま
た
、
規
範
違
反
に
対
す
る
制
裁
を
具
体
的
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
法
的
制
裁
を
物
理

的
強
制
、
道
徳
的
制
裁
を
心
理
的
強
制
と
い
う
よ
う
に
表
現
し
切
れ
る
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
法
的
制
裁
に

つ
い
て
も
規
範
違
反
者
に
対
す
る
心
理
的
効
果
の
み
を
狙
う
場
合
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
例
え
ば
、
法
廷
に
お
い
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て
違
法
有
罪
の
宣
告
は
あ
っ
て
も
刑
罰
の
執
行
が
猶
予
さ
れ
る
場
合
な
ど
。
）

　
以
上
要
す
る
に
、
規
範
違
反
に
対
す
る
制
裁
の
意
味
に
お
け
る
強
制
と
い
う
点
で
は
、
ー
道
徳
自
律
説
の
立
場
に
で
も
立
た
な

い
限
り
、
ー
法
・
道
徳
両
者
の
間
に
み
ら
れ
る
相
違
と
い
う
も
の
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
充
分
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
処
で
次
に
、
通
説
が
法
を
特
色
ず
け
る
た
め
に
用
い
て
い
る
強
制
と
い
う
言
葉
の
も
う
一
つ
の
意
味
、
す
な
わ
ち
規
範
の
実
現
が

強
制
れ
さ
る
と
い
う
点
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
通
説
は
法
は
強
制
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
道
徳
は
強
制
に
よ
ら
ず
各

人
の
良
心
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
こ
の
点
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
そ
の
場
合
、
法
・

道
徳
両
規
範
の
差
異
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
求
す
る
規
範
的
行
動
が
行
為
者
の
ど
の
よ
う
な
心
理
的
状
況
を
媒
介
と
し
て
ー
い
い
か

え
る
と
、
如
何
な
る
動
機
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
か
と
い
う
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
法
を
権
力
的
強
制
ー
制
裁
の
意
味
で
の
ー
を
と
も
な
う
規
範
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
道
徳
を
良
心
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
規
範
と
し
て
特
色
ず
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
二
つ
の
物
体
を
比
較
す
る
に
あ
た
っ
て
一
方
の
長
さ
に
他

方
の
重
さ
を
以
っ
て
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
到
底
両
規
範
の
学
問
的
な
比
較
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
と
に
か
く
、
法
は
強
制
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
、
ー
す
な
わ
ち
法
規
範
が
要
求
す
る
行
動
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
に
違
反

し
た
場
合
に
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
制
裁
を
行
為
者
が
恐
れ
る
が
故
に
実
現
さ
れ
る
と
い
う
説
明
に
は
別
に
問
題
は
な
か
ろ
う
。
そ

の
と
お
り
で
あ
る
。
法
規
範
の
規
律
主
体
が
規
範
違
反
者
に
対
し
て
敢
え
て
制
裁
を
加
え
る
の
も
、
そ
の
こ
と
を
充
分
予
期
し
た
う

え
で
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
法
に
対
し
て
、
道
徳
は
強
制
に
よ
ら
ず
各
人
の
良
心
に
よ
っ
て
自
主
的
、
自
発
的
に
行
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わ
れ
る
点
で
異
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
道
徳
を
個
人
が
自
ら
認
め
自
ら
お
こ
な
う
規
範
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
道
徳
的
実
践
は
強
制
に
よ
ら
な
い
と
い
い
き
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
道

徳
と
い
う
も
の
は
、
ー
前
述
の
よ
う
に
ー
そ
の
よ
う
な
自
律
的
な
規
範
で
は
な
く
て
、
法
規
範
同
様
、
そ
れ
は
他
律
的
社
会
的

な
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
道
徳
規
範
の
実
践
に
あ
た
っ
て
は
、
行
為
者
は
道
徳

違
反
の
結
果
自
ら
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
社
会
的
な
反
応
を
顧
慮
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の

道
徳
的
行
動
と
い
う
も
の
は
決
し
て
自
発
的
自
律
的
な
も
の
と
は
い
え
ず
、
そ
こ
に
は
や
は
り
強
制
と
い
う
要
素
が
存
在
す
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
従
っ
て
、
道
徳
は
良
心
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
場
合
の
良
心
と
は
、
行
為
者
が
道
徳
規
範
の
存
在
を
認
識
し
、
規
範
違
反
の

場
合
に
お
こ
る
で
あ
ろ
う
社
会
的
反
応
を
予
測
し
て
、
そ
の
実
践
を
決
意
す
る
に
至
る
彼
の
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
と
解
す
る
ほ
か
な
い

の
で
あ
る
。
逆
に
、
道
徳
的
行
動
に
先
立
つ
行
為
者
の
心
理
的
状
況
な
い
し
は
意
志
決
定
こ
そ
が
、
道
徳
規
範
の
規
律
主
体
か
ら
み

て
良
心
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
処
で
、
そ
の
よ
う
な
組
範
的
行
動
の
前
規
と
し
て
の
心
理
状
況
と
い
う
も
の
は
、
強
制

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
わ
れ
る
法
規
範
の
実
践
の
場
合
に
も
や
は
り
存
在
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
っ
て
（
い
わ
ゆ

る
遵
法
精
神
が
そ
れ
）
、
そ
の
意
味
で
は
法
・
道
徳
両
規
範
の
実
践
の
態
様
は
本
質
的
に
は
異
ら
な
い
わ
け
な
の
で
あ
る
。
た
だ
異

る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
、
規
範
的
行
動
を
強
い
ら
れ
る
に
先
立
っ
て
、
行
為
者
が
認
識
な
い
し
顧
慮
す
る
規
範
そ
れ

自
体
お
よ
び
規
範
違
反
に
対
す
る
制
裁
が
法
的
な
も
の
で
あ
る
か
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
、
法
・
道
徳
両
者
の
差
異
を
両
規
範
の
実
践
の
場
合
に
お
け
る
行
為
者
の
心
理
的
状
況
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
論
ず

る
と
い
う
こ
と
は
、
両
規
範
の
差
異
の
決
定
的
な
説
明
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
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㈲
　
処
が
、
或
る
規
範
が
そ
の
違
反
に
対
す
る
社
会
的
反
応
へ
の
顧
慮
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が
善
い
か
ら
行
わ
る
べ
き
だ
と
い
う
信
念
す
な

　
　
　
わ
ち
良
心
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
そ
れ
は
道
徳
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
（
川
島
武
宜
「
近
代
社
会
と
法
Ｌ
第
二
章
（
法
と
道
徳
Ｌ

　
　
　
特
に
三
一
頁
以
下
参
照
。
）
し
か
し
な
が
ら
、
規
範
が
純
粋
に
そ
の
よ
う
な
動
機
か
ら
の
み
行
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
現
実
に
は
考

　
　
　
え
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
逆
に
道
徳
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
特
殊
な
規
範
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
実
践
に
あ
た
っ
て
善
い
か
ら
行
わ
る

　
　
　
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
義
務
意
識
を
し
ば
し
ば
伴
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
に
か
く
、
実
践
者
の
良
心
な
る
も
の
は
、
道
徳
規
範
の
存

　
　
　
在
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
考
え
ら
れ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
法
・
道
徳
両
者
の
差
異
に
関
す
る
通
説
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
強
制
に
よ
る
法
の
特
色
ず
け
と
い
う
点

で
も
妥
当
な
も
の
と
は
い
い
難
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
法
・
道
徳
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
の
通
説
と
も
い
う
べ
き
強
制
説
は
、
ー
そ
の
多
く
が
道
徳
自
律
説
の

立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
と
も
相
俟
っ
て
ー
制
裁
と
し
て
の
法
的
強
制
な
い
し
は
そ
れ
に
よ
る
規
範
の
強
制
的
実
現
と
い
う
こ
と

を
道
徳
に
対
し
て
不
当
に
強
調
す
る
嫌
い
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
ま
た
、
通
説
は
両
規
範
の
比
較
に
あ
た
っ
て
規
範
的

制
裁
に
の
み
注
目
し
て
、
規
範
そ
の
も
の
の
考
察
を
等
閑
視
す
る
と
い
う
よ
り
重
大
な
欠
陥
を
伴
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
規
範
と
強
制
即
制
裁
と
の
関
係
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
に
、
規
範
は
社
会
関
係
に
あ
る
一
方
の
人
間
が
他
方
の

人
間
に
対
し
て
提
出
す
る
要
求
な
い
し
命
令
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
規
範
的
強
制
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
要

求
に
従
わ
な
い
も
の
に
対
し
て
要
求
者
が
加
え
る
制
裁
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
規
範
的
制
裁
と
い
う
も
の
は
規

範
の
存
在
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
規
範
そ
れ
自
身
と
は
一
応
別
個
の
も
の
と
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
て
み
れ
ば
物
体
と
そ
の
反
応
と
い
っ
た
関
係
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
川
の
流
れ
に
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逆
え
ば
押
流
さ
れ
、
電
気
に
触
れ
れ
ば
感
電
す
る
、
ま
た
酒
を
飲
め
ば
酪
酊
す
る
と
い
う
事
実
を
知
っ
て
い
る
が
、
規
範
と
強
制
即

制
裁
と
の
関
係
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
合
の
流
れ
と
抵
抗
、
電
流
と
感
電
、
酒
と
酪
酊
と
の
そ
れ
に
比
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　
処
で
、
物
体
の
反
応
に
注
目
す
る
と
い
う
こ
と
は
学
問
研
究
の
最
初
の
段
階
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
続
い
て

物
体
が
何
故
に
そ
の
よ
う
な
反
応
を
呈
す
る
の
か
と
い
う
物
体
そ
の
も
の
の
よ
り
本
質
的
な
考
察
が
是
非
と
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
更
に
、
二
つ
の
物
体
の
比
較
に
あ
た
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
考
慮
が
必
要
な
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
忘
れ
て
両
者
の
反
応
の

差
異
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
反
応
の
ち
が
い
を
も
た
ら
す
処
の
両
者
の
本
質
的
な
差
異
の
追
求
を
怠
っ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
物
体
の
そ
の
よ
う
な
比
較
研
究
は
学
問
的
に
は
価
値
の
少
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
同
じ
く
酪
酊
飲
料
で
あ
っ
て

も
ウ
イ
ス
キ
ー
と
ビ
ー
ル
と
で
は
、
そ
れ
を
飲
ん
だ
場
合
に
酪
酊
の
度
合
が
異
る
わ
け
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
結
局
両
者
の
ア
ル
コ
ー

ル
含
有
量
の
ち
が
い
か
ら
来
る
と
い
う
よ
う
に
説
明
し
て
は
じ
め
て
学
問
的
な
説
明
と
い
え
る
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
法
・
道

徳
両
規
範
を
比
較
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
単
に
規
範
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
の
差
異
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
更
に
そ
の
よ

う
な
差
異
を
も
た
ら
す
両
者
の
よ
り
本
質
的
な
、
つ
ま
り
規
範
そ
の
も
の
の
差
異
に
ま
で
論
及
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
学
問
的
に
い

っ
て
そ
れ
は
充
分
な
比
較
研
究
と
は
い
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
法
・
道
徳
両
者
の
差

異
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
規
範
そ
の
も
の
よ
り
は
強
制
即
制
裁
に
注
目
す
る
処
の
通
説
、
す
な
わ
ち
強
制
説
は
根
本
的
な
欠
陥
を
含

ん
で
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
法
ー
道
徳
の
問
題
に
関
す
る
通
説
と
も
い
う
べ
き
強
制
説
、
お
よ
び
そ
の
前
提
と
し
て
の
道
徳
自
律
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規
範
説
に
対
し
て
筆
者
と
し
て
は
大
小
種
々
の
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
法
と
比
較
対
照
さ
る
べ
き
道
徳
と

は
積
極
的
に
は
ど
の
よ
う
な
規
範
で
あ
る
の
か
、
ま
た
両
者
の
差
異
は
学
問
的
本
質
的
に
は
如
何
な
る
点
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
ー
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
に
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
三
　
私
　
　
　
　
　
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
　
規
範
考
察
の
方
法

　
ま
ず
、
法
お
よ
び
道
徳
が
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る
特
色
を
有
す
る
規
範
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
に
先
立
っ
て
、
規
範
と
い
う
も
の
が

一
般
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

　
規
範
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
何
度
か
述
べ
て
来
た
筈
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
そ
れ
は
社
会
関

係
に
あ
る
一
方
の
人
間
が
他
方
の
人
間
に
対
し
て
提
出
す
る
処
の
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
規
範
と
い
う
も

の
が
一
般
に
有
す
る
処
の
こ
の
よ
う
な
性
格
を
充
分
に
顧
慮
せ
ず
に
規
範
の
考
察
を
お
こ
な
う
と
き
は
、
そ
の
考
察
は
形
式
的
な
も

の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
ま
た
ま
が
り
ま
ち
が
え
ば
規
範
の
本
質
的
な
特
色
を
把
握
し
得
な
い
結
果
と
も
な
る
と
い
う
こ
と
を

何
よ
り
も
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
規
範
に
つ
い
て
ま
ず
第
一
に
注
目
す
べ
き
事
柄
は
、
誰
が
誰
に
対
し
て
な
す
と
こ
ろ
の
要

求
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、
当
該
規
範
の
規
律
主
体
す
な
わ
ち
規
範
的
要
求
者
の
社
会
的
立
場
な
い
し
は
性
格
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
の
究
明
が
、
規
範
の
考
察
に
あ
た
っ
て
も
っ
と
も
肝
要
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
何
故

な
ら
ば
、
規
範
的
要
求
者
の
性
格
如
何
が
ー
後
述
の
よ
う
に
ー
該
規
範
の
他
の
す
べ
て
の
特
色
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
人
間
の
社
会
的
な
要
求
で
あ
る
規
範
は
、
ー
そ
れ
が
要
求
で
あ
る
が
故
に
ー
相
手
方
が
そ
の
要
求
に
応

じ
な
か
っ
た
場
合
に
、
要
求
者
の
側
か
ら
す
る
種
種
の
反
応
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
既
に
述
べ
た
Å
非
駅
ら
皿
匹
借
）
そ
れ

故
、
規
範
違
反
者
に
対
す
る
規
範
主
体
の
反
応
は
、
規
範
そ
の
も
の
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
規
範
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
れ
は
規
範
の
考
察
に
際
し
て
充
分
に
考
慮
す
べ
き
点
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
規
範
違
反
に
際
し
て
の
反

応
の
態
様
や
そ
の
程
度
は
、
結
局
の
処
、
規
範
主
体
の
社
会
的
性
格
、
な
い
し
は
そ
の
も
つ
社
会
的
な
力
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
来
る

と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
更
に
ま
た
、
規
範
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
反
応
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
要
求
を
実
現
す
る
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
規
範
的
要
求
を
受
け
た
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
反
応
を
顧
慮
す
る
が
故
に
そ
の
要
求
に
し
た
が
う
の
で
あ

り
、
そ
の
結
果
と
し
て
社
会
的
な
秩
序
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
場
合
の
服
従
者
の
行
動
と
い
う
も
の

は
、
多
か
れ
少
か
れ
予
測
さ
れ
る
反
応
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
或
る
規
範
が
行
為
者
の
如
何
な
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る
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
を
媒
介
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
の
究
明
も
規
範
の
考
察
を
よ
り
豊
富
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
欠

か
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
社
会
的
な
存
在
と
し
て
の
規
範
は
、
右
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
ｌ
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
ー
規
範
考
察
の
場
合
、
そ
の
重
点
は
何
よ
り
も
規
範
そ
れ
自
体
の
考
察
に
お
か
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
規
範
違
反
者
に
対
す
る
社
会
的
反
応
も
、
或
は
規
範
服
従
者
の
心
理
的
状
況
も
、
結
局
は
規
範

そ
の
も
の
の
性
格
に
よ
っ
て
特
色
ず
け
ら
れ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
上
の
よ
う
な
方
法
論
的
反
省
の
も
と
に
法
・

道
徳
両
規
範
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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