
158

法学研究�91�巻�9�号（2018：9）

佐
藤
拓
磨
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　

一　

佐
藤
拓
磨
君
（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
）
が
提
出
し
た

博
士
学
位
請
求
論
文
は
、
大
学
院
生
時
代
か
ら
の
同
君
の
研
究
の
集

大
成
と
し
て
、
二
〇
一
六
（
平
成
二
九
）
年
一
〇
月
に
単
行
書
と
し

て
出
版
さ
れ
た
『
未
遂
犯
と
実
行
の
着
手
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版

会
〔
判
例
索
引
を
含
め
て
三
〇
四
頁
〕）
で
あ
る
（
以
下
、
こ
れ
を

「
本
論
文
」
と
呼
ぶ
）。
本
論
文
の
構
成
の
詳
細
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。序

章　

未
遂
犯
と
具
体
的
危
険
犯

　

第
1
節　
「
未
遂
犯
＝
具
体
的
危
険
犯
」
モ
デ
ル
の
問
題
点

　

第
2
節　

ド
イ
ツ
の
状
況

　
　

第
1
款　

未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
を
め
ぐ
る
議
論

　
　

第
2
款　

�

具
体
的
危
険
犯
に
お
け
る
危
険
概
念
を
め
ぐ
る
議

論

　
　

第
3
款　

小
括

　

第
3
節　

本
書
の
構
想

　
　

第
1
款　

未
遂
犯
の
本
質
と
し
て
の
規
範
違
反

　
　

第
2
款　

客
観
的
基
準
に
よ
る
処
罰
範
囲
の
制
約
の
必
要
性

第
2
章　

不
能
犯
論

　

第
1
節　

は
じ
め
に

　

第
2
節　

具
体
的
危
険
説
の
検
討

　
　

第
1
款　

具
体
的
危
険
説
の
内
容
お
よ
び
論
拠

　
　

第
2
款　

具
体
的
危
険
説
に
対
す
る
批
判

　
　

第
3
款　

検
討

　
　

第
4
款　

小
括

　

第
3
節　

客
観
的
危
険
説
の
検
討

　
　

第
1
款　

絶
対
的
不
能
・
相
対
的
不
能
説
と
そ
の
問
題
点

　
　

第
2
款　

客
観
的
危
険
説
の
諸
相

　
　

第
3
款　

小
括

　

第
4
節　

私
見

　
　

第
1
款　

起
点
と
し
て
の
規
範
違
反
行
為

　
　

第
2
款　

未
遂
犯
に
お
け
る
「
結
果
」
の
意
義

　
　

第
3
款　

危
険
判
断
の
方
法

　
　

第
4
款　

判
例
の
事
案
へ
の
あ
て
は
め

　

第
5
節　

結
び
に
か
え
て

第
3
章　

実
行
の
着
手
と
行
為
者
主
観

　
　

第
1
節　

問
題
の
位
置
づ
け
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第
2
節　

故
意
を
め
ぐ
る
問
題

　
　

第
1
款　

問
題
状
況
の
整
理

　
　

第
2
款　

行
為
の
危
険
性
と
故
意

　
　

第
3
款　

故
意
を
考
慮
す
る
見
解
の
再
検
討

　

第
3
節　

計
画
を
め
ぐ
る
問
題

　

第
4
節　

結
び
に
か
え
て

第
4
章　

実
行
の
着
手
の
判
断
基
準

　

第
1
節　

は
じ
め
に

　

第
2
節　

わ
が
国
の
状
況

　
　

第
1
款　

学
説

　
　

第
2
款　

判
例

　
　

第
3
款　

小
括

　

第
3
節　

ド
イ
ツ
の
状
況

　
　

第
1
款　

現
行
の
未
遂
の
概
念
規
定

　
　

第
2
款　

1�

9�

6�

9
年
改
正
前
の
判
例

　
　

第
3
款　

現
行
法
下
で
の
判
例

　

第
4
節　

日
独
の
比
較

　

第
5
節　

実
行
の
着
手
の
基
準

　
　

第
1
款　

構
成
要
件
的
制
約
の
要
否

　
　

第
2
款　

直
前
性
（
密
接
性
）
の
判
断
基
準
の
整
理

　
　

第
3
款　

検
討

　
　

第
4
款　

ま
と
め

　

第
6
節　

結
語

第
5
章　

間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手

　

第
1
節　

わ
が
国
の
議
論
状
況

　

第
2
節　

ド
イ
ツ
の
議
論
状
況

　
　

第
1
款　

学
説

　
　

第
2
款　

判
例

　
　

第
3
款　

ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
の
ま
と
め

　

第
3
節　

検
討

　

第
4
節　

私
見
に
対
す
る
批
判

　

第
5
節　

結
語

お
わ
り
に

　

二　

ま
ず
本
論
文
の
内
容
を
章
ご
と
に
要
約
し
、
著
者
の
見
解
と

そ
の
提
言
内
容
の
概
略
を
紹
介
し
た
い
。

1　
「
序
章　

未
遂
犯
と
具
体
的
危
険
犯
」
に
お
い
て
、
著
者
は
、

未
遂
犯
と
い
う
犯
罪
形
態
の
基
本
構
造
に
関
す
る
自
説
を
提
示
す
る

と
と
も
に
、
本
書
全
体
の
構
想
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
著
者
に
よ

れ
ば
、
未
遂
犯
を
具
体
的
危
険
犯
と
同
視
す
る
見
解
は
わ
が
国
で
は

広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
同
視
す
る
こ
と
に
は
問
題
が

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
具
体
的
危
険
犯
が
法
益
侵
害
と
の
関
係
概
念
で
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あ
る
の
に
対
し
、
未
遂
犯
は
構
成
要
件
と
の
関
係
概
念
だ
か
ら
で
あ

る
。
具
体
的
危
険
犯
は
、
刑
法
的
保
護
の
対
象
で
あ
る
法
益
に
対
す

る
脅
威
と
い
う
点
か
ら
そ
の
処
罰
根
拠
を
説
明
で
き
る
が
、
未
遂
は

犯
罪
の
形
式
的
な
完
成
時
期
で
あ
る
既
遂
と
の
関
係
概
念
で
あ
る
か

ら
、
既
遂
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
を
挙
げ
る
だ
け
で
は
犯
罪
と
し

て
の
実
質
的
な
処
罰
根
拠
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
い
て
も
、
危
険
犯
と
未
遂
犯
は
別
の
も
の

と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
一
八
七
一
年
の
ラ
イ
ヒ

刑
法
典
の
成
立
直
後
か
ら
、
判
例
は
主
観
的
未
遂
論
を
採
用
し
、
今

日
ま
で
そ
れ
を
堅
持
し
て
い
る
。
刑
法
改
正
の
作
業
を
み
て
も
、
最

初
の
草
案
（
一
九
〇
九
年
草
案
）
に
お
い
て
す
で
に
主
観
的
未
遂
論

の
方
向
へ
舵
が
切
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
現
行
法
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。
学
説
で
は
、
か
つ
て
は
客
観
的
未
遂
論
が
優
勢
な
時
期
も
あ
っ

た
が
、
一
九
三
〇
年
代
を
境
に
主
観
的
未
遂
論
が
支
配
的
と
な
っ
た
。

そ
の
背
後
に
は
、
行
為
無
価
値
論
の
通
説
化
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
具
体
的
危
険
犯
に
関
し
て
は
、
行
為
者
の
表

象
上
の
危
険
で
は
な
く
、
客
観
的
な
危
険
概
念
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
両
者
の
扱
い
が
異
な
る
理
由
は
、
未
遂
の
場
合
、
そ
の

成
立
に
は
既
遂
結
果
の
認
識
・
予
見
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
処
罰
根
拠
を
論
ず
る
上
で
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
に
対
し
、
具
体
的
危
険
犯
の
場
合
、
行
為
者
の
主
観
面
が
行
為
の

客
観
面
を
超
過
し
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
過
失
に
よ
る
具
体
的
危
険

の
惹
起
が
処
罰
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
処
罰
根
拠
を

論
ず
る
上
で
、
行
為
者
の
主
観
面
を
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
以
上
の
よ
う
に
論
じ
、
こ
こ
か
ら
、
未
遂

犯
を
一
種
の
具
体
的
危
険
犯
と
み
る
日
本
の
通
説
的
理
解
に
は
再
考

を
要
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
主
観
的
未
遂
論
を
採
用
す
べ
き
か

と
い
え
ば
、
著
者
は
そ
れ
に
反
対
す
る
。
第
一
の
理
由
と
し
て
、
わ

が
国
の
未
遂
犯
論
の
沿
革
を
挙
げ
る
。
わ
が
国
で
は
、
は
じ
め
て
の

近
代
刑
法
典
で
あ
る
旧
刑
法
の
起
草
段
階
か
ら
客
観
主
義
的
な
未
遂

犯
論
が
と
ら
れ
て
い
た
。
裁
判
実
務
に
お
い
て
も
、
旧
刑
法
以
来
、

今
日
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
て
客
観
的
未
遂
論
の
立
場
が
堅
持
さ
れ

て
い
る
。
学
説
で
は
、
一
八
九
一
年
に
富
井
政
章
が
「
刑
法
学
理
の

一
新
」
と
い
う
講
演
で
ド
イ
ツ
の
近
代
学
派
（
主
観
主
義
）
の
理
論

を
わ
が
国
に
紹
介
し
て
以
降
、
同
理
論
を
支
持
す
る
見
解
が
隆
盛
を

極
め
、
そ
れ
が
現
行
刑
法
の
内
容
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ

て
い
る
が
、
未
遂
犯
と
の
関
係
で
は
、
主
観
主
義
の
影
響
力
は
限
定

的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
旧
刑
法
で
は
未
遂
減
軽
が
必
要
的
だ
っ

た
の
が
、
現
行
刑
法
で
は
任
意
的
減
軽
に
変
更
さ
れ
た
が
、
未
遂
の

概
念
規
定
に
関
す
る
現
行
刑
法
四
三
条
の
「
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し

て
」
と
い
う
文
言
は
、
主
観
的
未
遂
論
と
客
観
的
未
遂
論
の
対
立
か
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ら
は
中
立
的
で
あ
る
。
現
行
刑
法
成
立
後
の
学
説
で
も
、
牧
野
英
一

ら
に
よ
り
、
犯
罪
の
本
質
を
行
為
者
の
危
険
性
に
求
め
る
主
観
主
義

刑
法
理
論
の
立
場
か
ら
、
主
観
的
未
遂
論
を
支
持
す
る
強
力
な
論
陣

が
張
ら
れ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
主
張
は
実
務
に
は
受
け
入
れ
ら
れ

ず
、
ま
た
、
通
説
と
な
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
現

行
刑
法
の
改
正
作
業
に
お
い
て
も
主
導
権
を
握
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
見
れ
ば
、
わ
が
国
で
主
観
的
未
遂
論

を
主
張
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
と
す
る
。
第
二
の
理
由
と
し

て
、
不
能
未
遂
に
関
す
る
刑
の
減
免
規
定
の
不
存
在
を
挙
げ
る
。
ド

イ
ツ
刑
法
典
に
は
、
主
観
的
未
遂
論
の
行
き
過
ぎ
た
結
論
を
緩
和
す

る
た
め
の
特
別
の
減
免
規
定
と
し
て
二
三
条
三
項
が
設
け
ら
れ
て
い

る
が
、
わ
が
国
に
は
そ
れ
に
相
当
す
る
規
定
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

主
観
的
未
遂
論
の
採
用
は
と
き
に
過
酷
な
結
論
を
生
む
お
そ
れ
が
あ

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
検
討
を
経
て
、
著
者
は
、
未
遂
犯
の
主
た
る
処
罰
根
拠
を

行
為
の
規
範
違
反
性
に
求
め
つ
つ
、
客
観
的
危
険
性
の
観
点
か
ら
そ

の
処
罰
範
囲
を
制
約
す
る
方
向
で
の
理
論
構
成
を
探
る
べ
き
で
あ
る

と
し
、
そ
の
私
見
の
基
本
的
方
向
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

2　
「
第
2
章　

不
能
犯
論
」
に
お
い
て
は
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠

を
正
面
か
ら
問
う
重
要
テ
ー
マ
で
あ
る
不
能
犯
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

著
者
独
自
の
基
本
的
見
解
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
現
在
、
わ
が
国
で

は
、
結
果
発
生
の
危
険
を
行
為
時
の
一
般
人
を
基
準
に
し
て
判
断
す

る
具
体
的
危
険
説
と
、
裁
判
時
を
基
準
と
し
て
科
学
的
見
地
か
ら
判

断
す
る
客
観
的
危
険
説
と
が
対
立
し
て
い
る
。
具
体
的
危
険
説
は
、

わ
が
国
の
通
説
と
さ
れ
て
き
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
向
け
ら
れ

お
り
、
現
在
で
は
そ
の
通
説
と
し
て
の
地
位
は
揺
ら
い
で
い
る
。
著

者
は
、
具
体
的
危
険
説
に
対
す
る
批
判
の
中
に
は
、
誤
解
に
基
づ
く

も
の
も
あ
る
が
、
同
説
の
判
断
基
準
の
不
明
確
性
に
関
わ
る
批
判
は

決
定
的
で
あ
る
と
す
る
。
同
説
は
、
行
為
当
時
の
一
般
人
の
法
則
知

識
を
基
準
に
し
て
危
険
判
断
を
行
う
べ
き
だ
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
、

こ
の
よ
う
な
基
準
は
、
と
り
わ
け
「
方
法
の
不
能
」
が
問
題
と
な
る

事
例
で
機
能
不
全
に
陥
る
。
た
と
え
ば
、
行
為
者
が
あ
る
薬
品
を
用

い
て
殺
人
を
試
み
よ
う
と
し
た
場
合
、
そ
の
薬
品
の
有
害
性
は
、
科

学
的
な
専
門
知
識
が
な
け
れ
ば
判
断
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

具
体
的
危
険
説
は
、
危
険
判
断
の
資
料
を
行
為
時
に
置
か
れ
た
一
般

人
が
認
識
し
得
た
事
情
お
よ
び
行
為
者
が
認
識
し
て
い
た
特
殊
事
情

に
限
定
す
る
こ
と
か
ら
、
判
断
者
は
現
実
に
存
在
し
た
事
情
の
う
ち

の
一
部
し
か
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、
危
険
判
断
の
困
難
性
は
増
す
。

判
断
の
資
料
を
行
為
時
の
視
点
か
ら
限
定
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、

因
果
関
係
論
に
お
け
る
相
当
性
説
に
も
見
ら
れ
る
が
、
同
説
が
実
務

上
使
用
に
耐
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
同
様
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の
こ
と
が
具
体
的
危
険
説
に
も
あ
て
は
ま
る
。
著
者
は
、
同
説
が
行

為
時
の
行
為
者
の
認
識
を
考
慮
す
る
こ
と
を
通
じ
て
行
為
の
規
範
違

反
性
を
重
視
す
る
一
方
で
、
処
罰
の
必
要
性
の
低
い
事
例
を
未
遂
犯

の
成
立
範
囲
か
ら
除
外
し
よ
う
と
す
る
、
そ
の
方
向
性
は
妥
当
な
も

の
と
し
つ
つ
も
、
上
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
処
罰
範

囲
の
限
定
は
、
行
為
時
の
一
般
人
の
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
裁
判
時

の
視
点
か
ら
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

　

他
方
に
お
い
て
、
裁
判
時
を
基
準
と
し
て
危
険
判
断
を
行
う
べ
き

だ
と
主
張
す
る
客
観
的
危
険
説
に
は
、
結
果
不
発
生
の
原
因
は
裁
判

時
に
は
解
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
以
上
、
未
遂
犯
を
認

め
る
余
地
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
危
険
判
断
の
方
法
に
修
正
を
加
え
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
提
案

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
、
最
も
支
持
を
集
め
て
い
る
の
が
、
修

正
さ
れ
た
客
観
的
危
険
説
で
あ
る
。
同
説
に
よ
る
危
険
判
断
は
次
の

よ
う
な
手
順
で
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
現
実
に
存
在
し
た
全

事
情
を
見
た
上
で
、
科
学
的
な
見
地
か
ら
結
果
が
な
ぜ
発
生
し
な

か
っ
た
か
を
問
い
、
次
に
、
仮
に
ど
の
よ
う
な
事
情
が
存
在
し
て
い

れ
ば
結
果
が
発
生
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
最
後
に
、
そ
の
よ

う
な
仮
定
的
事
情
が
存
在
し
た
可
能
性
が
ど
の
程
度
あ
っ
た
と
い
え

る
か
を
一
般
人
の
視
点
か
ら
評
価
し
、
そ
の
可
能
性
が
高
度
で
あ
っ

た
と
い
え
れ
ば
未
遂
犯
を
認
め
る
と
い
う
手
順
で
あ
る
。
著
者
は
、

同
説
は
、
将
来
、
同
種
の
規
範
違
反
行
為
が
再
現
さ
れ
て
も
お
よ
そ

結
果
発
生
が
見
込
ま
れ
な
い
よ
う
な
場
合
を
処
罰
範
囲
か
ら
除
外
す

る
こ
と
が
で
き
る
点
で
妥
当
で
あ
り
、
基
本
的
に
支
持
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
、
仮
定
的
事
情
と
し
て
置
き
換
え
る
べ
き
対

象
は
、
犯
罪
計
画
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
事
情
に
限
定
す
べ
き
だ
と

す
る
。
著
者
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
は
、
第
一
に
、
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
置
き
換
え
る
べ
き
事
情
の
範
囲
が
無
制
約
と
な
り
、
極
端

に
い
え
ば
、「
別
の
手
段
で
犯
行
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
」
も
問
う

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
点
、
第
二
に
、
行
為
規
範
違
反
の
観

点
か
ら
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
を
理
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
不
能
犯
に

お
け
る
危
険
判
断
に
お
い
て
も
行
為
者
の
表
象
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ

る
べ
き
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
ま
た
、
未
遂
犯
を
具
体
的
危
険
説
と

同
視
し
な
い
本
書
の
立
場
か
ら
は
、
修
正
さ
れ
た
客
観
的
危
険
説
が

要
求
す
る
よ
う
な
結
果
発
生
の
高
度
の
可
能
性
ま
で
は
必
要
で
な
く
、

結
果
発
生
が
あ
り
え
た
と
い
う
程
度
の
可
能
性
で
足
り
る
と
解
す
べ

き
で
あ
る
と
す
る
。

3　

著
者
は
、
不
能
犯
に
関
す
る
自
説
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
実
行

の
着
手
論
の
検
討
に
移
る
。「
第
3
章　

実
行
の
着
手
と
行
為
者
主

観
」
に
お
い
て
は
、
実
行
の
着
手
判
断
の
基
礎
と
し
て
行
為
者
の
主

観
面
を
考
慮
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
争
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点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
か
つ
て
は
、
主
観
的
違
法
要
素
を
認
め
る
べ
き

か
否
か
と
い
う
違
法
論
を
め
ぐ
る
論
争
の
一
場
面
と
し
て
盛
ん
な
議

論
が
行
わ
れ
た
。
最
近
で
は
、
結
果
無
価
値
論
の
立
場
か
ら
、
故
意

を
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
認
め
な
い
が
、「
行
為
意
思
」
は
主
観

的
違
法
要
素
と
し
て
認
め
る
と
い
う
見
解
（
行
為
意
思
説
）
も
現
れ

て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
見
解
の
一
部
か
ら
は
、
実
行
の
着
手
時
期
の

判
断
に
お
い
て
は
行
為
者
の
犯
行
計
画
も
考
慮
す
べ
き
だ
と
す
る
主

張
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現
在
の
学
説
は
、
次
の
よ
う
に

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
行
為
者
の
主
観
面
を
一
切

考
慮
し
な
い
見
解
、
②
故
意
の
限
度
で
考
慮
し
計
画
は
考
慮
し
な
い

見
解
、
③
行
為
意
思
を
考
慮
し
計
画
は
考
慮
し
な
い
見
解
、
④
故
意

を
考
慮
し
さ
ら
に
計
画
も
考
慮
す
る
見
解
、
⑤
行
為
意
思
を
考
慮
し

さ
ら
に
計
画
も
考
慮
す
る
見
解
で
あ
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
う
ち
、
行
為
者
の
主
観
面
を
一
切
考
慮
し

な
い
見
解
は
妥
当
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を

採
っ
た
場
合
、
未
遂
犯
の
成
立
範
囲
が
過
度
に
狭
ま
る
か
広
が
る
か

の
ど
ち
ら
か
に
行
き
着
か
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、

他
人
に
拳
銃
を
向
け
て
引
き
金
に
指
を
か
け
た
と
こ
ろ
を
取
り
押
さ

え
ら
れ
た
場
合
、
引
き
金
が
い
ま
だ
引
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由

に
生
命
に
対
す
る
危
険
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
処
罰
範
囲
が
狭
く

な
り
す
ぎ
る
し
、
逆
に
拳
銃
か
ら
何
か
の
拍
子
に
弾
丸
が
飛
び
出
す

可
能
性
を
根
拠
に
危
険
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
処
罰
範
囲
が
広
が
り

す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
）。
次
に
、
故
意
を
考
慮
す
べ
か
否
か
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
に
対
し
て
行
為
意
思
説
か
ら
の
批
判

が
あ
る
。
そ
の
批
判
と
は
、
行
為
の
危
険
性
は
、
結
果
発
生
の
有
無

が
行
為
者
の
さ
ら
な
る
行
為
に
か
か
っ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
行
為

者
が
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
う
意
思
（
行
為
意
思
）
を
有
し
て
い
る

か
否
か
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
り
、
結
果
発
生
の
認
識
・

予
見
は
行
為
の
危
険
性
と
は
無
関
係
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
た
と
え

ば
、
行
為
者
が
目
の
前
の
物
体
を
熊
だ
と
思
っ
て
そ
れ
に
向
け
て
銃

の
狙
い
を
定
め
た
が
、
実
際
に
は
そ
れ
は
熊
で
は
な
く
人
で
あ
っ
た

と
い
う
場
合
、
行
為
者
に
引
き
金
を
引
く
意
思
が
あ
る
以
上
は
人
の

生
命
に
対
す
る
客
観
的
な
危
険
性
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
行

為
者
が
そ
れ
を
熊
だ
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
行
為
の
危
険
性

と
は
無
関
係
だ
と
い
う
）。
こ
れ
に
対
し
、
著
者
は
、
行
為
意
思
説

が
「
行
為
を
行
う
意
思
」
と
い
う
際
、
ど
の
程
度
に
ま
で
「
行
為
」

を
個
別
化
し
て
捉
え
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
、
と
批
判
す
る
。

刑
法
の
機
能
が
、
行
為
規
範
の
提
示
を
通
じ
た
行
動
統
制
に
あ
る
の

だ
と
す
れ
ば
、
刑
法
解
釈
論
上
の
文
脈
で
行
為
の
意
味
づ
け
を
考
え

る
際
に
は
、
構
成
要
件
該
当
事
実
の
認
識
・
予
見
（
＝
故
意
）
を
考

慮
す
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
と
い
う
。

　

犯
行
計
画
を
考
慮
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
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を
否
定
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、

未
遂
犯
処
罰
を
基
礎
づ
け
る
に
足
る
結
果
発
生
の
危
険
性
が
認
め
ら

れ
、
か
つ
行
為
者
に
そ
の
よ
う
な
危
険
性
の
認
識
が
あ
れ
ば
、
未
遂

犯
と
し
て
処
罰
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
著
者
に
よ

れ
ば
、
こ
の
見
解
は
、
未
遂
犯
が
単
な
る
危
険
犯
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
看
過
し
て
い
る
。
未
遂
犯
の
特
徴
が
、
犯
罪
の
実
現
に
向
け

て
行
為
を
行
っ
た
が
成
就
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

予
定
さ
れ
て
い
た
最
終
的
な
結
果
実
現
行
為
と
、
着
手
の
有
無
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
行
為
と
の
関
係
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
計
画
を

考
慮
し
な
い
見
解
は
、
着
手
の
有
無
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
と

行
為
者
の
予
定
し
て
い
た
最
終
的
な
結
果
実
現
行
為
と
の
間
の
連
関

を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
危
険
性
の
認
識
と
既
遂
の

故
意
と
の
関
係
も
明
ら
か
で
は
な
く
な
り
、
そ
も
そ
も
未
遂
犯
に
お

い
て
既
遂
の
故
意
を
要
求
す
る
こ
と
も
論
理
必
然
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
以
上
の
と
こ
ろ
か
ら
、
著
者
は
、
行
為
者

の
計
画
を
考
慮
に
入
れ
る
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
結
論
に
至
っ

て
い
る
。

4　
「
第
4
章　

実
行
の
着
手
の
判
断
基
準
」
に
お
い
て
は
、
実
行

の
着
手
の
判
断
基
準
に
関
す
る
著
者
の
見
解
が
提
示
さ
れ
る
。

　

実
行
の
着
手
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
構
成
要
件
的
行
為
の
少
な
く
と

も
一
部
が
行
わ
れ
た
か
否
か
を
基
準
と
す
べ
き
だ
と
す
る
形
式
的
客

観
説
と
、
既
遂
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を

基
準
と
す
べ
き
だ
と
す
る
実
質
的
客
観
説
と
が
対
立
す
る
と
さ
れ
て

い
る
が
、
著
者
は
、
こ
の
対
立
は
表
面
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

ま
ず
、
形
式
的
客
観
説
で
あ
っ
て
も
、
厳
格
な
意
味
で
の
構
成
要
件

的
行
為
の
一
部
が
行
わ
れ
た
こ
と
ま
で
要
求
す
る
見
解
は
ご
く
少
数

で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
窃
盗
罪
を
例
に
と
れ
ば
、
窃
取
の
た
め
に

目
的
物
に
触
れ
る
時
点
ま
で
同
罪
の
着
手
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う

の
で
は
着
手
時
期
が
遅
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
形
式
的
客

観
説
の
支
持
者
も
、
構
成
要
件
的
行
為
を
拡
張
解
釈
し
、
ま
た
は
、

構
成
要
件
的
行
為
に
密
接
す
る
行
為
に
ま
で
着
手
の
範
囲
を
拡
張
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
切
な
処
罰
範
囲
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
た

と
え
ば
、「
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
と
い
え
る
た
め
に
は
、
故
意
犯

の
ば
あ
い
は
、
主
観
的
に
は
、
犯
罪
構
成
要
件
実
現
の
意
思
（
構
成

要
件
的
故
意
）
が
あ
っ
た
こ
と
、
客
観
的
に
は
、
構
成
要
件
に
該
当

す
る
行
為
の
一
部
分
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
し
つ
つ
、

「
な
に
が
構
成
要
件
該
当
の
行
為
と
い
い
う
る
か
は
、
結
局
、
各
論

に
お
け
る
個
々
の
構
成
要
件
の
解
釈
の
問
題
に
帰
着
す
る
が
、
一
般

的
に
い
う
と
、
犯
罪
構
成
要
件
を
実
現
す
る
現
実
的
危
険
性
を
も
つ

行
為
で
あ
る
と
い
え
よ
う
」
と
す
る
見
解
は
、
危
険
性
の
観
点
か
ら

構
成
要
件
的
行
為
を
実
質
的
に
拡
張
し
て
い
る
も
の
と
い
え
、
前
者



特 別 記 事

165

の
例
に
あ
た
る
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
塩
見
淳
が
提
唱
し
た
「
修

正
さ
れ
た
客
観
的
危
険
説
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
塩
見
は
、
刑
法
四
三

条
の
「
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
」
の
う
ち
、「
実
行
」
を
各
則
の
構

成
要
件
に
書
か
れ
て
い
る
動
詞
に
あ
た
る
行
為
と
解
し
た
上
で
、

「
着
手
」
を
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
構
成
要
件
該
当
行
為
の
直
前
に

位
置
す
る
行
為
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
未
遂
の
開
始
時
期
の
前

倒
し
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
実
質
的
客
観
説

の
側
で
も
、
危
険
性
と
い
う
基
準
の
み
で
は
予
備
と
未
遂
と
を
明
確

に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
山
口
厚
は
、
実
質
的
客
観
説
に
よ
る
と
、「
危
険
概
念

が
程
度
概
念
で
あ
り
、
柔
軟
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
実
行
の
着
手
時

期
が
あ
い
ま
い
に
な
る
の
で
は
な
い
か
が
、
問
題
と
な
る
。
…
…
こ

の
意
味
で
、
こ
の
立
場
も
、
形
式
的
な
基
準
に
よ
る
限
界
設
定
の
意

義
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
、「
形
式
的
基
準
と
実
質

的
基
準
と
は
、
相
互
補
完
関
係
に
あ
る
と
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
」

と
す
る
。
西
田
典
之
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
強
盗
罪
や
詐
欺
罪
の
よ

う
に
行
為
態
様
が
限
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
お
い
て
は
、
未
遂
犯
の

関
係
で
も
行
為
態
様
に
よ
る
限
定
が
か
か
る
と
す
る
。

　

著
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
学
説
の
主
張
を
概
観
し
た
後
に
、
形
式

的
客
観
説
と
実
質
的
客
観
説
の
対
立
に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
と

し
、
よ
り
重
要
な
の
は
法
適
用
の
際
に
手
が
か
り
と
な
る
具
体
的
な

下
位
基
準
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
現
在
の
学
説
に
強
い

影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
、
修
正
さ
れ
た
形
式
的
客
観
説
の
主
唱
者

で
あ
る
塩
見
の
提
示
し
た
基
準
で
あ
る
。
そ
の
基
準
と
は
、

（a）
行
為

と
結
果
発
生
と
の
間
の
時
間
的
近
接
性
、
ま
た
は
、

（b）
結
果
発
生
に

至
る
ま
で
の
行
為
経
過
の
自
動
性
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
を
満
た
し
、

さ
ら
に
、
侵
害
客
体
が
存
在
す
る
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に

加
え
て
、

（c）
「
被
害
者
領
域
へ
の
介
入
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
着

手
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

（a）
の
時
間
的
近
接

性
、
お
よ
び
、

（b）
の
行
為
経
過
の
自
動
性
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
教

科
書
で
も
た
び
た
び
言
及
さ
れ
て
お
り
、
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
判
例
で
も
、

（α）
結
果
実
現
行
為
を
行
う
上
で
の
必
要
不
可
欠

性
、

（β）
結
果
実
現
ま
で
の
間
の
障
害
の
不
存
在
性
、

（γ）
結
果
実
現
行

為
と
の
間
の
時
間
的
場
所
的
近
接
性
と
い
う
類
似
し
た
基
準
を
用
い

て
、
結
果
発
生
の
危
険
性
お
よ
び
結
果
実
現
行
為
と
の
間
の
密
接
性

を
判
断
す
る
最
高
裁
決
定
（
最
決
平
成
一
六
年
三
月
二
二
日
刑
集
五

八
巻
三
号
一
八
七
頁
）
が
現
れ
、
そ
の
後
の
実
務
に
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
る
。
著
者
は
、
上
記

（a）
～

（c）
の
基
準
に
つ
い
て
の
自
説
を

展
開
す
る
に
先
立
ち
、
こ
れ
ら
の
基
準
が
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を

継
受
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
基
準
が
ド
イ
ツ
の

裁
判
実
務
で
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
調
査
・
検
討
し
、

日
本
の
判
例
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
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著
者
に
よ
れ
ば
、
実
行
の
着
手
に
関
す
る
日
本
の
判
例
は
、
大
審

院
時
代
は
基
本
的
に
形
式
的
客
観
説
に
従
っ
て
い
た
が
、
最
高
裁
時

代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
逃
走
罪
、
窃
盗
罪
、
詐
欺
罪
な
ど
の
一
部
の

犯
罪
類
型
を
除
き
、
結
果
発
生
の
危
険
性
と
い
う
基
準
を
明
示
的
に

用
い
て
着
手
時
期
の
判
断
を
行
っ
て
き
た
。
ま
た
、
殺
人
罪
に
関
す

る
前
記
最
決
平
成
一
六
年
三
月
二
二
日
の
提
示
し
た
基
準
、
す
な
わ

ち
上
位
基
準
と
し
て
の
「
密
接
性
」
と
「
危
険
性
」、
そ
し
て
こ
れ

ら
の
下
位
基
準
と
し
て
の
「
必
要
不
可
欠
性
」、「
障
害
の
不
存
在

性
」
お
よ
び
「
時
間
的
場
所
的
近
接
性
」
は
、
そ
の
後
の
殺
人
罪
に

関
す
る
裁
判
例
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
犯
罪
類
型
に
関
す
る
裁
判
例

に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
他
方
で
、
日
本
の
裁
判
実
務
は
、
構
成

要
件
と
い
う
枠
に
よ
る
制
約
も
無
視
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

強
姦
罪
、
強
盗
罪
、
詐
欺
罪
と
い
っ
た
手
段
が
限
定
さ
れ
て
い
る
犯

罪
に
つ
い
て
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
例
外
を
除
き
、
暴
行
・
脅
迫
、
欺

罔
と
い
っ
た
行
為
が
見
ら
れ
な
い
段
階
で
実
行
の
着
手
を
認
め
た
も

の
が
な
い
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
放
火
罪
に
つ
い
て
も
、
自

動
発
火
装
置
を
設
置
し
た
の
と
同
視
し
う
る
よ
う
な
ガ
ソ
リ
ン
撒
布

事
例
を
除
け
ば
、
い
ま
だ
火
気
が
存
在
し
な
い
時
点
で
着
手
を
認
め

た
も
の
は
な
い
。
さ
ら
に
、
構
成
要
件
上
手
段
の
限
定
が
な
い
殺
人

罪
に
つ
い
て
も
、
被
害
者
の
身
体
に
対
す
る
直
接
の
攻
撃
に
極
め
て

近
接
し
た
行
為
が
あ
る
か
、
ま
た
は
、
被
害
者
の
抵
抗
能
力
を
奪
う

た
め
に
そ
の
身
体
に
何
ら
か
の
攻
撃
を
し
た
場
合
に
は
着
手
が
認
め

ら
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
寝
室
で
就
寝
中
の
被
害
者
を
殺
害
す

る
た
め
に
凶
器
を
持
っ
て
こ
れ
に
近
づ
く
と
い
っ
た
事
例
で
着
手
を

認
め
た
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
結
論
は
、
前
記

（a）
～

（c）
ま

た
は

（α）
～

（γ）
の
基
準
を
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
た
場
合
に
は
自
明
と
は

い
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
「
構
成
要
件
に
よ
る
縛
り
」
を

意
識
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
、
未
遂
の
概
念
規

定
に
関
す
る
刑
法
典
二
二
条
が
、「
そ
の
行
為
に
つ
い
て
の
表
象
に

従
っ
て
、
構
成
要
件
の
実
現
を
直
接
に
開
始
し
た
者
は
、
犯
罪
行
為

を
し
よ
う
と
し
て
未
遂
に
終
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
定
め
、
構
成

要
件
的
行
為
の
直
前
行
為
に
つ
い
て
も
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を

法
文
上
認
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
手
段
が
限
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪

に
つ
い
て
も
、
手
段
行
為
の
前
の
段
階
で
未
遂
の
成
立
が
認
め
ら
れ

る
。
著
者
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い
て
は
直
前
行
為
性
を
判
断
す

る
た
め
の
基
準
と
し
て
は
、
概
ね
前
記
の

（a）
～

（c）
の
基
準
が
用
い
ら

れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
結
論
を
見
る
と
、
わ
が
国
の
裁
判
実
務
と

比
べ
て
、
未
遂
の
開
始
を
認
め
る
時
期
が
早
い
と
す
る
。
具
体
例
を

挙
げ
れ
ば
、
強
盗
で
は
、
武
装
し
か
つ
覆
面
を
し
て
住
居
の
入
口
ド

ア
の
ベ
ル
を
鳴
ら
し
た
時
点
で
未
遂
を
認
め
た
例
が
あ
り
、
ま
た
、

殺
人
で
も
、
標
的
と
な
る
者
が
所
在
す
る
部
屋
の
ド
ア
を
ラ
イ
フ
ル



特 別 記 事

167

の
銃
床
で
打
ち
破
ろ
う
と
し
た
時
点
で
未
遂
を
認
め
た
例
が
あ
る
。

放
火
に
つ
い
て
も
、
デ
ィ
ス
コ
に
放
火
す
る
目
的
で
、
建
物
内
部
に

侵
入
後
、
ガ
ソ
リ
ン
を
撒
く
直
前
の
時
点
で
未
遂
を
認
め
た
も
の
が

あ
る
。
他
方
、
同
じ
よ
う
な
外
形
的
行
為
が
あ
っ
て
も
、
犯
行
計
画

に
具
体
性
が
欠
け
、
犯
意
も
弱
い
場
合
に
は
、
未
遂
が
否
定
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
著
者
は
、
日
独
の
判
例
・
学
説
で
異
な
る
点
と
し
て
、

ま
ず
構
成
要
件
的
制
約
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
と
す
る
。
日
本
の
裁
判
実
務
は
こ
の
よ
う
な
制
約
を
意
識

し
て
い
る
節
が
あ
り
、
学
説
で
も
こ
れ
を
肯
認
す
る
見
解
が
あ
る
。

し
か
し
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
実
行
の
着
手
判
断
に
こ
の
よ
う
な
制
約

を
課
す
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
刑
法
四
三
条

が
、
実
行
未
遂
だ
け
で
は
な
く
、
着
手
未
遂
も
包
含
し
て
い
る
こ
と

か
ら
必
然
的
に
帰
結
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
と
え
、
実

行
の
着
手
と
は
実
行
行
為
の
一
部
開
始
だ
と
主
張
し
た
と
し
て
も
、

ど
の
よ
う
な
行
為
が
実
行
行
為
の
「
一
部
」
に
あ
た
る
の
か
、
ど
の

時
点
か
ら
そ
れ
が
「
開
始
」
さ
れ
る
の
か
は
不
明
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
た
と
え
ば
、
被
害
者
の
抵
抗
を
不
可
能
に
し
た
後
に
殺

害
を
行
う
と
い
う
計
画
的
・
段
階
的
犯
行
の
場
合
に
つ
い
て
、
最
終

的
な
殺
害
行
為
と
の
間
に
時
間
的
間
隔
が
あ
る
こ
と
の
穴
埋
め
と
し

て
、
抵
抗
を
不
可
能
に
す
る
行
為
そ
れ
自
体
が
殺
人
行
為
と
し
て
の

特
徴
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
形
で
構
成
要
件
的
制
約

を
用
い
る
主
張
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
、
こ
の

よ
う
な
考
え
方
を
と
る
と
し
て
も
、
拡
張
さ
れ
た
実
行
行
為
の
開
始

で
足
り
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
「
開
始
」
の
意
義
が
問
題
と
な
り
、

前
述
し
た
こ
と
と
同
様
の
問
題
に
直
面
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
著
者
は
、

日
本
の
裁
判
実
務
に
お
け
る
着
手
判
断
に
対
す
る
自
制
的
態
度
は
、

少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
根
拠
が
な
い
と
す
る
。

　

著
者
は
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
を
提
示

し
て
い
る
。

①�

実
行
の
着
手
は
実
行
行
為
の
直
前
行
為
（
ま
た
は
、
実
行
行
為

に
密
接
す
る
行
為
と
呼
ん
で
も
よ
い
）
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

②�

直
前
行
為
性
の
判
断
は
、
犯
行
計
画
上
、
最
終
結
果
実
現
行
為

ま
で
の
間
に
重
要
な
中
間
行
為
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、

お
よ
び
結
果
発
生
ま
で
の
間
に
ど
の
程
度
の
時
間
的
場
所
的
離

隔
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
二
つ
の
基
準
を
用
い
て
行
わ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
基
準
は
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
機

能
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
は
な
く
、
両
方
の
観
点
を
総
合
的

に
勘
案
し
て
直
前
行
為
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

③�

重
要
な
中
間
行
為
が
存
在
し
な
い
と
は
、
す
な
わ
ち
、
犯
行
計

画
上
、
も
は
や
最
終
的
な
結
果
実
現
行
為
ま
で
の
間
に
外
部
的
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な
障
害
が
想
定
さ
れ
な
い
こ
と
、
お
よ
び
事
象
が
自
動
的
に
進

行
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
前
者
の

判
断
に
お
い
て
は
、
被
害
者
領
域
へ
の
介
入
が
一
つ
の
重
要
な

徴
表
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
後
者
の
判
断
に
お
い
て
は
、
犯
意

の
強
弱
や
犯
行
計
画
の
具
体
性
と
い
っ
た
主
観
的
事
情
も
重
要

な
考
慮
要
素
と
な
る
。

④�

犯
行
を
確
実
か
つ
容
易
に
行
う
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
か

否
か
と
い
う
観
点
は
、
犯
行
計
画
で
予
定
さ
れ
て
い
る
個
々
の

行
為
の
重
要
性
を
は
か
る
基
準
と
し
て
機
能
す
る
。
着
手
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
行
為
が
犯
罪
実
現
の
た
め
に
重
要
な
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
最
終
的
な
結
果
実
現
行
為
ま
で
の
間
に
そ

れ
以
上
に
重
要
な
中
間
行
為
が
あ
れ
ば
着
手
は
否
定
さ
れ
る
。

　

著
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
基
準
を
適
用
し
た
と
き
の
具
体
的
結
論

も
明
ら
か
に
し
、
従
来
の
見
解
と
の
違
い
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
殺
人
の
た
め
に
凶
器
を
持
っ
て
被
害
者
宅
に
赴
い
た
と
い

う
事
例
で
も
、
行
為
者
の
表
象
を
詳
細
に
認
定
し
た
上
で
、
重
要
な

中
間
行
為
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
着
手
を
肯
定
す
る
余
地

が
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
被
害
者
に
正
面
か
ら
襲
い
か
か
る
類
型
に

つ
い
て
は
、
逃
走
や
防
御
行
為
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
結
果
発
生
に

き
わ
め
て
近
接
し
た
時
点
ま
で
着
手
を
認
め
な
い
と
い
う
の
は
理
解

で
き
る
が
、
被
害
者
に
逃
走
経
路
が
な
い
場
合
や
不
意
を
衝
く
場
合

に
ま
で
同
様
に
解
す
べ
き
必
然
性
は
な
い
と
す
る
。
同
様
の
こ
と
は
、

強
盗
の
よ
う
に
手
段
が
限
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
も
あ
て
は
ま
る
と

い
う
。

　

本
論
文
の
掉
尾
を
飾
る
「
第
5
章　

間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
」

に
お
い
て
は
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
論
と
実
行
の
着
手
論
の
試
金
石

と
い
う
べ
き
一
大
争
点
で
あ
る
間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
時
期
の
問

題
に
つ
い
て
著
者
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ

る
学
説
は
以
下
の
三
つ
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
利
用
者
が
被
利

用
者
を
犯
罪
に
誘
致
す
る
行
為
を
開
始
し
た
時
点
に
着
手
を
認
め
る

利
用
者
標
準
説
、
被
利
用
者
が
実
行
行
為
を
開
始
し
た
時
点
に
着
手

を
認
め
る
被
利
用
者
標
準
説
、
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
性
の
観
点

か
ら
、
利
用
者
の
行
為
の
時
点
に
着
手
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
れ

ば
、
被
利
用
者
の
行
為
の
開
始
時
に
着
手
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ

る
と
す
る
個
別
化
説
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
利
用
者
標
準
説
は
、
間
接
正
犯
の
実
行
行
為
は
あ
く

ま
で
利
用
者
の
行
為
に
あ
り
、
被
利
用
者
の
行
為
は
単
な
る
因
果
経

過
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
が
利
用
者
の
行
為

の
終
了
後
に
認
め
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
被
利
用
者
標
準
説
は
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
を
結
果

発
生
の
具
体
的
危
険
と
解
し
た
上
で
、
実
行
の
着
手
は
、
結
果
発
生



特 別 記 事

169

が
切
迫
し
た
時
点
で
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
す
る
。

個
別
化
説
は
、
被
利
用
者
標
準
説
が
「
切
迫
性
」
を
重
視
す
る
の
に

対
し
、
結
果
発
生
が
確
実
な
い
し
蓋
然
的
と
い
え
れ
ば
、
そ
れ
が
切

迫
し
て
い
る
こ
と
ま
で
は
必
要
な
い
と
す
る
考
え
方
に
基
づ
く
も
の

と
い
え
る
。
最
近
で
は
、
純
粋
な
利
用
者
標
準
説
は
支
持
を
得
て
お

ら
ず
、
被
利
用
者
標
準
説
な
い
し
個
別
化
説
が
多
数
説
化
し
つ
つ
あ

る
。
し
か
し
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
は
疑
問
が
あ
る
。

ま
ず
、
個
別
化
説
に
関
し
て
は
、
学
説
の
大
半
は
、
不
能
犯
論
の
文

脈
で
は
結
果
発
生
の
高
度
の
蓋
然
性
が
な
い
場
合
に
も
未
遂
犯
を
認

め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
行
の
着
手
と
の
関
係
で
は
結
果
発
生
の

確
実
性
を
求
め
る
理
由
が
不
明
で
あ
る
。
次
に
、
被
利
用
者
標
準
説

に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
Ｘ
が
Ｙ
を
殺
害
す
る
た
め
に
毒
入
り
菓
子

を
郵
送
し
た
が
、
郵
送
途
中
で
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
毒
が
無
害
化

し
た
と
い
う
例
を
想
定
し
た
場
合
、
毒
入
り
菓
子
が
Ｙ
宅
に
到
達
し

た
か
否
か
を
問
う
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い

と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
疑
問
は
、
間
接
正
犯
の
場
合
に
限
ら
ず
、

実
行
の
着
手
判
断
一
般
に
お
い
て
、
結
果
発
生
の
確
実
性
や
切
迫
性

を
問
う
こ
と
の
意
義
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

　

著
者
は
、
間
接
正
犯
の
未
遂
の
開
始
時
期
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
判

例
・
学
説
を
参
照
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
能
犯
論
に
お
い
て
は
結
果
発
生
の
高
度
の
蓋

然
性
を
求
め
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
行
の
着
手
と
の
関
係
で
は

切
迫
性
や
確
実
性
を
要
求
す
る
不
整
合
を
合
理
的
に
説
明
す
る
た
め

に
は
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
の
危
険
性
と

は
切
り
離
さ
れ
た
外
在
的
制
約
と
解
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
と
い
う
。

未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
か
ら
導
か
れ
る
危
険
性
と
い
う
実
質
的
基
準
で

は
未
遂
の
成
立
範
囲
が
拡
張
し
過
ぎ
、
行
動
の
自
由
の
制
約
の
観
点

か
ら
問
題
を
孕
む
た
め
、
切
迫
性
や
確
実
性
と
い
っ
た
形
式
的
基
準

に
よ
っ
て
そ
の
成
立
範
囲
を
制
限
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
た
し

か
に
、
行
為
者
が
結
果
実
現
に
必
要
な
行
為
を
な
し
終
え
て
い
な
い

場
合
、
結
果
発
生
の
危
険
性
だ
け
を
基
準
に
実
行
の
着
手
を
判
断
す

る
こ
と
は
、
大
き
な
問
題
を
孕
む
。
な
ぜ
な
ら
、
最
終
的
な
結
果
実

現
行
為
に
至
る
可
能
性
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
犯
行
が
成
功
す
る

可
能
性
は
、
個
々
の
事
案
に
お
け
る
具
体
的
事
情
に
大
き
く
依
存
す

る
か
ら
、
危
険
性
の
み
を
基
準
と
し
た
の
で
は
、
事
案
ご
と
に
着
手

時
期
の
判
断
に
大
き
な
ブ
レ
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
法
的
安
定
性

の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
罪
刑
法
定
主
義

的
な
見
地
か
ら
も
、「
ど
こ
ま
で
や
れ
ば
未
遂
に
な
る
の
か
、
ど
こ

ま
で
な
ら
予
備
に
と
ど
ま
る
の
か
」
が
（
完
全
に
と
い
う
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
に
し
ろ
）
あ
る
程
度
明
確
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
な
場
面
で
は
切
迫
性
と
い
う
形
式
的
基
準
に
よ
る
制

約
に
は
十
分
根
拠
が
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
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こ
の
よ
う
な
根
拠
は
、
間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
時
期
の
場
面
で
は

妥
当
し
な
い
、
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
間
接
正
犯
の
場
合
、
利
用
者

が
被
利
用
者
に
結
果
実
現
を
委
ね
た
時
点
で
、
行
為
者
と
し
て
な
す

べ
き
こ
と
は
終
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
い
ま
だ
切
迫
性
・
確
実
性
が
認

め
ら
れ
な
い
時
点
で
実
行
の
着
手
を
認
め
て
も
未
遂
の
成
立
範
囲
が

際
限
な
く
前
倒
し
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な
く
、
行
動
の
自
由
の
制
約
の

点
で
何
ら
問
題
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
こ
の
よ
う
な
場

合
に
ま
で
切
迫
性
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
未
遂
犯
に
お
い
て
も
処
罰

を
偶
然
性
に
委
ね
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
既
遂
犯
に

お
け
る
結
果
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
生
・
不
発
生
が
多
か
れ
少
な
か

れ
偶
然
に
依
存
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
発
生
し
た
場
合
に
は
応
報

的
処
罰
の
要
請
が
生
じ
る
か
ら
、
そ
れ
を
犯
罪
の
構
成
要
素
と
す
る

こ
と
に
は
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
未
遂
犯
に
つ
い
て
は
、

そ
の
処
罰
根
拠
は
結
果
発
生
の
危
険
性
に
あ
る
の
で
あ
り
、「
結
果

へ
の
近
さ
」
そ
れ
自
体
は
前
述
し
た
よ
う
な
外
在
的
な
根
拠
し
か
有

し
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
行
為
者
が
す
で
に
な
す
べ
き
こ
と
を
な
し

終
え
、
犯
行
の
成
否
を
後
の
因
果
経
過
に
委
ね
た
状
態
に
至
っ
て
い

れ
ば
、
当
該
行
為
が
結
果
発
生
の
危
険
性
を
内
包
す
る
限
り
で
、
切

迫
性
の
有
無
と
い
っ
た
偶
然
的
な
事
情
に
か
か
わ
ら
ず
未
遂
犯
処
罰

を
認
め
た
方
が
、
一
般
予
防
の
見
地
か
ら
は
合
理
的
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
理
由
か
ら
、
著
者
は
、
利
用
者
に
よ
る
「
事
象
の
手
放
し
」

の
時
点
で
間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
を
認
め
る
手
放
し
説
が
妥
当
だ

と
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
本
論
文
の
概
要
で
あ
る
。

　

三　

以
下
で
は
、
本
論
文
に
対
す
る
評
価
を
示
す
こ
と
と
し
た
い
。

著
者
は
、
大
学
院
修
士
課
程
在
学
中
か
ら
、
未
遂
犯
論
に
関
す
る
諸

問
題
を
中
心
的
な
研
究
課
題
と
し
、
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
検
討
を
加

え
て
き
た
。
未
遂
犯
論
は
刑
法
学
の
真
の
根
本
問
題
の
一
つ
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
、
な
ぜ
あ
る
行
為
を
犯
罪
と
し
て
処
罰
す
る
の
か
（
処
罰

す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
う
る
の
か
）
と
い
う
犯
罪
処
罰
の
根
拠
と
、

明
確
・
斉
一
で
、
か
つ
合
理
的
な
処
罰
範
囲
の
限
界
づ
け
の
あ
り
方

を
め
ぐ
る
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ

の
領
域
で
は
、
国
の
内
外
を
問
わ
ず
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
り
、

そ
の
全
体
を
把
握
し
て
議
論
を
整
理
す
る
だ
け
で
も
相
当
の
時
間
と

労
力
を
要
し
、
新
し
い
視
点
を
提
示
し
た
り
、
ま
し
て
や
新
規
の
解

決
方
法
や
解
決
基
準
を
提
案
し
た
り
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
は
た
し
て
本
論
文
が
、
議
論
の
整
理
に
と
ど
ま
る
こ
と
な

く
、
こ
の
分
野
で
の
研
究
を
前
進
さ
せ
、
そ
の
水
準
を
高
め
る
こ
と

に
寄
与
し
う
る
だ
け
の
内
実
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
が

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
論
文
の
内
容
は
、
大
き
く
こ
れ
を
分
け
れ
ば
、
①
未
遂
犯
固
有
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の
構
造
的
特
徴
を
（
具
体
的
危
険
犯
と
区
別
・
対
比
す
る
形
で
）
明

ら
か
に
し
、
未
遂
処
罰
の
根
拠
を
不
能
犯
と
の
区
別
を
論
じ
る
中
で

解
明
し
よ
う
と
す
る
序
章
お
よ
び
第
2
章
と
、
②
未
遂
犯
処
罰
を
限

界
づ
け
る
た
め
の
最
も
重
要
な
要
件
で
あ
る
「
実
行
の
着
手
」
の
具

体
的
判
断
基
準
を
種
々
の
観
点
か
ら
解
明
し
よ
う
と
す
る
第
3
章
・

第
4
章
・
第
5
章
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
、

犯
罪
処
罰
の
根
拠
と
限
界
づ
け
に
関
わ
る
未
遂
犯
論
の
中
核
的
部
分

に
つ
い
て
の
考
究
に
挑
み
、
そ
の
結
果
を
集
大
成
し
た
研
究
で
あ
り
、

著
者
な
り
の
新
し
い
未
遂
犯
理
論
の
構
想
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
意

欲
作
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

①
の
未
遂
犯
構
造
論
と
そ
の
処
罰
根
拠
論
に
関
し
、
著
者
は
、
未

遂
犯
と
具
体
的
危
険
犯
と
を
同
視
す
る
日
本
の
通
説
的
理
解
を
論
駁

し
、
両
者
は
区
別
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
未
遂
犯
に
特
有
の

構
造
も
明
確
化
さ
れ
る
と
し
た
上
で
、
未
遂
犯
と
は
「
既
遂
構
成
要

件
と
の
関
係
で
の
規
範
違
反
性
」
を
主
た
る
処
罰
根
拠
と
し
つ
つ
、

行
為
の
客
観
的
危
険
性
に
よ
り
処
罰
が
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

す
る
著
者
の
基
本
構
想
を
提
示
す
る
。
未
遂
犯
と
具
体
的
危
険
犯
の

区
別
の
論
証
に
あ
た
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
の
立
法
資
料
・
判
例
・
学
説

が
仔
細
に
分
析
さ
れ
て
お
り
、
他
方
、
客
観
的
危
険
性
の
必
要
性
の

論
証
に
あ
た
っ
て
は
旧
刑
法
起
草
段
階
か
ら
の
日
本
の
議
論
が
「
歴

史
的
事
情
」
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
2
章
に
お
け
る

従
来
の
不
能
犯
学
説
の
検
討
に
お
い
て
は
、
通
説
と
さ
れ
て
き
た
具

体
的
危
険
説
に
は
決
定
的
な
弱
点
が
あ
り
、「
実
用
に
は
耐
え
な
い

見
解
」
で
あ
る
こ
と
、
他
方
で
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
危
険
説
の
陣
営

の
見
解
も
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
紹
介
・
問
題
整
理
・
検
討
と
分
析
は
、
そ
の
文
献
・

資
料
の
探
索
に
お
い
て
き
わ
め
て
周
到
か
つ
徹
底
的
で
あ
り
（
序
章

と
第
2
章
と
に
付
せ
ら
れ
た
脚
注
は
、
そ
の
数
三
〇
〇
以
上
に
の
ぼ

る
）、
ま
た
そ
の
論
証
も
明
快
に
か
つ
説
得
力
を
も
っ
て
展
開
さ
れ

て
お
り
、
後
述
の
よ
う
に
、
学
界
に
と
り
共
有
財
産
に
な
り
う
る
価

値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　

著
者
の
自
説
に
つ
い
て
み
る
と
、
未
遂
犯
に
お
け
る
結
果
と
し
て

の
危
険
性
は
、
既
遂
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

将
来
の
犯
罪
抑
止
と
い
う
一
般
予
防
の
必
要
性
か
ら
見
て
処
罰
が
必

要
な
状
態
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
肯
定
さ
れ
る
と
す
る
。

「
同
様
の
行
為
が
別
の
機
会
に
行
わ
れ
れ
ば
結
果
が
発
生
す
る
で
あ

ろ
う
か
」
と
い
う
一
般
予
防
の
見
地
か
ら
の
問
い
が
重
要
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
、
当
該
事
例
に
お
い
て
結
果
不
発
生
の
原
因
と
な
っ

た
現
実
の
事
実
が
結
果
発
生
の
原
因
と
な
る
よ
う
な
仮
定
的
事
実
に

置
き
換
わ
っ
て
い
た
可
能
性
の
有
無
に
よ
り
未
遂
犯
と
不
能
犯
と
を

区
別
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
（
こ
の
意
味
で
「
修
正
さ
れ
た
客
観

的
危
険
説
」
の
基
準
を
基
本
的
に
支
持
す
る
）。
た
だ
し
、
現
実
の
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事
実
に
置
き
換
え
ら
れ
る
べ
き
仮
定
的
事
実
は
、
行
為
者
の
犯
行
計

画
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
事
情
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
著
者
の
見
解
は
、
理
論
的
に
は
、
違
法
判
断
に
「
行
為

規
範
違
反
」
と
「
結
果
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
認
め
る
違
法
二
元

論
の
立
場
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
著
者
の
見
解
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
見
解
に
精
緻
な
批

判
を
加
え
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
か
ら
学
び
う
る
と
こ
ろ

は
学
び
取
っ
て
一
つ
の
未
遂
犯
理
論
へ
と
再
構
成
な
い
し
統
合
し
た

も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
の
「
弁
証
法
的
綜

合
」
の
試
み
は
魅
力
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
成
功
し
た
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
は
学
界
に
お
け
る
今
後
の
議
論
に
お
い
て
検
討
さ
れ

て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
諸
見
解
の
不
備
な
点
を
そ
れ
ぞ
れ
修
正

し
つ
つ
も
、
一
つ
の
首
尾
一
貫
し
た
未
遂
犯
理
論
を
構
築
し
た
こ
と

は
大
き
な
功
績
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
著
者
は
、
自

己
の
見
解
を
判
例
の
事
案
に
あ
て
は
め
、
判
例
の
結
論
を
無
理
な
く

引
き
出
し
う
る
こ
と
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
も
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
著
者
の
所
説
か
ら
導
か
れ
る
結
論
も
具
体
的

妥
当
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
は
い
え
、
そ
の
刑
法
理
論
上
の
基
礎
に
つ
い
て
は
、
な
お
詰
め

ら
れ
る
べ
き
点
も
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
著
者
は
違
法
二
元

論
の
立
場
に
立
脚
し
、「
行
為
規
範
違
反
」
を
違
法
概
念
の
一
つ
の

支
柱
と
し
て
承
認
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
判
断
す
る
た

め
の
基
準
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
も
し
具
体
的
危
険
説
の

判
断
基
準
が
実
用
に
耐
え
な
い
ほ
ど
不
明
確
と
い
う
の
で
あ
れ
ば

（
そ
し
て
、
主
観
説
や
抽
象
的
危
険
説
も
排
斥
す
る
の
で
あ
れ
ば
）、

「
行
為
規
範
違
反
」
は
も
は
や
違
法
概
念
の
一
つ
の
支
柱
に
も
な
り

え
な
い
の
で
は
な
い
か
が
疑
問
と
し
て
提
起
さ
れ
よ
う
。
他
方
で
、

い
ま
一
つ
の
支
柱
と
し
て
の
「
結
果
」
の
観
点
か
ら
「
客
観
的
危
険

性
」
に
よ
る
「
合
理
的
な
制
約
」
が
必
要
と
さ
れ
る
と
す
る
が
、
そ

れ
は
「
行
為
規
範
違
反
」
と
ど
う
い
う
関
係
に
立
つ
の
か
、「
客
観

的
危
険
性
」
が
（
応
報
の
要
請
で
は
な
く
）
一
般
予
防
の
要
請
で
あ

る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
結
果
不
法
の
要
素
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
疑
問
点
は
、
本
研

究
の
価
値
を
毀
損
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
著
者
の
刑
法
理
論
の
基

礎
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
近
い
将
来
、
著
者
自
身
に
よ
り
解
答
が

与
え
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

②
の
実
行
の
着
手
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
著
者
が
明
ら
か
に
し
た

こ
と
は
、
主
観
的
要
素
と
し
て
は
、
行
為
の
規
範
違
反
性
の
見
地
か

ら
「
故
意
」
を
、
行
為
の
危
険
性
の
見
地
か
ら
「
犯
行
計
画
」
を
そ

れ
ぞ
れ
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
そ
し
て
、
犯
行
計
画
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
故
意
の
有
無
も
ま
た
判
定
で
き
な
い
）
こ
と
（
第
3

章
）、
行
為
者
が
犯
罪
実
現
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
な
し
終
え
て
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い
な
い
場
面
に
お
け
る
実
行
の
着
手
は
構
成
要
件
的
行
為
の
直
前
行

為
に
認
め
ら
れ
る
と
し
、
こ
の
直
前
行
為
性
の
判
断
は
、
犯
行
計
画

上
、
最
終
結
果
実
現
行
為
ま
で
の
間
に
重
要
な
中
間
行
為
が
想
定
さ

れ
て
い
る
か
否
か
、
お
よ
び
結
果
発
生
ま
で
の
間
に
ど
の
程
度
の
時

間
的
場
所
的
離
隔
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
相
関
関
係
に
立

つ
べ
き
二
つ
の
基
準
の
総
合
判
断
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る

こ
と
（
第
4
章
）、
行
為
者
が
犯
罪
実
現
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を

す
で
に
な
し
終
え
て
い
る
場
面
（
特
に
、
間
接
正
犯
の
場
合
）
に
お

け
る
実
行
の
着
手
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
手
放
し
説
」
が
支
持

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
第
5
章
）。

　

処
罰
限
定
論

0

0

0

0

0

と
し
て
の
実
行
の
着
手
に
関
す
る
著
者
の
見
解
は
、

そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
「
危
険
」
の
内
容
が
、
不
能
犯
論
に
代

表
さ
れ
る
処
罰
根
拠
論

0

0

0

0

0

に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
「
危
険
」
と
は
そ

の
内
容
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
点

に
そ
の
方
法
論
的
特
色
が
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
学
説
に
お
い
て
は

曖
昧
に
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
り
、
著
者
の
卓
見
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ

で
あ
る
。
著
者
の
主
観
的
要
素
に
つ
い
て
の
所
説
は
、
学
説
の
議
論

が
錯
綜
す
る
中
で
、
今
や
最
高
裁
判
例
（
最
決
平
成
一
六
年
三
月
二

二
日
刑
集
五
八
巻
三
号
一
八
七
頁
）
の
採
用
す
る
見
解
に
対
し
理
論

的
な
基
礎
づ
け
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
分
析
は
明
快
・
緻
密

で
説
得
力
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
議
論
は
収
束
に
向
か
う
の
で
は
な

い
か
と
予
測
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
著
者
は
、「
行
為
者
が
犯
罪
実

現
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
な
し
終
え
て
い
な
い
場
面
」
に
お
け
る

実
行
の
着
手
に
つ
い
て
は
（
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
形
式
的
客
観
説

と
実
質
的
客
観
説
の
間
の
対
立
が
問
題
と
な
る
）、
日
本
と
ド
イ
ツ

の
判
例
・
裁
判
例
を
包
括
的
・
網
羅
的
に
検
討
し
、
形
式
的
基
準
と

実
質
的
基
準
を
併
用
す
る
最
近
の
有
力
説
の
立
場
を
前
提
に
、
前
述

の
紹
介
に
あ
る
よ
う
に
、
よ
り
詳
細
な
判
断
基
準
を
提
示
し
て
い
る
。

そ
の
分
析
は
（「
中
間
行
為
の
不
存
在
性
」
の
意
義
と
位
置
づ
け
を

め
ぐ
る
検
討
の
よ
う
に
）
明
快
か
つ
精
緻
で
あ
り
、
今
後
の
学
界
の

議
論
に
相
当
の
影
響
力
を
も
つ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
間
接
正
犯
の

実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
日
本
で
は
少
数
説
で
あ
り

も
は
や
過
去
の
学
説
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
利
用
者
標

準
説
を
新
た
に
復
興
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
所
説
は
未

遂
犯
論
全
体
に
目
を
配
っ
て
よ
く
根
拠
づ
け
ら
れ
た
主
張
と
な
っ
て

お
り
、
通
説
た
る
被
利
用
者
標
準
説
の
も
つ
理
論
的
不
整
合
性
の
指

摘
に
も
鋭
い
も
の
が
あ
る
。
総
じ
て
従
来
の
議
論
に
深
刻
な
反
省
を

迫
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

た
だ
、
最
後
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
著
者
は
、「
行
為
者
が
犯

罪
実
現
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
な
し
終
え
て
い
な
い
場
面
」
に
お

け
る
実
行
の
着
手
に
つ
い
て
は
「
時
間
的
場
所
的
近
接
性
お
よ
び
中

間
行
為
の
不
存
在
性
」
を
比
較
的
厳
格
に
要
求
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
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「
行
為
者
が
犯
罪
実
現
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
す
で
に
な
し
終
え

て
い
る
場
面
」
で
あ
る
間
接
正
犯
に
お
け
る
実
行
の
着
手
に
つ
い
て

は
、
一
律
に
―
―
し
た
が
っ
て
、
予
定
さ
れ
た
被
利
用
者
の
行
為
が

一
定
の
故
意
行
為
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
で
さ
え
―
―
「
手
放
し
」

の
基
準
に
よ
り
実
行
の
着
手
を
肯
定
す
る
見
解
を
と
っ
て
お
り
、
そ

の
相
互
の
間
に
本
当
に
整
合
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
に
は
（
著
者
の

詳
細
な
理
由
づ
け
な
い
し
弁
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
な
お
疑
問
と
す

る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
今
後
も
議
論
の
対
象

と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
著
者
も
よ
り
説
得
力
の
あ
る
説
明
を
求
め
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
前
提
に
、
本
論
文
全
体
に
対
す
る
評
価

を
総
括
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
従
来
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、

新
た
な
未
遂
犯
構
造
論
・
処
罰
根
拠
論
を
提
示
し
、
そ
の
上
で
、
新

た
な
方
法
論
的
主
張
を
前
提
と
し
て
、
実
行
の
着
手
の
判
断
基
準
に

つ
い
て
も
従
来
に
な
い
ほ
ど
の
詳
細
な
分
析
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
随
所
に
学
界
に
反
省
と
再
考
を
迫
る
指
摘
を
含
ん
で
お
り
、

現
在
の
日
本
の
未
遂
犯
研
究
を
一
歩
も
二
歩
も
先
に
進
め
る
内
容
の

も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
現
に
、
本
論
文
の

元
と
な
っ
た
著
者
の
諸
論
文
は
、
い
ず
れ
も
学
界
に
お
い
て
高
い
評

価
を
得
て
お
り
、
学
術
文
献
に
お
い
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
単
行
書
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
本
論
文
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
、

浅
田
和
茂
・
法
律
時
報
八
九
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
二
〇
～
一

二
四
頁
お
よ
び
森
住
信
人
・
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
二
号
（
二
〇
一

七
年
）
一
四
八
～
一
四
九
頁
と
い
う
二
つ
の
本
格
的
な
書
評
が
あ
り
、

い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
貴
重
な
業
績
」「
議
論
に
大
き
な
一
石
を
投

じ
る
」「
新
た
な
方
向
性
を
示
す
」
と
い
っ
た
表
現
に
よ
り
高
い
評

価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
樋
口
亮
介
も
、
そ
の
最
近
の
論
文
「
実
行

行
為
概
念
」（
山
口
厚
ほ
か
編
『
西
田
典
之
先
生
献
呈
論
文
集
』〔
有

斐
閣
、
二
〇
一
七
年
〕
五
〇
頁
）
に
お
い
て
、
多
く
の
基
本
的
論
点

に
つ
き
著
者
の
見
解
に
賛
成
で
き
る
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
ま
た
、

著
者
は
、
本
年
五
月
に
開
催
さ
れ
た
日
本
刑
法
学
会
大
会
（
於
・
慶

應
義
塾
大
学
）
に
お
い
て
大
会
実
行
委
員
会
か
ら
「
未
遂
犯
」
を

テ
ー
マ
と
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
に
指
名
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
も
未
遂
犯
に
関
す
る
著
者
の
業
績
に
対
す
る

高
い
評
価
を
前
提
と
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
、

著
者
が
本
論
文
公
刊
後
、
ド
イ
ツ
の
最
も
伝
統
あ
る
代
表
的
な
刑
法

学
の
雑
誌
で
あ
る
ゴ
ル
ト
ダ
ン
マ
ー
刑
法
雑
誌
に
、
本
論
文
の
不
能

犯
に
関
す
る
部
分
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
ま
と
め
た
「
日
本
に
お
け
る
未

遂
犯
論
の
現
状
」
と
題
す
る
一
三
頁
の
独
語
論
文
を
（
編
集
主
幹
で

あ
る
ユ
ル
ゲ
ン
・
ヴ
ォ
ル
タ
ー
教
授
の
査
読
を
経
て
）
発
表
し
て
い

る（T
akum

a�Sato,�Entw
icklung�der�japanischen�V

ersuchs
dogm

atik,�GA
�2017,�S.�432

―445

）
こ
と
も
特
記
し
て
お
き
た
い
。
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さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
著
者
の
論
文
は
、
い
ず
れ
の
論
点
に
関
し

て
も
日
本
と
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
の
み
な
ら
ず
未
遂
犯
規
定
の
制

定
過
程
に
お
け
る
立
法
資
料
に
至
る
ま
で
ま
さ
に
包
括
的
・
網
羅
的

な
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
議
論
の
整
理
と
紹
介
、
そ
の

分
析
に
お
い
て
き
わ
め
て
正
確
か
つ
公
正
で
あ
る
と
こ
ろ
に
大
き
な

特
色
が
あ
る
。
著
者
の
所
説
に
対
し
批
判
的
な
立
場
を
と
る
者
で

あ
っ
て
も
、
日
独
の
議
論
に
つ
い
て
の
著
者
の
現
状
分
析
が
偏
り
な

く
フ
ェ
ア
ー
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
後
の
学
界
に
と
り
共
有
財
産
と
な
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
論
文
は
、
文
章
の
明
快
さ
・
そ
の
論
理
性

に
お
い
て
も
際
立
っ
て
い
る
。
大
部
の
研
究
で
あ
り
な
が
ら
、
読
む

上
で
疲
れ
を
感
じ
さ
せ
な
い
そ
の
文
章
力
・
表
現
力
・
論
理
性
は
特

筆
大
書
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　

四　

本
論
文
の
著
者
で
あ
る
佐
藤
拓
磨
君
は
、
未
遂
犯
論
と
い
う

困
難
な
テ
ー
マ
に
正
面
か
ら
取
り
組
み
、
自
覚
的
な
方
法
論
的
反
省

の
上
に
立
ち
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
か
つ
手
堅
い
手
法
を
用
い
、
明
晰

な
論
理
を
も
っ
て
一
歩
一
歩
確
実
に
、
個
々
の
問
題
を
分
析
・
整
理

し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
自
説
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
不
断

の
検
証
に
も
努
め
た
上
で
、
本
論
文
を
完
成
さ
せ
た
。
本
論
文
は
、

佐
藤
君
の
（
ド
イ
ツ
に
お
け
る
二
年
間
の
在
外
研
究
を
含
む
）
長
年

に
わ
た
る
地
道
な
努
力
が
も
た
ら
し
た
貴
重
な
成
果
で
あ
り
、
こ
こ

ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
の
未
遂
犯
研
究
の
水
準
を
高

め
る
、
学
問
的
価
値
の
高
い
労
作
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
審
査
員
一

同
は
、
佐
藤
拓
磨
君
に
博
士
（
法
学
）（
慶
應
義
塾
大
学
）
の
学
位

を
授
与
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
の
一
致
し
た
結
論
に
至
っ
た
も

の
で
あ
る
。

平
成
二
九
（
二
〇
一
七
）
年
一
一
月
三
日

主
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

太
田　

達
也

法
学
研
究
科
委
員・
博
士（
法
学
）　　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

フ
ィ
リ
ッ
プ・
オ
ス
テ
ン

法
学
研
究
科
委
員
・　
　
　
　
　
　

Dr.�jur.（
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
）　　
　
　
　
　

副
査　
中
央
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授　

井
田　
　

良

D
r.�ju

r.

（
ケ
ル
ン
大
学
）　　
　
　
　
　


