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お
け
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意
思
連
絡
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意
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て
（
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・
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一
一

は
じ
め
に

共
同
正
犯
の
成
否
が
問
題
と
な
る
事
例
辞

「
意
思
連
絡
」
は
「
心
理
的
因
果
性
」
の
み
を
基
礎
づ
け
る
と
す
る
見
解

「
意
思
連
絡
」
が
「
心
理
的
因
果
性
」
と
共
同
正
犯
に
お
け
る
正
犯
性
の
双
方
を
基
礎
づ
け
る
と
す
る
説

因
果
性
概
念
を
用
い
た
共
犯
帰
責
論
の
問
題
点

小
　
括
　
　
（
以
上
亜
細
亜
法
学
第
三
九
巻
第
二
号
）

ド
イ
ツ
学
説
に
お
け
る
「
意
思
連
絡
」
要
件

単
独
正
犯
と
同
一
原
理
で
帰
責
を
説
明
す
る
見
解

共
同
正
犯
規
定
に
帰
責
に
関
す
る
創
造
的
な
意
義
を
認
め
る
見
解

ド
イ
ツ
学
説
に
お
け
る
意
思
連
絡
の
意
義

結
　
語
　
（
以
上
本
号
）

（73）40巻2号（2006…1）



論　　説

七
　
ド
イ
ツ
学
説
に
お
け
る
「
意
思
連
絡
」
要
件

前
章
ま
で
は
、
個
々
人
の
行
為
と
結
果
と
の
因
果
性
を
基
軸
と
し
て
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
帰
責
を
説
明
づ
け
る
日
本
の
諸
学
説

に
関
し
て
、
検
討
を
加
え
て
き
た
。
特
に
共
同
正
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
因
果
的
共
犯
論
を
重
視
す
る
見
解
は
、
共
同
正
犯
に
お
け

る
意
思
連
絡
要
素
を
、
個
々
人
の
行
為
と
結
果
と
の
因
果
関
係
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
「
万
、

T
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ド
イ
ツ
の
機
能
的
行
為
支
配
説
か
ら
影
響
を
受
け
、
共
同
正
犯
の
正
犯
性
を
機
能
的
行
為
支
配
に
求
め
、
「
意
思
連
絡
」
が
「
心
理

的
因
果
性
」
と
共
同
正
犯
に
お
け
る
正
犯
性
の
双
方
を
基
礎
づ
け
る
と
す
る
説
に
お
い
て
は
、
「
意
思
連
絡
」
は
正
犯
性
の
基
礎
づ

け
と
結
果
帰
責
と
い
う
、
二
重
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
が
「
輸
入
」
を
試
み
て
き
た
、
行
為
支
配
説
や
機
能
的
行
為
支
配
説
、
あ
る
い
は
全
体
行
為
計
画
論
の
誕
生
の

地
で
あ
る
ド
イ
ツ
で
は
、
共
同
正
犯
に
お
い
て
個
々
人
の
行
為
と
結
果
と
の
間
に
は
、
自
然
的
・
物
理
的
な
意
味
で
の
因
果
関
係
は

不
要
で
あ
る
、
と
す
る
立
場
が
非
常
に
有
力
で
あ
る
。
各
人
の
行
為
寄
与
と
結
果
と
の
因
果
性
が
否
定
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

他
人
の
行
為
を
自
己
の
行
為
と
し
て
帰
責
し
、
他
人
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
結
果
も
自
己
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
に
よ

（3）

っ
て
結
果
帰
責
を
肯
定
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
二
五
条
二
項
（
共
同
正
犯
規
定
）
の
意
義
が
あ
る
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
主
張
の
背
景
に
は
、
自
然
科
学
的
・
物
理
的
意
味
で
の
因
果
関
係
は
人
間
の
心
理
領
域
に
は
適
用
不
可
能
と
の
基
本

（4）

的
認
識
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
間
の
言
動
に
対
し
て
他
の
人
間
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
す
の

か
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
か
な
ど
、
人
間
活
動
に
お
け
る
心
理
的
な
動
機
形
成
過
程
が
、
物
理
的
因
果
性
と
ま
っ
た
く
同
様
に

科
学
的
に
解
明
可
能
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
過
程
を
逐
一
「
自
然
科
学
的
に
」
解
明
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
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共同正犯における「意思連絡」の意義について（二・完）

の
よ
う
な
人
間
の
心
理
に
関
す
る
自
然
的
因
果
法
則
は
現
在
の
と
こ
ろ
証
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
動
機
形
成
の
自
然
科
学

的
分
析
も
ま
た
、
不
可
能
で
あ
る
。

さ
て
、
心
理
的
因
果
関
係
に
関
す
る
理
解
の
相
違
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
意
思
連
絡
」
の
果
た
す
役
割
の
違
い
に
帰
着
す
る
。

日
本
で
は
、
共
同
正
犯
に
つ
い
て
意
思
連
絡
不
要
説
・
必
要
説
の
対
立
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
意
思
連
絡
は
心
理
的
因

（5）

果
性
を
基
礎
付
け
る
と
の
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。
一
方
、
ド
イ
ツ
で
は
、
意
思
連
絡
不
要
説
は
少
数
有
力
説
に
と
ど
ま
り
、
通
説

は
、
共
同
正
犯
成
立
の
た
め
の
主
観
的
要
件
と
し
て
「
共
同
行
為
決
意
」
（
日
本
に
お
け
る
意
思
連
絡
に
相
当
す
る
。
以
下
で
は
両

（6）

者
を
同
義
に
扱
う
）
を
要
求
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
思
連
絡
必
要
説
…
不
要
説
と
い
っ
た
対
立
軸
は
こ
こ
で
は
有
用
で
は
な
く
、

ド
イ
ツ
学
説
は
、
む
し
ろ
意
思
連
絡
の
存
在
を
前
提
に
、
共
同
正
犯
の
帰
責
原
理
は
単
独
正
犯
と
同
一
原
理
で
説
明
で
き
る
と
考
え

る
か
、
意
思
連
絡
こ
そ
が
共
同
正
犯
に
特
有
の
帰
責
原
理
を
基
礎
付
け
る
と
す
る
か
で
鋭
く
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
共
同
正
犯

に
お
け
る
正
犯
性
と
帰
責
原
理
に
関
す
る
学
説
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
錯
綜
し
て
お
り
、
そ
の
分
析
は
容
易
で
は
な
い
が
、
以
下
で

は
、
帰
責
原
理
を
単
独
正
犯
と
同
様
に
説
明
す
る
か
、
共
同
正
犯
特
有
の
帰
責
原
理
を
導
入
す
る
か
で
学
説
を
分
類
し
、
各
々
に
つ

い
て
そ
の
正
犯
原
理
と
帰
責
原
理
と
を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
上
で
、
ド
イ
ツ
学
説
に
お
け
る
「
意
思
連
絡
」
の
意
義
を
探
る
こ

と
に
す
る
。

て
＼ノ

単
独
正
犯
と
同
一
原
理
で
帰
責
を
説
明
す
る
見
解

1
　
相
互
的
間
接
正
犯
説

単
独
正
犯
と
同
一
原
理
で
共
同
正
犯
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
見
解
と
し
て
代
表
的
な
の
は
、
共
同
正
犯
を
相
互
的
な
間
接
正
犯
と
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（7）

と
ら
え
る
相
互
的
間
接
正
犯
説
で
あ
り
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
例
に
多
く
見
ら
れ
る
立
場
で
あ
る
。
共
同
正
犯
を
双
方
的
な
間
接
正
犯

（8）

と
し
て
構
成
す
る
思
考
は
、
共
謀
共
同
正
犯
と
の
関
連
で
主
張
さ
れ
た
間
接
正
犯
類
似
説
と
し
て
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

同
説
は
、
共
同
正
犯
の
正
犯
性
を
単
独
正
犯
と
同
一
原
理
で
説
明
し
、
帰
責
に
つ
い
て
も
、
共
同
行
為
決
意
を
媒
介
と
し
た
心
理

的
因
果
関
係
概
念
を
用
い
て
個
人
責
任
の
範
囲
内
で
説
明
づ
け
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
正
犯
性
に
つ
い
て
は
、

（9）

間
接
正
犯
に
お
け
る
道
具
理
論
を
共
同
正
犯
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
日
独
い
ず
れ
に
お
い
て
も
批
判
が
強
い
。
間

接
正
犯
論
に
お
い
て
は
、
背
後
者
の
行
為
を
価
値
的
に
見
て
直
接
正
犯
と
同
視
し
う
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
間
接
正
犯
と
共
同
正

犯
（
特
に
対
等
な
立
場
で
行
わ
れ
る
実
行
共
同
正
犯
）
と
で
は
、
実
行
行
為
を
直
接
行
う
者
に
対
し
て
及
ぼ
す
拘
束
力
や
支
配
関
係

（10）

に
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
同
様
の
評
価
は
で
き
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

へ
〓
ご

ま
た
、
帰
責
に
つ
い
て
も
、
共
同
正
犯
規
定
の
意
義
が
な
く
な
る
点
、
共
同
行
為
決
意
は
未
遂
よ
り
も
前
の
段
階
で
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
実
行
行
為
の
一
部
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
点
、
さ
ら
に
他
者
の
行
為
を
約
束
に
よ
っ
て
自
己
が
惹
起
し
た
「
結
果
」

（12）

と
み
な
す
な
ら
、
そ
の
他
人
の
行
為
は
、
自
己
の
構
成
要
件
的
行
為
を
形
成
し
得
な
い
点
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
心
理

的
因
果
関
係
は
、
行
為
寄
与
そ
れ
自
体
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
行
す
る
共
同
行
為
決
意
か
ら
生
じ
て
お
り
、
例
え
ば
事
例
4

（
拙
稿
－
「
共
同
正
犯
に
お
け
る
『
意
思
連
絡
』
の
意
義
に
つ
い
て
（
一
）
」
亜
細
亜
法
学
三
九
巻
二
号
九
四
頁
以
下
に
掲
げ
ら
れ
た

事
例
を
参
照
。
以
下
同
様
）
の
場
合
、
Y
の
財
物
奪
取
行
為
か
ら
生
じ
た
占
有
移
転
と
い
う
結
果
は
、
X
の
脅
迫
行
為
に
で
は
な
く
、

そ
れ
に
先
行
す
る
共
謀
行
為
に
こ
そ
帰
責
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
Y
の
財
物
奪
取
行
為
は
共
謀
行
為
と
占
有
移
転
結
果

と
の
間
に
お
け
る
因
果
経
過
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
共
同
行
為
決
意
に
よ
る
占
有
移
転
プ
ラ
ス
脅
迫
イ
コ
ー
ル
強
盗
行
為
、

（13）

強
盗
結
果
と
は
な
り
え
な
い
。
あ
く
ま
で
窃
盗
の
間
接
正
犯
プ
ラ
ス
脅
迫
の
直
接
正
犯
が
成
立
す
る
だ
け
で
あ
り
、
財
物
奪
取
行
為

と
脅
迫
行
為
を
結
合
さ
せ
て
強
盗
の
共
同
正
犯
と
す
る
契
機
は
、
相
互
的
間
接
正
犯
説
に
は
存
在
し
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
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2
　
相
互
的
教
唆
説

一
方
、
教
唆
と
共
同
正
犯
の
同
質
性
に
注
目
し
、
共
同
正
犯
は
相
互
的
な
「
教
唆
」
で
あ
る
と
す
る
相
互
的
教
唆
説
（
プ
ツ
ペ
）

な
ら
ば
、
相
互
的
間
接
正
犯
説
に
お
け
る
介
在
者
の
道
具
性
の
問
題
を
回
避
で
き
る
。
同
説
は
、
自
由
意
志
に
基
づ
く
第
三
者
の
行

為
の
介
入
に
よ
っ
て
行
為
と
結
果
と
の
因
果
的
な
連
関
性
が
弱
ま
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
唆
犯
と
共
同
正
犯
が
何
故
正
犯
と
同
等

に
扱
わ
れ
る
の
か
に
注
目
し
、
そ
の
理
由
を
、
不
法
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
了
解
が
あ
り
、
こ
の
了
解
が
当
該
行
為
の
遂
行
を

（14）

（
共
同
正
犯
の
と
き
は
相
互
的
に
、
教
唆
犯
の
場
合
は
教
唆
者
が
非
教
唆
者
に
対
し
て
）
　
義
務
づ
け
る
点
に
求
め
る
。
こ
の
見
解
に

ょ
れ
ば
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
相
互
的
行
為
帰
属
の
実
質
も
ま
た
、
実
行
行
為
へ
の
相
互
的
な
教
唆
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
同
説
は
、
教
唆
が
封
助
よ
り
も
重
い
不
法
を
有
し
て
お
り
、
正
犯
と
同
様
に
処
罰
さ
れ
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
狭

義
の
共
犯
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
五
条
二
項
で
正
犯
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
共
同
正
犯
と
の
質
的
な
相
違
の
説
明
づ
け
に
つ
い

（15）

て
行
き
詰
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
欠
点
を
持
つ
。
事
例
4
の
よ
う
な
役
割
分
担
型
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
Ⅹ
・

Y
間
に
存
在
す
る
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
不
法
を
犯
す
と
い
う
こ
と
の
了
解
（
Ⅹ
は
脅
迫
罪
、
Y
は
窃
盗
罪
を
犯
す
と

い
う
了
解
）
　
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
X
に
は
Y
の
窃
盗
行
為
へ
の
教
唆
、
Y
に
は
Ⅹ
の
脅
迫
行
為
へ
の
教
唆
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
、

（16）

強
盗
行
為
に
対
す
る
結
果
帰
責
は
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
プ
ツ
ペ
が
単
独
正
犯
と
同
様
、
心
理
的
領
域
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
い
う
合
法
則
的
因
果
関
係
論
に
対
し
て
も
批
判
は

向
け
ら
れ
る
。
ク
ナ
ウ
ワ
t
は
、
他
者
に
対
す
る
心
理
的
影
響
力
に
関
し
て
、
没
価
値
的
な
自
然
的
因
果
法
則
と
同
様
に
判
断
し
う

る
と
プ
ツ
ペ
が
考
え
る
点
に
関
し
、
教
唆
行
為
・
共
謀
行
為
と
結
果
と
の
間
に
合
法
則
的
因
果
関
係
が
存
在
す
る
、
つ
ま
り
当
該
教

唆
行
為
・
共
謀
行
為
に
よ
っ
て
直
接
行
為
者
が
そ
の
よ
う
に
行
為
す
る
よ
う
決
意
し
た
と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
決
意
が
な
さ
れ
た
か
と
い
う
動
機
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
上
で
、
因
果
性
の
認
定
に
は
、
少
な
く
と
も
ど
の
動
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機
を
考
慮
し
、
ど
の
動
機
を
考
慮
す
べ
き
で
な
い
か
に
つ
い
て
〓
疋
の
基
準
が
必
要
で
あ
る
、
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
心
理
的

影
響
力
は
自
然
現
象
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
結
果
を
帰
責
す
る
の
と
は
異
な
る
帰
責
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、

（17）

論
　
合
法
則
的
因
果
関
係
論
の
よ
う
な
決
定
論
的
帰
責
理
論
で
は
な
く
、
規
範
的
観
点
か
ら
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
。

九
　
共
同
正
犯
規
定
に
帰
責
に
関
す
る
創
造
的
な
意
義
を
認
め
る
見
解

1
　
集
団
的
行
為
支
配
説

（18）

集
団
的
行
為
支
配
説
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
行
為
寄
与
に
よ
っ
て
客
観
的
事
象
の
操
縦
・
制
御
を
集
団
に
委
ね
、
共
に
基
礎
づ
け
、

共
に
可
能
に
し
た
者
が
共
同
正
犯
者
で
あ
り
、
構
成
要
件
的
結
果
に
向
け
て
の
目
的
的
因
果
の
操
縦
は
、
個
々
人
に
で
は
な
く
、
集

団
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
同
説
に
よ
れ
ば
、
各
人
の
行
為
は
他
の
関
与
者
の
行
為
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
事
象
経

過
に
対
す
る
共
同
行
為
支
配
を
獲
得
し
、
共
同
行
為
支
配
を
集
団
に
対
し
て
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
正
犯
者
と
し
て
の
行

為
支
配
性
を
具
備
す
る
の
で
あ
り
、
各
人
に
と
っ
て
の
行
為
支
配
と
は
、
集
団
的
共
同
行
為
支
配
の
一
部
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
他

（19）

な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
集
団
行
為
か
ら
生
じ
た
結
果
を
各
行
為
者
に
帰
責
さ
せ
る
こ
と
は
、
な
ん
ら
の
問
題
も
な

（20）い
。
し
か
し
な
が
ら
、
集
団
に
共
同
行
為
支
配
を
付
与
す
る
点
が
個
人
責
任
の
原
則
に
反
し
、
団
体
主
義
的
な
色
彩
を
残
す
と
し
て

（21）

批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
説
を
主
張
し
た
ゲ
ッ
セ
ル
は
、
集
団
的
行
為
支
配
説
は
ロ
ク
シ
ン
の
主
張
す
る
機
能
的
行
為
支
配
説

（

2

2

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

明

巴

と
同
一
の
発
想
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
「
重
要
な
寄
与
」
基
準
を
採
用
し
な
い
点
に
お
い
て
、
村
助
と
の
区
別
基
準

が
不
明
確
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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共同正犯における「意思連絡」の意義について（二…完）

2
　
機
能
的
行
為
支
配
説

（別）

ド
イ
ツ
に
お
い
て
多
く
の
支
持
を
集
め
て
い
る
機
能
的
行
為
支
配
説
は
、
「
そ
の
昔
の
行
為
寄
与
な
し
に
は
犯
罪
計
画
全
体
が
失

（25）

敗
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
程
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
定
式
に
拠
っ
て
共
同
正
犯
性
－
特
に
そ
の
正
犯

性
－
を
認
め
る
学
説
で
あ
る
。
こ
の
定
式
に
よ
れ
ば
、
「
意
思
連
絡
」
を
通
じ
て
策
定
さ
れ
た
犯
罪
計
画
に
お
け
る
行
為
者
の
役
割

が
、
そ
の
者
の
行
為
寄
与
な
し
に
は
犯
罪
計
画
全
体
が
失
敗
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
程
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
が
、

共
同
正
犯
認
定
の
具
体
的
基
準
と
な
る
。
こ
の
定
式
は
、
計
画
さ
れ
た
犯
行
の
成
否
が
当
該
行
為
者
の
掌
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か

と
い
う
形
で
単
独
犯
に
お
け
る
行
為
支
配
概
念
と
の
パ
ラ
レ
ル
性
を
意
識
し
て
お
り
、
特
に
共
同
正
犯
の
正
犯
性
の
根
拠
付
け
に
着

（26）

目
し
た
基
準
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（27）

し
か
し
、
こ
の
定
式
に
関
し
て
は
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
が
早
く
か
ら
次
の
よ
う
な
異
議
を
唱
え
て
い
た
。
ま
ず
、
機
能
的
行
為
支
配
説

の
よ
う
に
各
共
同
正
犯
者
が
全
体
行
為
に
対
す
る
支
配
を
有
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
二
五
条
二
項
が
な
く
て
も
正
犯
と
し
て
の

（
墾

処
罰
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
共
同
正
犯
規
定
の
意
義
が
消
滅
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
付
加
的
共
同
正
犯
事
例
（
事
例
3
参

照
）
に
お
い
て
は
各
人
の
行
為
寄
与
が
な
く
て
も
犯
罪
計
画
が
水
泡
に
帰
す
と
は
い
い
得
な
い
か
ら
機
能
的
行
為
支
配
性
が
否
定
さ

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
、
付
加
的
共
同
正
犯
事
例
に
お
い
て
結
論
の
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
に
行
為
の
重
要
性
判
断
に
お
い
て

結
果
と
の
関
連
性
を
不
要
と
す
る
な
ら
ば
、
今
度
は
ど
の
よ
う
な
寄
与
で
あ
っ
て
も
重
要
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
概
念
の
弛

緩
を
も
た
ら
し
基
準
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
な
い
、
と
。

こ
の
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
の
批
判
を
受
け
て
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
現
在
で
は
、
共
同
正
犯
の
正
犯
性
は
、
事
前
的
観
点
か
ら
全
体
行
為
計

（乃）

画
の
実
現
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
点
に
認
め
ら
れ
、
当
該
行
為
寄
与
が
結
果
実
現
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
要
し
な

い
、
と
し
て
い
る
。
機
能
的
行
為
支
配
性
が
直
接
正
犯
に
お
け
る
「
行
為
支
配
」
や
間
接
正
犯
に
お
け
る
「
意
思
支
配
」
よ
り
は
実

（79）40巻2号（2006．1）



説

体
的
支
配
と
し
て
弱
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
「
本
質
的
役
割
」
と
は
事
前
的
に
見
て
結
果
発
生
の
可
能
性
を
著
し
く
高

（30）

め
る
よ
う
な
重
要
な
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

（80）

論
　
そ
れ
で
は
、
帰
責
原
理
に
つ
い
て
機
能
的
行
為
支
配
説
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
説
に
お
け
る
帰
責
原

理
に
つ
い
て
は
、
単
独
正
犯
と
同
じ
よ
う
に
努
め
て
因
果
法
則
的
観
点
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
あ
る
。
機
能
的
行
為
支
配

（31）

説
で
は
共
同
正
犯
性
の
認
定
と
結
果
帰
責
に
問
題
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
付
加
的
共
同
正
犯
に
関
し
て
、
プ
ツ
ペ
が
、
ロ
ク
シ
ン
は
付

加
的
共
同
正
犯
事
例
で
の
帰
責
根
拠
を
「
潜
在
的
因
果
関
係
」
－
当
該
行
為
が
事
前
的
に
見
て
結
果
惹
起
に
適
し
て
い
れ
ば
結
果
帰

（32）

属
を
肯
定
す
る
I
に
求
め
て
い
る
と
評
価
す
る
の
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
ま
た
シ
ヤ
ー
ル
は
、
「
事
前
判
断
に
よ
る
因
果
関
係
」

な
ど
と
い
う
概
念
は
矛
盾
以
外
の
何
物
で
も
な
い
た
め
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
結
局
共
同
正
犯
に
お
け
る
個
々
の
行
為
者

と
結
果
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
ロ
ク
シ
ン
説
は
共
同
行
為
決
意
に
基
づ
く
心
理
的
因
果
関
係
に
依
拠
す
る
よ
り
他
は
な
い
で
あ
ろ

（刀）

う
、
と
す
る
。

（朗）

し
か
し
な
が
ら
、
付
加
的
共
同
正
犯
に
つ
い
て
寄
与
の
同
等
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
共
同
正
犯
性
を
認
め
、
さ
ら
に
二
五
条
二

（35）

項
に
よ
る
帰
責
の
拡
張
機
能
に
よ
っ
て
関
与
者
全
員
に
結
果
帰
責
を
認
め
る
べ
き
だ
と
し
た
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
グ
に
対
し
、
ロ
ク
シ
ン
は
、

ヘ
ル
ツ
ベ
ル
グ
の
機
能
的
行
為
支
配
の
理
解
は
狭
き
に
失
す
る
と
し
て
、
事
前
的
に
見
れ
ば
他
の
関
与
者
の
い
ず
れ
の
発
砲
行
為
も

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
成
功
の
確
率
を
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
重
要
な
寄
与
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し

た
。
そ
し
て
予
め
策
定
さ
れ
た
行
為
計
画
の
中
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
要
件
を
充
足
し
さ
え
す
れ
ば
、
実
際
に
行
為
計

画
が
遂
行
さ
れ
て
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
－
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
グ
と
同
様
－
共
同
正
犯
規
定
の
創
造
的
機
能
に
よ
り
、
結
果
を
関
与

（36）

者
全
員
に
帰
責
し
う
る
、
と
す
る
。
さ
ら
に
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
グ
と
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
を
止
揚
し
た
ク
ナ
ウ
ワ
t
は
、
分
業
に
よ
っ
て

個
々
人
が
成
し
得
る
以
上
の
危
険
性
の
増
加
が
肯
定
さ
れ
、
客
観
的
…
物
理
的
に
結
果
発
生
の
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
、
ま
た
行
為
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共同正犯における「意思連絡」の意義について（二・完）

著
聞
の
心
理
的
な
連
帯
感
に
よ
り
、
犯
罪
遂
行
の
決
意
が
促
進
さ
れ
、
規
範
意
識
に
よ
る
犯
行
抑
制
が
弱
ま
る
こ
と
を
根
拠
に
、
一

（37）

部
実
行
全
部
責
任
が
認
め
ら
れ
る
、
と
し
て
い
る
。

3
　
全
体
行
為
計
画
論

デ
ン
カ
ー
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
全
体
行
為
計
画
論
は
、
「
共
同
行
為
決
意
」
を
共
同
正
犯
の
本
質
的
要
素
と
し
、
共
同
正
犯
の
帰

（詣）

責
原
理
を
「
全
体
行
為
」
と
「
部
分
的
行
為
」
　
の
概
念
で
説
明
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
五
条
二
項
の
意
義
は
、

個
人
を
予
定
し
て
い
る
各
構
成
要
件
を
「
～
し
た
者
達
は
」
と
修
正
し
、
刑
に
つ
い
て
も
、
「
単
独
正
犯
と
同
様
に
」
処
罰
さ
れ
る
、

（39）

と
修
正
し
て
、
全
体
行
為
に
つ
い
て
の
構
成
要
件
を
創
設
す
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
全
体
行
為
が
「
多
数
人
で
共
同
し
て

行
為
を
行
う
」
と
い
う
全
体
構
成
要
件
に
該
当
し
た
場
合
、
①
全
体
構
成
要
件
の
形
成
に
よ
っ
て
可
罰
性
を
拡
大
さ
せ
る
、
②
共
同

正
犯
を
単
独
正
犯
の
よ
う
に
扱
う
、
と
い
う
二
つ
の
法
的
効
果
が
生
じ
る
、
と
い
う
。

さ
て
、
デ
ン
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
各
々
の
行
為
者
の
部
分
的
行
為
が
一
つ
の
全
体
行
為
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
各
行
為

者
に
は
行
為
が
開
始
さ
れ
る
以
前
に
定
立
さ
れ
た
行
為
計
画
連
関
に
つ
い
て
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
こ
と
に
共
同
行
為
決
意
は
単

独
犯
に
お
け
る
行
為
決
意
と
は
異
な
っ
て
、
い
く
つ
か
の
行
為
主
体
の
行
為
を
結
合
さ
せ
る
機
能
を
有
し
て
お
り
、
例
え
ば
事
例
4

に
お
い
て
Ⅹ
…
Y
の
行
為
は
脅
迫
行
為
・
財
物
窃
取
行
為
と
し
て
で
は
な
く
、
共
同
行
為
決
意
で
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

（40）

強
盗
の
共
同
正
犯
行
為
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
各
人
の
行
為
を
結
合
さ
せ
る
根
拠
は
、
意
思
連
絡
を
通
じ
て
互
い
の
行

為
を
相
互
に
補
完
す
る
こ
と
に
よ
り
、
失
敗
の
可
能
性
を
大
幅
に
減
少
さ
せ
な
が
ら
、
共
同
者
全
員
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
た
同
一
目

的
を
単
独
犯
の
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
実
現
さ
せ
得
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
意
思
連
絡
に
基
づ
く
相
互
的
な
協
力
関
係
に

よ
る
犯
罪
成
功
の
可
能
性
の
増
加
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
点
に
こ
そ
共
同
正
犯
の
本
質
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（

4

1

）

帰
責
原
理
に
関
し
て
デ
ン
カ
ー
は
、
個
々
人
の
行
為
と
結
果
と
の
因
果
関
係
は
必
要
な
い
と
考
え
る
。
結
局
、
全
体
行
為
と
結
果

（42）

と
の
原
因
連
関
が
あ
れ
ば
足
り
、
他
の
関
与
者
の
行
為
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
他
の
関
与
者
の
行
為
か
ら
生
じ
た
結
果
も
行
為

（43）

論
　
に
付
随
し
て
帰
属
し
、
個
々
の
行
為
寄
与
と
結
果
と
の
因
果
性
を
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
デ
ン
カ
ー
の
全
体
行
為
計
画
論
に
対
し
て
は
、
全
体
行
為
と
し
て
包
括
可
能
な
範
囲
に
つ
い
て
の
明
確
な
指
標
が

な
く
、
全
体
行
為
計
画
概
念
と
は
暖
味
な
概
念
で
あ
る
、
狭
義
の
共
犯
と
の
区
別
が
解
消
し
て
し
ま
う
、
な
ど
の
批
判
が
な
さ
れ
て

（崩）
い
る
。

一
〇
　
ド
イ
ツ
学
説
に
お
け
る
意
思
連
絡
の
意
義

40巻2号（2006…1）（82）

1
　
正
犯
性
認
定
に
お
け
る
「
意
思
連
絡
」
　
の
意
義

機
能
的
行
為
支
配
説
に
お
い
て
共
同
正
犯
の
正
犯
性
を
根
拠
付
け
る
の
は
、
重
要
な
寄
与
概
念
で
あ
る
。
重
要
な
寄
与
の
基
準
は
、

第
二
義
的
に
は
、
全
体
行
為
計
画
に
含
ま
れ
る
部
分
的
寄
与
の
う
ち
、
正
犯
性
を
具
備
す
る
に
至
ら
な
い
も
の
を
封
助
と
す
る
役
割

（

4

5

〓

4

6

）

を
果
た
す
。
軒
助
は
、
行
為
支
配
性
を
有
す
る
正
犯
者
の
行
為
に
対
し
て
付
随
的
な
寄
与
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
行
為
で
あ
る
か
ら
、

た
と
え
犯
罪
行
為
の
実
行
に
つ
い
て
了
解
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
他
の
関
与
者
の
行
為
内
容
と
の
関
連
で
相
対
的
に
付
随
的
な
立

場
に
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
従
た
る
地
位
－
酎
助
を
認
め
れ
ば
足
り
る
。
意
思
連
絡
に
よ
っ
て
策
定

さ
れ
た
全
体
行
為
計
画
の
中
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
因
果
の
操
縦
…
統
制
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
る
者
に
つ
い

て
の
み
、
共
同
正
犯
と
し
て
の
罪
責
を
間
い
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
重
要
な
寄
与
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
全
体
計
画
を
前
提
と
し
て
初
め
て
、
各
人
の
行
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（47）

為
寄
与
の
機
能
性
を
語
り
得
る
」
の
で
あ
っ
て
、
重
要
な
寄
与
か
否
か
は
全
体
計
画
に
照
ら
し
て
相
対
的
に
定
め
ざ
る
を
得
な
い
、

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
全
体
計
画
と
は
意
思
連
絡
を
通
じ
て
策
定
さ
れ
た
行
為
計
画
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
機
能
的
行
為
支

配
説
に
お
け
る
寄
与
の
重
要
性
も
ま
た
、
意
思
連
絡
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
行
為
計
画
の
中
で
の
重
要
な
寄
与
を
考
え
る
も
の
で
あ

り
、
事
前
的
観
点
か
ら
結
果
発
生
の
可
能
性
を
大
幅
に
高
め
た
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
行
為
計
画
　
－
　
予
め
約
束
さ
れ
た
一
連
の
行

（媚）

為
遂
行
過
程
　
－
　
と
の
関
連
で
相
対
的
に
の
み
決
定
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
寄
与
の
重
要
性
判
断
に
関
し
て
、
相
対
的
に
決

（49）

定
す
る
見
解
　
－
　
す
な
わ
ち
関
与
者
間
相
互
の
立
場
の
対
等
性
に
注
目
す
る
見
解
も
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

全
体
行
為
計
画
論
に
お
い
て
は
、
共
同
行
為
決
意
、
そ
し
て
そ
れ
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
「
全
体
行
為
計
画
」
は
い
う
ま
で
も
な

（測）

く
、
共
同
正
犯
性
を
認
め
る
た
め
の
重
要
な
基
礎
と
な
る
。
相
手
側
の
行
為
を
認
識
し
さ
ら
に
相
手
側
の
行
為
の
効
果
を
利
用
し
て

自
己
に
帰
属
さ
せ
る
意
思
と
同
時
に
、
相
手
側
の
行
為
を
補
充
し
そ
の
者
の
行
為
に
自
己
の
行
為
の
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
意
思
、
す

な
わ
ち
共
同
行
為
決
意
を
通
じ
て
全
体
行
為
計
画
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
各
人
の
行
為
が
全
体
行
為
へ
と
結
合
さ
れ
る

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
（
例
え
ば
A
の
窃
盗
行
為
と
B
の
暴
行
・
脅
迫
行
為
が
A
…
B
の
強
盗
行
為
と
し
て
評
価
さ
れ
る
）
。

2
　
帰
責
に
お
け
る
「
意
思
連
絡
」
　
の
意
義

と
こ
ろ
で
、
全
体
行
為
計
画
か
ら
相
対
的
に
導
き
出
さ
れ
る
「
重
要
な
寄
与
」
概
念
は
、
共
同
正
犯
と
狭
義
の
共
犯
の
限
界
づ
け

と
し
て
の
役
割
の
み
な
ら
ず
、
各
人
の
行
為
お
よ
び
そ
こ
か
ら
生
じ
た
結
果
を
相
互
的
に
帰
責
で
き
る
か
否
か
を
決
定
付
け
る
要
素

と
し
て
働
く
こ
と
が
あ
る
。
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
付
加
的
共
同
正
犯
に
つ
い
て
、
重
要
な
寄
与
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
複
数
の
未

遂
の
同
時
犯
で
は
な
く
、
既
遂
の
共
同
正
犯
を
認
め
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
は
、
「
重
要
な
寄
与
」
概
念
そ
れ
自
体
は
、

相
互
的
帰
責
の
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
行
為
前
に
策
定
さ
れ
た
行
為
計
画
の
中
で
重
要
な
役
割
を
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説

果
た
す
か
ど
う
か
と
い
う
事
前
判
断
基
準
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
重
要
な
寄
与
概
念
が
　
（
未
遂
犯
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
根
拠
づ
け

る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
）
、
相
互
的
結
果
帰
責
を
根
拠
づ
け
う
る
の
か
は
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
。

論
　
　
付
加
的
共
同
正
犯
に
お
け
る
相
互
的
な
結
果
帰
責
の
根
拠
は
む
し
ろ
、
各
人
の
関
与
が
意
思
連
絡
を
通
じ
て
決
定
さ
れ
た
全
体
行

為
計
画
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
し
て
全
体
行
為
計
画
通
り
に
共
同
実
行
が
行
わ
れ
て
そ
こ
か
ら
結
果
が
生
じ
た
と
い
う
点

に
存
す
る
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
問
題
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
各
人
の
行
為
を
一
つ
の
犯

罪
遂
行
過
程
と
し
て
包
括
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
各
人
の
寄
与
の
重
要
性
の
決
め
手
と
な
る
全
体
行
為
計
画
自

体
が
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
る
の
か
で
あ
り
、
第
二
は
、
第
一
の
問
題
が
ク
リ
ヤ
ー
さ
れ
た
上
で
、
全
体
行
為
計
画
通
り
に
犯
罪
が

遂
行
さ
れ
、
そ
の
全
体
行
為
計
画
の
実
行
か
ら
結
果
が
生
じ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
付
加
的
共
同
正
犯
事

例
に
お
い
て
生
じ
る
の
は
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
そ
れ
ぞ
れ
殺
人
罪
の
客
観
的
構
成
要
件
を
充
足

（51）

す
る
に
十
分
な
行
為
を
行
っ
て
い
る
た
め
「
分
業
」
と
し
て
の
要
素
が
希
薄
で
あ
っ
て
、
同
一
犯
罪
の
遂
行
に
向
け
ら
れ
た
全
体
行

為
計
画
を
観
念
し
に
く
く
、
そ
の
た
め
に
相
互
的
な
結
果
帰
属
に
対
す
る
疑
義
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
付
加
的
共
同
正
犯
の
事
例
を
、
一
回
目
の
発
砲
で
は
弾
が
外
れ
た
が
、
二
発
目
は
被
害
者
の
心
臓
に
命
中
し
、
殺

害
目
的
を
達
成
し
た
と
い
う
単
独
犯
の
ケ
ー
ス
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
一
発
目
を
Ⅹ
が
、
二
発
目
を
Y
が
行
う
と
い
う
形
で
一
個
の
殺
人

が
遂
行
さ
れ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
結
果
発
生
に
向
け
て
の
単
一
の
全
体
行
為
計
画
内
に
お
け
る
分
業
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
は

（52）

不
可
能
で
は
な
い
　
（
広
義
の
分
業
）
。
択
一
的
共
同
正
犯
事
例
（
Ⅹ
と
Y
が
、
二
本
の
道
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
被
害
者
が
通
る
こ

と
を
予
測
し
て
、
相
談
の
上
そ
れ
ぞ
れ
別
の
道
で
被
害
者
A
を
待
ち
伏
せ
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
A
は
Ⅹ
が
待
ち
伏
せ
し
て
い
る
道
を

通
っ
た
た
め
、
X
が
A
を
殺
し
た
よ
う
な
事
例
）
　
に
お
い
て
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
事
前
的
に
み
て
Ⅹ
・
Y
の
行
為
の

う
ち
、
い
ず
れ
か
一
つ
し
か
、
結
果
発
生
に
役
立
た
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
事
後
的
に
み
て
役
立
た
な
か
っ
た
Y
の
待
ち

40巻2号（2006．1）（糾）
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（田）

伏
せ
行
為
は
予
備
行
為
程
度
に
し
か
評
価
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
行
為
を
一
つ
の
結
果
発
生
に
向
け
て

（別）

の
役
割
分
担
行
為
と
し
て
、
全
体
行
為
計
画
と
し
て
包
括
的
に
考
察
し
得
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
付
加
的
共
同
正
犯
事

例
・
択
一
的
共
同
正
犯
事
例
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
結
果
に
対
し
て
因
果
性
を
有
し
な
い
個
別
的
行
為
に
つ
い
て
、
一
体
い
か
な
る

と
き
に
単
独
行
為
で
は
な
く
意
思
連
絡
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
全
体
行
為
計
画
の
一
部
と
し
て
評
価
さ
れ
得
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
ロ
ク
シ
ン
は
重
要
な
寄
与
の
有
無
の
判
断
と
い
う
形
式
を
採
り
つ
つ
も
、
実
質
的
に
は
分
業
に
よ
り
客
観

的
…
物
理
的
に
各
人
が
成
し
得
る
以
上
の
危
険
性
の
増
加
が
肯
定
さ
れ
結
果
発
生
の
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
か
に
着
服
し
、
さ
ら

に
ク
ナ
ウ
ワ
t
は
そ
の
よ
う
な
危
険
増
加
が
あ
っ
た
ど
う
か
に
加
え
、
行
為
者
間
の
心
理
的
な
連
帯
感
に
よ
り
、
犯
罪
遂
行
の
決
意

が
促
進
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
注
目
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
目
的
の
達
成
の
た
め
に
意
思
連
絡
を
通
じ
て
犯
罪
遂
行
に
お
け
る

障
害
を
協
力
し
な
が
ら
除
去
し
、
失
敗
の
リ
ス
ク
を
減
少
さ
せ
な
が
ら
共
同
し
て
事
象
を
統
制
・
操
縦
す
る
実
体
が
あ
る
か
ど
う
か

が
全
体
行
為
計
画
を
認
め
る
決
定
的
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
も
し
、
意
思
連
絡
に
お
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
共
同
的
な
因
果
統
制
が

失
敗
の
リ
ス
ク
を
減
少
さ
せ
、
目
指
さ
れ
た
法
益
侵
害
結
果
の
発
生
に
対
し
て
よ
り
大
き
な
危
険
を
創
出
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
全

体
行
為
計
画
を
認
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
実
は
機
能
的
行
為
支
配
説
は
全
体
行

為
計
画
論
と
全
く
同
一
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

な
お
、
全
体
行
為
計
画
と
意
思
連
絡
の
関
係
に
つ
い
て
、
デ
ン
カ
ー
は
共
同
行
為
決
意
を
主
観
的
要
件
で
は
な
く
客
観
的
要
素
と

し
て
扱
う
べ
き
と
い
う
、
興
味
深
い
主
張
を
な
し
て
い
る
。
デ
ン
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
共
同
行
為
決
意
と
は
相
互
に
了
解
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
を
有
す
る
も
の
で
、
関
与
者
間
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
外
部
的
に
認
知

（55）

可
能
な
、
客
観
化
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
各
人
の
共
同
行
為
決
意
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ
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た
全
体
行
為
計
画
に
つ
い
て
は
、
相
手
側
と
意
思
内
容
が
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
局
面
に
お
い
て
、
他
の
共
同
者
の
意

息
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
ず
、
行
為
者
本
人
に
と
っ
て
は
客
観
的
事
実
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

論
　
本
来
、
単
独
犯
に
お
い
て
は
行
為
者
の
内
↓
に
関
す
る
事
柄
と
考
え
ら
れ
る
動
機
形
成
が
、
共
同
正
犯
で
は
合
意
に
よ
り
相
互
に
影

響
し
合
う
と
い
う
形
で
客
観
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
各
共
同
者
間
で
の
事
前
の
合
意
、
相
互
的
動
機
統
制
が
な
さ
れ
て
初
め
て
、

各
行
為
者
は
、
行
為
統
制
段
階
す
な
わ
ち
犯
罪
遂
行
過
程
に
お
い
て
、
障
害
を
排
除
し
失
敗
の
リ
ス
ク
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
分
業

（駈）

の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
二
の
、
全
体
行
為
計
画
と
結
果
と
の
因
果
連
関
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
全
体
行
為

計
画
が
策
定
さ
れ
、
そ
れ
が
共
同
実
行
行
為
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
場
合
、
両
者
の
間
に
は
内
容
的
な
差
異
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
議

論
の
前
提
を
な
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
理
論
的
に
は
、
事
前
的
に
結
果
発
生
の
危
険
性
を
高
め
る
よ
う
な

行
為
計
画
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
当
該
行
為
計
画
が
実
行
行
為
と
し
て
実
行
に
移
さ
れ
（
第
一
の
問
題
）
、
さ
ら

に
そ
の
全
体
行
為
計
画
の
危
険
性
が
共
同
実
行
行
為
を
通
じ
て
結
果
に
実
現
し
た
と
い
う
帰
責
連
関
性
、
行
為
計
画
連
関
と
も
呼
ば

れ
る
べ
き
も
の
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
二
の
問
題
）
。
こ
れ
ら
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
初
め
て
、
共
同
正
犯
に
お
け
る

一
部
実
行
全
部
責
任
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

40巻2号（20髄．1）（86）

一
一
　
結
　
語

本
稿
で
は
、
個
別
的
行
為
と
結
果
と
の
因
果
性
を
問
題
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
関
与
者
相
互
が
他
者
の
行
為
を
自
己
に
帰
属
さ

せ
る
と
い
う
形
で
説
明
づ
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
に
大
別
し
て
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
一
部
実
行
全
部
責
任
の
根
拠
の
分
析
を
進
め
て
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き
た
。
そ
の
際
、
正
犯
性
概
念
お
よ
び
因
果
関
係
の
中
核
を
な
し
て
い
る
の
が
、
共
同
実
行
意
思
要
件
、
す
な
わ
ち
意
思
連
絡
の
解

釈
で
あ
る
。

刑
法
六
〇
条
は
「
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
」
と
定
め
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
共
同
者
間
の
「
意
思
連
絡
」
は
、
明
文
で
要
求
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
共
同
」
は
因
果
関
係
な
い
し
因
果
性
概
念
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
と
の
観
点
か
ら
は
、

「
意
思
連
絡
」
は
共
同
正
犯
成
立
に
必
須
の
要
件
で
は
な
い
と
の
解
釈
も
十
分
成
り
立
ち
う
る
。
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
は
、
意
思

連
絡
は
心
理
的
因
果
性
を
基
礎
づ
け
る
要
素
と
考
え
る
傾
向
が
強
く
、
し
か
も
一
部
の
学
説
は
心
理
的
因
果
性
を
共
同
正
犯
成
立
に

は
不
要
と
す
る
な
ど
、
共
同
正
犯
論
に
お
け
る
意
思
連
絡
の
果
た
す
役
割
は
ド
イ
ツ
に
比
べ
相
対
的
に
低
い
と
い
え
る
。

一
方
、
ド
イ
ツ
で
は
、
と
り
わ
け
共
同
正
犯
規
定
に
創
設
的
意
義
を
認
め
る
諸
見
解
に
お
い
て
意
思
連
絡
は
正
犯
性
・
帰
責
双
方

の
基
礎
づ
け
に
重
要
な
要
素
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
正
犯
の
正
犯
性
は
全
体
行
為
計
画
の
中
で
当
該
行
為
者
が
果
た
す
役
割
の

重
要
性
と
い
う
形
で
決
定
さ
れ
、
ま
た
結
果
の
相
互
的
帰
責
の
観
点
か
ら
は
、
機
能
的
行
為
支
配
説
・
全
体
行
為
計
画
論
の
い
ず
れ

に
お
い
て
も
、
役
割
分
担
に
よ
っ
て
犯
罪
計
画
の
よ
り
円
滑
な
遂
行
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
か
に
着
冒
し
て
、
相
互
的
な
帰
責
が
可

（57）

能
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
結
果
の
相
互
的
帰
責
に
関
し
て
は
、
事
前
的
に
結
果
発
生
の
危
険
性
を
高
め
る
よ
う
な

全
体
行
為
計
画
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
第
一
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
だ
上
で
、
さ
ら
に
全
体
行
為
計
画
の
具
体
化
で
あ
る
共
同
実
行
行

為
と
結
果
と
の
間
に
帰
責
連
関
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
学
説
の
分
析
は
末
だ
不
十

分
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
さ
ら
な
る
検
討
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
1
）
　
橋
本
正
博
r
「
行
為
支
配
論
」
と
正
犯
理
論
し
（
二
〇
〇
〇
年
）
　
二
三
頁
、
照
沼
亮
介
r
体
系
的
共
犯
論
と
刑
事
不
法
論
』
（
二
〇
〇

五
年
）
一
四
三
頁
以
下
。
ま
た
、
基
準
の
具
体
化
に
つ
い
て
は
評
価
を
保
留
し
っ
つ
も
、
園
田
寿
「
共
同
正
犯
の
正
犯
性
序
説
（
二
）
・

（87）40巻2号（2006…1）



説
　
完
」
関
西
大
学
法
学
論
集
二
九
巻
三
号
二
九
七
九
年
）
八
四
頁
等
も
、
機
能
的
行
為
支
配
説
を
支
持
す
る
。

（
2
）
　
機
能
的
行
為
支
配
説
の
詳
細
は
、
橋
本
「
「
行
為
支
配
論
」
と
正
犯
理
論
』
（
前
掲
注
1
）
七
九
頁
以
下
参
照
。

論
　
（
3
）
R
e
n
昌
0
7
盲
e
B
e
t
e
i
督
n
g
s
訂
m
a
－
s
Z
u
r
e
c
h
u
n
g
s
雷
u
s
i
m
S
百
賢
c
h
l
二
軍
S
…
3
！
・
盲
○
扁
K
曹
e
r
I
Z
u
r
と
品
r
e
n
N
u
n
g

d
e
r
虚
t
e
r
s
c
h
鈷
S
詳
言
e
n
－
n
A
－
治
産
S
．
∽
N
だ
S
i
m
O
n
e
謬
m
m
－
D
i
e
匡
r
－
訝
s
i
g
e
M
i
虔
蹄
t
e
r
s
c
h
罠
－
浩
声
∽
二
芯
韓
ま
た
、
H
e
r
b
e
ユ

↓
蕾
d
】
e
＼
表
O
m
a
S
F
i
s
c
h
e
r
，
S
す
ぎ
s
e
昏
u
c
h
，
鐙
A
u
P
N
O
声
℃
∽
－
P
．
評
も
二
五
条
二
項
は
帰
責
原
理
で
あ
る
と
す
る
。
共
同
正

犯
者
す
べ
て
が
結
果
に
対
し
因
果
的
寄
与
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
れ
ば
、
共
同
正
犯
は
単
独
正
犯
の
単
な
る
下
部
概
念
と
な
っ
て

し
ま
う
、
と
す
る
も
の
に
、
l
O
a
C
h
i
m
R
e
n
賢
O
W
S
F
R
e
s
琵
k
き
e
r
↓
扉
t
e
r
b
e
g
誌
u
n
d
評
r
－
訝
s
i
g
e
B
e
t
e
i
－
i
望
n
g
－
－
謡
が
∽
∴
㌫
示
騙

（
4
）
　
C
h
計
t
O
p
h
只
F
a
u
e
r
b
i
e
K
O
】
訂
瞥
－
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
i
m
S
t
r
註
e
c
h
t
．
N
0
0
－
わ
ー
○
∽
声

（
5
）
　
「
共
同
行
為
決
意
」
に
基
づ
く
多
数
行
為
者
間
で
の
相
互
依
存
性
は
、
共
同
正
犯
の
本
質
的
要
件
で
は
な
い
と
し
・
共
同
正
犯
の
主
観

的
要
件
と
し
て
、
「
片
面
的
な
適
合
意
思
」
（
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
直
接
的
に
結
果
を
惹
起
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
直
接
実
行
行
為
者

の
行
為
に
自
己
の
行
為
寄
与
を
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
意
思
）
が
あ
れ
ば
十
分
と
す
る
ヤ
コ
ブ
ス
ら
の
見
解
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

G
旨
t
h
e
こ
昇
O
b
s
・
S
t
r
臣
冒
e
c
h
t
I
≧
g
e
m
e
i
n
e
r
一
打
i
－
・
N
・
A
u
P
5
年
∽
二
ロ
？
早
d
e
r
s
・
，
旨
N
e
S
S
O
計
巨
－
Z
u
d
e
n
ざ
r
a
u
s
s
e
F
n
g
e
n

g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
r
O
r
g
a
m
i
s
a
t
i
3
－
G
A
－
父
P
S
・
N
声
ほ
か
に
も
、
R
O
－
a
n
d
D
e
r
k
s
e
n
－
H
e
i
m
－
i
c
h
e
U
n
t
e
r
s
t
堅
N
u
n
g
f
r
e
m
d
e
r

が
t
b
e
g
e
h
u
n
g
a
－
s
M
i
蔓
e
r
s
c
h
鼻
G
A
－
護
－
S
・
－
①
∽
き
H
e
i
k
O
声
訂
S
阜
D
i
e
B
e
g
邑
n
d
u
n
g
m
i
蔓
e
r
s
c
h
邑
i
c
h
e
r
H
臣
n
g
a
－
s

M
O
m
e
n
t
d
e
r
畳
e
k
賢
e
n
Z
u
r
e
c
h
n
u
n
g
－
Z
S
葛
－
O
u
L
痩
溺
ふ
た
顎
空
軍
d
e
r
s
．
．
G
e
m
e
i
n
s
呂
e
r
↓
〆
t
e
n
t
s
c
h
－
u
雷
－
S
ざ
r
a
u
s
s
e
ぎ
n
g
d
e
r

M
i
t
t
讐
e
r
s
c
h
a
f
t
㌣
l
A
N
0
0
P
S
・
3
P
ヤ
コ
ブ
ス
ら
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
R
e
n
か
B
ざ
y
I
G
r
e
n
N
e
n
d
e
r
↓
巴
e
r
s
c
h
a
f
t
b
e
i

訂
m
d
h
旨
d
i
g
e
r
ゴ
ぎ
S
賢
己
n
g
b
A
－
翌
示
お
ー
…
”
巨
p
p
e
r
．
Z
u
r
旨
g
r
e
n
N
u
n
g
d
e
r
表
t
e
r
s
c
h
塾
S
訂
m
e
n
も
．
a
…
〇
．
こ
旨
m
．
芦
S
．

u
N
ヂ
‥
旨
d
r
e
a
s
H
O
y
e
r
こ
n
‥
S
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
r
K
O
m
ヨ
e
n
t
a
r
～
u
m
S
t
r
a
官
s
e
t
N
b
u
c
h
㍉
A
u
P
N
O
声
℃
P
R
n
．
－
N
雲
．
…
R
a
亨

－
n
g
e
－
P
g
e
r
：
紆
h
e
i
n
㍉
M
i
江
誠
t
e
r
u
n
d
が
r
s
u
c
h
s
b
e
g
i
n
n
L
Z
買
切
．
S
．
ゴ
ー
．
”
謬
m
m
も
i
e
詳
r
－
訝
s
i
g
e
M
i
註
t
e
r
s
c
h
a
声
a
…
a
．
〇
．
一

【
旨
m
…
芦
S
・
∽
①
き
C
－
a
u
s
戸
数
n
一
表
t
e
r
拾
h
邑
u
n
d
↓
〆
t
h
e
ヨ
C
h
塾
古
き
P
N
O
声
S
．
密
告

（
6
）
　
主
だ
っ
た
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
p
e
t
e
r
c
r
a
m
e
r
＼
G
筐
t
e
r
H
e
i
n
e
．
i
n
‥
S
c
h
雷
k
e
＼
S
c
h
r
g
e
r

S
百
P
貯
e
s
e
汀
b
u
c
h
．
N
P
ト
ロ
芦
N
O
芦
く
O
r
∽
篭
ひ
謡
夢
戸
㊤
？
声
の
み
挙
げ
て
お
く
。

（
7
）
　
R
G
S
t
鰯
N
毒
R
G
S
t
廓
N
鼻
声
h
】
r
a
u
s
c
h
…
r
5
g
e
一
S
t
r
爵
e
s
e
訂
b
u
c
h
ゝ
U
．
A
u
P
－
宗
r
S
…
－
声

（88）40巻2号（2006．1）
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（
8
）
　
藤
木
英
雄
r
可
罰
的
違
法
性
の
理
論
」
（
一
九
六
七
年
）
三
三
六
頁
以
下
。
同
説
は
共
謀
共
同
正
犯
の
基
礎
付
け
と
し
て
登
場
し
た
が
、

実
行
共
同
正
犯
に
お
け
る
一
部
実
行
全
部
責
任
の
根
拠
づ
け
に
用
い
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
橋
本
正
博
「
正
犯
理
論
の
実
質
的
基

礎
」
現
代
刑
事
法
二
号
二
九
九
九
年
）
一
七
頁
。
一
方
、
支
配
型
の
共
謀
共
同
正
犯
に
限
定
し
て
間
接
正
犯
類
似
説
を
支
持
す
る
も
の

と
し
て
、
平
野
龍
一
「
刑
法
総
論
Ⅱ
』
（
一
九
七
五
年
）
四
〇
一
頁
以
下
。
こ
の
ほ
か
、
共
謀
に
よ
る
拘
束
力
に
着
目
す
る
点
に
お
い
て

間
接
正
犯
類
似
説
と
基
本
的
発
想
を
同
じ
く
す
る
の
は
、
梶
山
太
郎
「
共
同
正
犯
の
正
犯
性
」
法
学
政
治
学
論
究
六
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）

五
三
頁
、
「
拘
束
力
」
ほ
ど
強
力
な
表
現
で
は
な
い
が
、
意
思
形
成
に
よ
っ
て
作
出
さ
れ
る
「
合
同
力
」
に
よ
り
、
個
人
の
行
為
と
結
果

と
の
厳
密
な
因
果
関
係
の
証
明
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
川
端
博
・
西
田
典
之
・
旦
尚
義
博
「
共
同
正
犯
論
の

新
展
開
」
現
代
刑
事
法
三
二
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）
　
二
七
頁
以
下
。

（
9
）
　
D
e
r
k
s
e
n
，
H
e
i
m
－
i
c
h
e
U
n
t
e
r
s
註
貯
己
n
g
許
m
d
e
r
が
t
b
e
g
e
h
u
n
g
a
－
s
M
i
江
敵
t
e
r
s
c
h
罠
a
．
a
…
〇
．
〓
旨
ヨ
．
盟
一
S
…
－
雷
ト
議
書
p
e
r
．
Z
u
r

≧
項
e
n
2
n
g
d
e
r
虚
t
e
r
s
c
h
塾
S
許
m
e
n
－
a
，
a
．
〇
．
L
h
F
m
．
芦
S
．
∽
N
N
誉
C
r
巴
n
e
r
＼
H
e
i
n
e
．
a
…
a
…
O
．
こ
し
ぎ
m
．
芦
∽
N
ひ
．
P
．
鍔
山
本
輝
之

「
正
犯
と
共
犯
」
法
学
教
室
二
五
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
五
頁
、
橋
本
「
正
犯
理
論
の
実
質
的
基
礎
」
（
前
掲
注
8
）
一
七
頁
以
下
、
大

谷
賓
r
新
版
　
刑
法
総
論
の
重
要
問
題
し
（
一
九
九
〇
年
）
三
八
七
頁
。
そ
の
他
、
中
義
勝
「
共
同
正
犯
の
正
犯
性
」
「
斉
藤
金
作
博
士
還

暦
祝
賀
二
現
代
の
共
犯
理
論
」
（
一
九
六
四
年
）
一
八
三
頁
、
西
原
春
夫
「
共
同
正
犯
に
お
け
る
犯
罪
の
実
行
」
『
斉
藤
金
作
博
士
還
暦
祝

賀
・
現
代
の
共
犯
理
論
」
（
一
九
六
四
年
）
一
三
八
頁
以
下
、
橋
本
∃
行
為
支
配
論
」
と
正
犯
理
論
』
（
前
掲
注
1
）
　
〓
頁
、
岡
野
光

雄
「
個
人
的
共
犯
論
と
買
謀
』
共
同
正
犯
論
」
「
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
二
巻
』
二
九
九
八
年
）
二
九
七
頁
以
下
も
参
照
。

（
1
0
）
　
ま
た
相
互
的
間
接
正
犯
だ
と
す
る
と
、
未
遂
の
開
始
時
期
を
間
接
正
犯
と
同
じ
よ
う
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
も
批
判
が
及

ん
で
い
る
。
と
e
冨
n
d
e
r
S
c
h
a
a
r
S
百
啓
e
c
h
t
－
i
c
h
e
く
e
r
巴
黒
毛
9
邑
i
c
h
k
e
i
t
b
e
i
G
r
e
m
i
e
n
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
i
n
U
n
t
e
m
e
h
m
e
n
こ
雷
p
S
．

－
監
f
．
は
、
も
し
間
接
正
犯
に
お
い
て
介
在
者
に
対
す
る
働
き
か
け
に
よ
っ
て
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
共
同
正
犯
に
つ

い
て
も
共
謀
に
だ
け
関
わ
り
、
実
行
行
為
段
階
で
は
な
ん
ら
の
寄
与
も
し
な
い
者
に
つ
い
て
未
遂
が
成
立
し
て
し
ま
う
、
と
批
判
す
る
。

た
だ
し
、
第
三
者
の
行
為
の
道
具
化
と
い
う
点
で
は
両
者
に
一
致
が
見
ら
れ
る
と
も
し
て
い
る
。
紆
h
a
巴
も
．
a
…
○
…
－
S
…
N
N
N
．

（
1
1
）
　
紆
h
邑
－
S
百
啓
e
c
h
註
c
h
e
宕
r
P
ロ
富
0
邑
c
h
k
e
i
t
b
e
i
G
r
e
m
i
e
n
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
i
n
U
n
t
e
m
e
h
m
e
n
．
【
旨
ヨ
．
－
○
〓
浩
p
S
．
－
箪

（
1
2
）
　
F
計
d
計
h
D
e
n
c
k
e
r
．
只
P
u
邑
i
昏
u
n
d
G
e
s
a
m
詳
t
L
の
宗
．
S
．
－
U
N
搾

（
1
3
）
　
M
巴
昌
遷
d
H
e
i
n
計
h
－
R
e
c
h
曹
房
2
叫
ユ
輪
u
n
d
E
n
t
胃
h
e
i
d
u
n
g
s
貧
者
e
r
8
h
阜
N
書
付
払
．
帖
夢
も
参
照
。
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論　　説

（14）（19）（20）（21）（22）（23）（24）（25）

H
n
g
e
b
O
扁
勺
C
p
p
e
－
D
e
r
O
g
e
k
箸
e
、
訂
t
b
e
s
訂
コ
d
d
e
r
h
F
s
已
F
n
g
I
G
A
昌
宏
．
S
．
－
－
N
【
な
お
、
プ
ツ
ペ
は
、
非
教
唆
者
が
自
由
意
志
に

基
づ
い
て
、
教
唆
者
の
意
思
に
服
従
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
構
造
は
間
接
正
犯
の
そ
れ
に
近
く
な
る
、
と
し
て
い
る
。
な
お
、
H
O
y
e
r
－
P

a
．
O
．
こ
と
】
m
．
芦
∽
N
P
P
．
－
声
も
プ
ツ
ペ
説
に
親
和
的
で
あ
る
。

W
O
厨
P
ロ
g
絆
h
i
－
d
L
n
‥
N
O
m
O
S
K
O
m
m
e
n
訂
r
N
u
m
S
富
貯
e
s
e
訂
b
u
c
h
－
N
e
8
品
N
∽
I
P
．
詮
．

1
呂
C
，
J
O
e
r
d
e
n
－
S
ぎ
k
F
r
e
n
d
e
s
s
富
許
c
h
t
－
i
c
h
e
n
が
r
B
富
○
邑
i
c
h
k
e
i
t
s
b
e
g
ユ
詳
：
R
e
－
a
告
n
e
n
u
n
d
i
h
r
e
く
e
r
k
e
芦
n
g
e
n
こ
変
革

S
．
掌
ト
は
、
共
同
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
意
思
連
絡
に
お
け
る
相
互
的
な
義
務
づ
け
に
加
え
て
、
行
為
寄
与
が
全
体
行
為
計
画

の
実
現
の
た
め
に
実
際
に
実
行
に
移
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
。

詳
】
a
u
e
r
一
D
i
e
只
已
－
e
g
i
a
－
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
i
ヨ
S
卑
P
守
e
c
h
t
．
a
…
a
．
O
．
こ
＞
ロ
m
．
芦
S
．
－
S
．

J
O
e
r
d
e
n
．
S
t
2
k
t
u
r
e
n
d
e
s
s
t
r
a
訂
c
h
t
】
i
c
h
e
n
く
e
r
a
n
富
0
星
i
c
h
k
e
i
t
s
b
e
g
r
i
詳
‥
R
e
－
a
告
n
e
n
u
n
d
i
h
r
e
く
e
r
k
e
巨
n
g
e
n
．
a
．
a
．
〇
．
．

【
h
F
m
…
－
芦
S
．
遥
発
声
n
h
琶
t
M
a
u
r
a
c
h
＼
霹
弓
－
H
e
i
n
N
G
訝
s
e
－
＼
〓
e
i
n
N
Z
i
p
f
－
S
百
啓
e
c
h
t
．
と
ー
g
e
m
e
i
n
e
r
が
i
〓
－
．
ゴ
b
E
P
－
謡
の
ー
S
…
N
溺

N
B
．
”
G
筐
t
e
r
S
（
ヨ
P
t
e
n
W
e
－
会
＼
ど
t
h
a
r
K
u
h
－
e
n
．
S
註
」
e
C
h
t
…
と
好
e
m
e
i
n
e
r
、
訂
i
ニ
ー
ひ
．
A
u
P
N
宍
♪
S
…
N
詮
f
…

↓
e
r
e
s
a
R
O
d
r
i
g
u
e
N
M
O
n
t
a
監
S
．
E
i
n
i
g
e
B
e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
詳
e
r
d
a
s
K
a
u
s
a
－
i
t
営
s
p
r
O
b
－
e
ヨ
u
n
d
d
i
e
↓
巴
e
r
s
c
h
a
詳
i
ヨ
F
a
－
訂

r
e
c
h
t
s
5
．
d
ユ
g
e
r
K
0
－
－
e
隠
a
－
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
－
i
n
‥
『
e
s
t
s
c
h
邑
【
P
r
C
－
a
u
s
R
O
邑
n
．
N
e
e
r
S
．
∽
N
N
．

絆
h
a
a
】
－
S
百
P
守
e
c
h
t
－
i
c
h
e
く
e
r
B
富
○
邑
i
c
h
k
e
i
t
b
e
i
G
ウ
O
m
i
e
n
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
i
n
U
n
t
e
m
e
h
m
e
n
．
a
…
a
．
〇
…
こ
と
】
芦
互
．
S
．
－
害
．

R
O
d
ユ
望
e
N
M
O
n
監
厨
E
i
n
i
g
e
B
e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
罫
e
r
d
a
s
謬
u
s
巴
i
昏
s
p
r
O
b
－
e
m
u
n
d
d
i
e
↓
緊
e
r
s
c
h
塾
i
m
F
a
－
】
e
r
e
c
h
t
s
5
．
d
ユ
g
e
r

只
○
】
－
e
取
a
訂
n
t
ゆ
n
h
e
i
d
u
n
g
e
n
．
a
．
a
．
〇
…
こ
と
】
m
．
－
芦
S
…
U
N
印
．

M
a
u
r
a
c
h
＼
G
訝
s
e
】
＼
Z
i
p
f
．
鞍
〓
H
．
a
…
a
．
〇
…
こ
と
】
m
．
－
芦
S
…
N
宣
．

紆
h
P
P
r
S
亡
邑
甲
e
c
h
t
－
i
c
h
e
く
e
r
弓
富
○
星
i
c
h
k
e
i
t
b
e
i
G
r
e
m
i
e
n
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
i
n
U
n
t
e
m
e
h
ヨ
e
n
－
a
．
a
…
○
…
二
と
J
m
…
－
○
】
．
S
．
－
害
．

（
機
能
的
）
行
為
支
配
説
に
批
判
的
な
見
解
と
し
て
は
、
例
え
ば
D
e
斉
s
e
n
－
H
e
i
m
－
i
c
h
e
U
n
t
e
r
s
霞
巨
n
g
許
m
d
e
r
が
t
b
e
g
e
h
u
n
g
a
－
s

M
i
詰
t
e
r
s
c
h
旨
．
a
．
a
．
〇
…
こ
と
一
m
．
芦
S
…
－
霊
f
．
”
G
e
O
扁
F
r
e
u
n
d
－
S
t
r
P
守
e
c
h
t
．
と
ー
g
e
ヨ
e
i
n
e
r
、
訂
i
－
－
－
浩
声
S
．
伊
㌶
f
∴
裏
声
な
お
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
共
同
正
犯
論
の
展
開
（
特
に
行
為
支
配
論
に
基
づ
か
な
い
諸
見
解
）
　
に
つ
い
て
は
、
亀
井
源
太
郎
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
共
同

正
犯
論
の
現
状
」
現
代
刑
事
法
二
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）
七
五
頁
以
下
参
照
。

こ
の
よ
う
な
基
準
は
、
消
極
的
か
つ
仮
定
的
な
定
義
で
不
当
で
あ
る
と
し
て
、
「
個
々
人
で
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
よ
う
な
形
で
、
事
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共同正犯における「意思連絡」の意義について（二…完）

実
関
係
を
決
定
し
、
当
該
犯
罪
を
遂
行
し
た
」
こ
と
に
共
同
正
犯
性
を
認
め
る
見
解
も
あ
る
。
R
O
d
r
i
g
u
e
N
M
O
n
t
a
監
S
這
i
n
i
g
e

B
e
m
e
昇
u
n
g
e
n
昏
e
r
d
a
s
謬
u
監
巨
s
p
r
O
b
－
e
m
u
n
d
d
i
e
表
t
e
r
s
c
h
邑
i
m
『
巴
－
e
r
e
c
h
t
s
ま
d
蕗
e
r
F
ロ
e
g
i
a
－
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
も
．
a
．

〇
・
二
旨
ヨ
・
－
芦
S
，
U
N
P
確
か
に
択
一
的
共
同
正
犯
事
例
の
よ
う
に
、
同
時
に
二
箇
所
に
存
在
す
る
こ
と
は
一
人
の
人
間
に
は
な
し
え
な

い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
程
度
の
時
間
を
お
い
て
二
発
拳
銃
を
発
射
す
る
こ
と
は
一
人
で
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
付
加
的
共
同
正

犯
事
例
の
場
合
に
は
、
こ
の
基
準
に
拠
っ
た
と
し
て
も
共
同
正
犯
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
消
極
的
定
義
づ
け
の

放
棄
を
提
言
す
る
も
の
と
し
て
は
、
他
に
芦
a
u
e
r
．
D
i
e
ぎ
ー
】
e
g
i
a
訂
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
i
m
旨
啓
e
c
h
t
二
P
a
…
O
L
旨
m
．
芦
S
．
－
鐙

（
竺
　
そ
こ
で
例
え
ば
、
キ
ュ
ー
パ
ー
は
、
行
為
支
配
概
念
を
、
自
己
の
行
為
寄
与
に
よ
り
因
果
経
過
に
対
し
て
有
し
て
い
る
支
配
力
で
あ
る

積
極
的
行
為
支
配
と
、
各
関
与
者
が
、
自
己
の
寄
与
行
為
を
差
し
控
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
計
画
を
挫
折
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

ぅ
、
抑
制
的
支
配
、
す
な
わ
ち
消
極
的
行
為
支
配
と
に
分
け
、
後
者
こ
そ
が
共
同
正
犯
の
正
犯
性
を
基
礎
付
け
る
と
考
え
た
。
w
i
】
賢
e
d

戸
p
e
r
－
宕
r
s
u
c
h
s
・
u
n
d
P
c
k
ま
ま
p
r
O
b
訂
m
e
b
e
i
m
e
h
r
e
r
e
n
ゴ
註
e
t
e
i
H
i
蟄
e
n
．
1
Z
－
笥
p
S
．
詔
訴
ご
し
の
よ
う
に
キ
ュ
ー
パ
ー
が
、
共

同
正
犯
に
お
け
る
自
己
の
行
為
寄
与
に
よ
る
事
象
の
支
配
（
積
極
的
行
為
支
配
）
は
、
当
該
部
分
的
行
為
に
限
ら
れ
、
正
犯
性
を
獲
得
し

ぇ
な
い
と
し
た
の
は
、
部
分
的
関
与
に
よ
っ
て
事
象
経
過
を
統
制
で
き
る
と
し
た
集
団
的
行
為
支
配
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
意
味
を

有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
行
為
者
の
行
為
が
な
け
れ
ば
犯
罪
計
画
が
水
泡
に
帰
す
、
と
い
う
当
初
の
機
能
的
行

為
支
配
の
定
式
の
妥
当
性
－
キ
ュ
ー
パ
ー
説
の
前
提
自
体
が
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
試
み
は
成
功
し
た
と
は
い
え
な
い
。

例
え
ば
、
ブ
ロ
イ
は
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
支
配
性
が
自
己
の
行
為
寄
与
の
部
分
の
み
に
制
約
さ
れ
ず
、
意
思
連
絡
を
通
じ
て
他
の
共
同

者
と
の
共
同
支
配
性
を
獲
得
す
る
点
に
こ
そ
機
能
的
行
為
支
配
の
意
義
が
あ
る
と
す
る
。
B
－
O
y
－
ロ
i
e
B
e
t
e
i
茸
u
n
g
s
誉
m
a
－
s

Z
u
r
e
c
h
u
n
g
s
宮
u
s
i
m
S
t
r
註
e
c
h
t
一
a
・
a
・
〇
．
こ
旨
m
．
芦
S
．
∽
声
こ
こ
で
は
再
び
、
（
他
者
と
の
共
同
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
）
部
分
的

行
為
を
通
じ
て
の
全
体
行
為
に
よ
る
事
象
の
制
御
…
統
制
と
い
う
発
想
が
復
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
R
O
賢
一
虚
t
e
r
s
c
h
鈷
u
n
d

が
t
h
e
コ
d
C
h
単
a
・
a
，
〇
°
こ
旨
m
…
芦
S
．
霊
呂
も
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
消
極
的
行
為
支
配
と
積
極
的
行
為
支
配
は
表
裏
一
体
で
あ
る
と

考
え
る
。

（
2
7
）
　
ま
零
D
i
e
註
c
h
H
e
r
註
e
摩
滅
t
e
召
h
註
u
n
d
が
i
－
n
a
h
m
e
こ
笥
↓
一
S
．
笥
搾

（
仰
望
　
大
谷
『
新
版
　
刑
法
総
論
の
重
要
問
題
』
　
（
前
掲
注
9
）
三
八
七
頁
。

（
2
9
）
　
事
前
判
断
を
採
用
す
る
と
い
う
点
で
、
機
能
的
行
為
支
配
説
に
お
け
る
「
重
要
な
寄
与
」
論
は
、
三
幸
に
お
け
る
「
因
果
的
寄
与
の
重

（91）40巻2号（20価…1）



論　　説

要
性
」
　
の
議
論
と
は
異
な
る
。

（
3
0
）
　
R
O
説
n
－
S
百
註
つ
e
C
h
t
－
と
ー
g
e
m
e
i
n
e
r
T
e
i
〓
1
．
“
…
a
…
〇
．
〓
h
F
芦
N
芦
S
．
∞
ご
．
”
d
e
r
s
．
こ
n
‥
F
i
p
N
i
g
e
r
只
O
m
m
e
n
訂
r
ニ
ー
・
わ
C
P
－
雷
N
，
℃
ひ
．

P
L
謳
い
T
r
筐
d
－
e
＼
F
i
s
c
h
e
r
も
．
a
．
〇
…
こ
旨
m
示
〓
顎
－
冒
．
①
も
、
行
為
計
画
の
遂
行
が
完
全
に
不
可
能
に
な
る
必
要
は
な
い
が
、
本
質

的
に
困
難
に
な
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
な
お
、
橋
本
『
「
行
為
支
配
論
」
と
正
犯
理
論
』
　
（
前
掲
注
2
）
　
八
一
頁
も
参
照
。

（
3
1
）
　
絆
h
a
a
－
㍍
百
獣
r
e
c
h
昏
c
h
e
く
e
r
a
n
す
0
邑
i
c
h
k
e
i
t
b
e
i
G
r
e
ヨ
i
e
n
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
i
n
U
n
t
e
m
e
h
m
e
n
∵
P
a
．
O
L
＞
ロ
m
…
－
○
】
“
S
．
－
∞
の
声

（
3
2
）
　
H
n
g
e
b
O
r
g
P
p
p
e
I
W
i
d
e
r
d
i
e
訂
h
r
－
訝
s
i
g
e
M
i
註
t
e
r
s
c
h
草
の
A
冒
軍
S
．
G
P

（
3
3
）
　
絆
h
a
a
－
．
S
す
ぎ
c
h
t
－
i
c
h
e
く
e
r
a
n
雷
0
星
i
c
h
k
e
i
t
b
e
i
G
r
e
ヨ
i
e
n
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
i
n
U
n
t
e
m
e
h
ヨ
e
n
．
a
．
a
．
〇
．
〓
h
F
m
…
－
○
】
読
．
－
雷
f
．

た
だ
し
、
心
理
的
因
果
関
係
に
よ
る
帰
責
判
断
に
よ
れ
ば
付
加
的
共
同
正
犯
の
事
例
に
お
い
て
因
果
性
判
断
が
困
難
に
な
る
た
め
、
ロ
ク

シ
ン
説
は
共
同
行
為
計
画
が
あ
れ
ば
全
体
行
為
か
ら
結
果
へ
の
帰
責
を
肯
定
す
る
趣
旨
と
解
釈
す
べ
き
、
と
す
る
。

（
朗
）
　
H
e
r
N
b
e
毒
．
T
緊
e
r
s
c
h
註
u
n
d
T
e
i
－
n
a
h
m
e
一
a
…
a
．
〇
．
ニ
ト
ロ
m
．
N
コ
．
S
．
3
…

（92）40巻2号（2006…1）

3736　35

H
e
r
N
b
e
尋
↓
緊
e
r
s
c
h
旨
u
n
d
↓
e
i
－
n
a
h
m
e
も
…
a
…
〇
．
∴
旨
ロ
ヨ
．
N
声
S
．
芦

R
O
且
n
．
S
t
邑
r
e
c
h
t
．
と
ー
g
e
m
e
i
n
e
r
↓
e
i
〓
r
a
…
a
．
〇
．
こ
し
ぎ
m
．
N
芦
S
．
豊
．

只
ロ
a
u
e
r
－
ロ
i
e
只
0
－
訂
g
i
a
－
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
i
m
S
百
獣
r
e
c
h
t
∵
P
a
．
〇
．
こ
＞
ロ
m
．
芦
S
…
－
宗
汁

（
墾
　
デ
ン
カ
ー
は
、
共
同
正
犯
原
理
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
る
対
象
に
つ
き
、
全
体
主
体
に
つ
い
て
帰
責
を
考
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
各
人
の

身
体
動
作
か
ら
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
る
様
々
な
外
界
の
変
更
を
、
あ
る
一
つ
の
事
実
と
し
て
結
合
さ
せ
て
帰
責
の
対
象
と
す
る
の
か
、

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
全
体
主
体
を
想
定
す
る
思
考
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
D
e
n
c
k
e
r
－
只
a
u
s
a
－
i
延
u
n
d
G
e
s
P
m
詰
t
も
．
a
．
〇
°
一

42　414039

【
と
】
m
．
－
N
】
I
S
．
－
N
O
輪
．

D
e
n
c
k
e
r
．
只
a
u
s
a
－
i
昏
u
n
d
G
e
s
a
m
謬
t
．
a
．
a
．
〇
…
ニ
ト
ロ
m
．
－
N
】
一
S
．
－
畠
搾

D
e
n
c
k
e
r
．
芥
P
u
S
a
－
i
巨
u
n
d
G
e
s
巴
n
ま
t
－
a
．
a
．
〇
二
旨
m
．
－
芦
S
…
－
ひ
U
．

D
e
n
c
k
e
r
－
芥
P
u
S
a
－
i
巨
u
n
d
G
e
∽
巴
ゴ
夢
t
－
a
．
a
…
〇
．
ニ
ト
ロ
m
．
－
N
】
㍍
…
N
N
已
…

こ
の
点
に
関
し
て
は
絆
h
a
a
二
の
t
r
P
守
e
c
h
t
－
i
c
h
e
く
e
r
呂
言
○
邑
i
c
h
k
e
i
t
b
e
i
G
r
e
m
i
e
n
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
e
n
i
n
U
n
t
e
m
e
h
m
e
n
も
・
a
・
〇
・
一

【
と
l
m
．
－
芦
S
．
－
巴
．
参
照
。

（
空
　
全
体
行
為
を
共
同
正
犯
と
し
て
の
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
る
た
め
の
仮
象
的
な
概
念
と
捉
え
、
相
互
的
な
行
為
帰
属
を
否
定
す
る
も



共同正犯における「意思連絡」の意義について（二…完）

の
と
し
て
は
、
F
r
e
u
n
d
－
S
t
r
註
e
c
h
t
－
と
ー
g
e
m
e
i
n
e
r
が
i
－
∵
P
a
．
〇
．
こ
と
】
m
．
N
芦
S
．
望
－
【

（
竺
　
K
n
a
u
e
r
も
i
e
K
O
H
e
g
i
a
－
e
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
i
m
S
t
r
a
訂
c
h
t
も
．
a
．
〇
…
二
A
n
m
．
芋
S
．
－
3
．
H
P
u
p
p
e
－
W
i
d
e
r
d
i
e
f
a
h
r
－
訝
s
i
g
e

M
i
諒
t
e
r
s
c
h
鼻
a
…
a
…
〇
．
こ
と
ー
m
．
U
N
】
－
S
．
－
…
声
日
本
に
お
い
て
は
意
思
連
絡
不
要
説
の
立
場
か
ら
、
共
同
意
思
決
意
が
共
同
正
犯
成
立
要

件
と
な
る
根
拠
が
明
ら
か
で
な
い
、
ま
た
、
全
体
行
為
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
複
数
人
の
行
為
を
統
合
し
た
共
同
実
行
行
為
を
観
念

し
て
、
実
行
行
為
を
拡
張
し
て
い
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
嶋
矢
貴
之
「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
論
（
2
…
完
）
」
法
学
協
会
雑
誌

一
二
一
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
六
六
六
頁
。

（
竺
　
例
え
ば
、
各
人
の
行
う
行
為
寄
与
が
重
要
な
寄
与
と
い
え
る
た
め
に
は
、
実
行
行
為
段
階
の
寄
与
に
限
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
予
備
段

階
で
も
よ
い
か
に
つ
い
て
学
説
は
鋭
く
対
立
す
る
。
実
行
行
為
段
階
に
限
ら
れ
る
と
す
る
も
の
に
、
R
O
説
n
I
S
t
r
a
ぎ
c
h
t
－
と
ー
g
e
m
e
i
n
e
r

が
i
〓
H
－
a
・
a
…
○
…
〓
旨
m
・
N
芦
S
．
芦
こ
e
r
s
…
L
n
‥
訂
i
p
N
i
g
e
r
只
F
m
m
e
n
官
．
a
．
a
．
〇
．
．
【
旨
ヨ
…
宣
1
℃
ひ
ー
評
…
－
潔
〓
誉
F
r
g
k
Z
i
e
s
c
h
a
n
g
．

M
i
琵
t
e
r
s
c
h
註
d
u
r
c
h
b
】
○
雰
ざ
a
e
r
e
i
F
n
g
㌣
訟
彗
1
－
0
可
こ
雷
ひ
．
S
．
∽
謡
．
し
か
し
、
実
行
行
為
以
外
の
関
与
で
も
よ
い
と
す
る
の
が
通

説
的
見
解
で
あ
る
。
w
O
厨
a
n
g
J
O
e
C
k
s
．
i
n
‥
M
旨
c
h
e
n
e
r
只
F
m
m
e
n
百
2
m
S
t
r
爵
e
s
e
昏
u
c
h
ニ
ー
N
O
声
℃
∽
－
P
．
－
恩
〓
ど
d
e
r
s
．
．

S
ど
d
i
e
n
k
O
m
ヨ
e
n
百
S
t
G
B
－
ひ
．
＞
邑
〓
三
軍
S
．
－
芦
”
絆
h
i
－
d
．
a
．
a
．
〇
．
こ
旨
P
m
．
－
芦
℃
ひ
．
夢
．
芦

（
4
6
）
　
日
本
に
お
け
る
共
謀
共
同
正
犯
論
と
も
関
連
す
る
議
論
で
あ
る
。
共
謀
共
同
正
犯
に
関
す
る
ド
イ
ツ
側
か
ら
の
評
価
と
し
て
、
B
】
O
y
一

G
r
e
n
N
e
n
d
e
r
↓
緊
e
r
s
c
h
旨
b
e
i
詳
m
d
h
詳
d
i
g
e
r
↓
a
訂
u
s
註
h
2
n
g
．
P
a
．
〇
．
二
と
l
m
．
芦
S
…
畠
－
芦
た
だ
し
、
日
本
に
お
け
る
共
謀
共
同

正
犯
の
よ
う
に
組
織
内
で
の
地
位
そ
の
他
を
利
用
し
て
実
行
行
為
担
当
者
に
圧
力
を
か
け
た
と
い
う
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
む

し
ろ
、
組
織
力
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
ロ
ク
シ
ン
は
組
織
に
よ
る
支
配
が
あ
る
と
し
て

間
接
正
犯
を
認
め
る
。
橋
本
ヨ
行
為
支
配
論
」
と
正
犯
理
論
』
　
（
前
掲
注
1
）
七
六
頁
以
下
。
せ
い
ぜ
い
心
理
的
酎
助
ど
ま
り
で
あ
ろ
う

と
す
る
も
の
に
、
B
－
O
y
．
G
r
e
n
N
e
n
d
e
r
↓
扉
t
e
r
s
c
h
註
b
e
i
キ
e
m
d
h
筐
d
i
g
e
r
T
a
訂
u
s
P
h
2
m
g
も
…
a
．
〇
…
二
と
】
芦
芦
S
．
お
∽
．
な
お
、

H
n
g
e
b
O
毒
P
p
p
e
．
毒
i
e
w
i
r
d
m
P
コ
M
i
琵
t
e
r
s
c
h
塾
d
u
r
c
h
k
O
n
k
－
u
d
e
n
t
e
s
く
e
r
h
a
－
t
e
n
㌣
N
S
謁
－
謡
r
S
．
S
N
．
も
参
照
。

（
媚
）
　
野
良
n
．
i
n
：
訂
i
p
軋
g
e
r
ぎ
m
m
e
n
百
．
a
．
a
．
〇
…
」
と
】
m
．
声
篭
ひ
．
P
．
－
声

（
4
8
）
　
B
－
O
y
．
D
i
e
B
e
t
e
i
】
i
望
n
g
S
訂
コ
ゴ
巴
s
Z
u
r
e
c
h
u
n
g
s
雷
u
s
i
m
S
百
啓
e
c
h
t
－
a
…
a
…
〇
．
ニ
ト
ロ
m
．
芦
S
．
∽
＄
f
．
は
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

者
を
共
同
正
犯
、
二
次
的
役
割
を
果
た
し
た
者
を
酎
助
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
は
、
役
割
の
対
等
性
に
注
目
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
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（
4
9
）
　
H
a
n
s
・
H
e
i
n
r
i
c
h
l
e
s
c
h
e
c
k
＼
↓
h
O
m
a
S
W
e
i
g
e
n
d
－
訂
h
r
b
u
c
h
d
e
s
S
t
r
a
守
e
c
h
t
s
．
と
－
g
e
m
e
i
n
e
r
↓
e
i
－
．
切
…
A
u
P
－
苫
①
－
S
．
笥
ど

J
O
h
a
n
n
e
s
W
e
s
s
e
】
S
＼
毒
e
m
e
r
B
e
u
－
k
e
．
と
好
e
ヨ
e
i
n
e
r
、
訂
i
－
．
U
P
か
C
P
N
O
声
S
…
－
霊
．
も
、
各
行
為
者
が
、
同
程
度
の
役
割
を
果
た
す
こ

と
を
要
求
す
る
。

（
即
）
　
G
e
O
扇
K
昔
p
e
r
一
D
e
r
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
ゴ
t
e
n
t
s
c
h
－
u
P
a
－
s
u
n
く
e
r
z
i
c
h
t
b
a
r
e
s
M
O
m
e
n
t
d
e
r
M
i
諾
t
e
r
s
c
h
註
．
Z
S
（
W
－
芦
屋
∽
－
S
…

g
N
．
‥
只
P
ヨ
m
．
D
i
e
訂
h
r
－
訝
s
i
g
e
M
i
琵
t
e
r
の
n
h
塾
．
a
．
a
．
O
．
〓
h
F
m
…
芦
S
．
試
芦
行
為
者
本
人
が
、
相
手
は
事
情
を
知
ら
な
い
と
思
っ
て

い
た
場
合
、
共
同
行
為
計
画
を
認
め
る
に
は
十
分
で
は
な
い
。
一
方
、
要
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
関
与
者
全
員
一
緒
で
共
同
行
為
計
画
を

形
成
す
る
必
要
は
な
く
、
か
つ
黙
示
に
よ
る
も
の
で
も
足
り
る
。

（
5
1
）
　
B
－
O
y
b
r
e
n
N
e
n
d
e
r
表
t
e
【
∽
n
h
註
b
e
i
許
ヨ
d
h
旨
d
i
g
e
r
ゴ
訂
u
s
臣
h
2
n
g
．
a
…
a
…
0
．
．
【
旨
ヨ
．
芦
S
．
畠
冥

（
詑
）
　
P
d
ユ
的
已
e
N
M
O
n
g
財
E
i
n
i
g
e
B
e
ヨ
e
r
k
u
n
g
e
n
5
e
r
d
a
s
謬
u
邑
i
昏
s
p
r
O
b
－
e
m
u
已
d
i
e
↓
画
t
e
r
s
c
h
塾
i
m
F
a
】
－
e
r
e
c
h
t
s
ま
d
身
e
r

只
0
】
－
e
鼠
a
】
e
n
t
㊥
n
h
e
i
d
u
n
g
e
n
．
a
．
a
…
○
…
二
と
ー
m
．
－
芦
S
．
U
N
F
な
お
、
ノ
イ
デ
ッ
カ
ー
も
、
分
業
の
要
素
は
共
同
正
犯
に
お
け
る
同
一
目
標

に
向
け
て
の
危
険
増
加
や
、
犯
行
に
向
け
て
の
心
理
的
な
強
化
を
認
め
る
た
め
の
必
須
要
件
で
は
な
く
、
結
果
発
生
を
確
実
に
す
る
た
め

に
同
種
の
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
達
成
さ
れ
得
る
と
し
て
、
付
加
的
共
同
正
犯
事
例
に
お
い
て
も
相
互
的
な
行
為
帰
責
を
認
め
る
。

G
a
b
ユ
e
訂
N
e
u
d
e
c
k
e
r
－
D
i
e
s
F
尋
e
c
h
t
－
i
c
h
e
く
e
r
a
n
雷
0
邑
i
c
h
k
e
i
t
d
e
r
M
i
宙
詳
d
e
r
く
O
n
K
0
－
－
e
g
i
a
－
O
r
g
B
e
n
L
謡
い
．
S
．
N
－
O
．

（
M
聖
　
そ
こ
で
択
一
的
共
同
正
犯
の
共
同
正
犯
性
を
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
（
H
P
コ
S
告
a
c
h
i
m
R
u
d
O
－
p
h
i
．
Z
u
r
T
a
t
b
e
s
百
m
d
s
b
e
z
O
g
e
n
h
e
i
t

d
e
s
、
訂
t
h
e
コ
S
C
h
邑
s
b
e
的
ユ
詳
b
e
i
d
e
r
M
i
註
t
e
r
s
c
h
弘
一
訂
s
t
s
c
h
邑
【
己
r
P
a
u
－
B
O
C
k
e
】
m
p
ロ
n
L
S
p
S
．
当
雲
．
紆
h
i
】
d
も
…
a
．
0
．
－
【
ト
ロ
m
．

－
芦
℃
ひ
．
P
．
詮
．
）
し
か
し
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
い
く
つ
か
の
逃
げ
道
が
あ
っ
て
被
害
者
が
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
、

他
の
者
が
逃
げ
道
を
予
め
塞
い
で
お
く
と
い
う
共
働
は
必
要
的
で
あ
り
、
機
能
支
配
的
と
い
え
る
、
と
す
る
。
R
O
数
n
．
i
n
‥
r
i
p
泣
g
e
r

只
0
ヨ
m
e
n
訂
r
－
a
…
a
．
O
．
ニ
ト
ロ
m
．
g
】
一
思
い
一
戸
．
－
雷
．

（
封
）
　
R
O
邑
n
．
S
t
r
鼠
r
e
c
h
t
一
と
ー
g
e
m
e
i
n
e
r
、
訂
i
〓
H
－
a
．
a
．
O
．
ニ
ト
ロ
m
．
N
芦
S
．
詮
．
は
、
被
害
者
を
逃
走
か
ら
完
全
に
封
じ
込
め
る
と
い
う
点
で

役
割
分
担
に
よ
っ
て
結
果
の
発
生
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
し
て
い
る
か
ら
、
共
同
正
犯
を
認
め
得
る
と
し
て
い
る
。

（
5
5
）
　
H
O
y
e
r
－
a
．
a
．
〇
二
旨
m
…
芦
℃
ひ
．
P
．
－
誓
エ
ロ
e
n
c
k
e
r
－
謬
u
s
a
－
i
昏
u
n
d
G
e
s
a
m
詳
t
．
a
．
a
．
〇
．
二
と
】
m
J
N
】
読
．
－
声
主
観
的
要
件
で
あ

る
と
と
も
に
客
観
的
要
件
で
も
あ
る
と
す
る
も
の
に
、
只
P
ヨ
m
．
D
i
e
訂
h
r
－
訝
s
i
g
e
M
i
江
帥
t
e
r
s
c
h
声
a
．
a
．
〇
．
こ
と
】
芦
芦
S
．
麗
…

（
5
6
）
　
只
a
m
m
．
D
i
e
訂
h
ユ
訝
s
i
g
e
M
i
丈
蛤
t
e
r
s
c
h
塾
－
a
．
a
．
〇
．
こ
と
ー
m
．
芦
S
．
∽
可
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（
5
7
）
　
な
お
、
ド
イ
ツ
学
説
に
お
け
る
相
互
的
行
為
帰
属
の
発
想
は
、
共
謀
と
い
う
相
互
利
用
補
充
関
係
の
事
前
の
共
同
犯
行
の
意
識
形
成
に

ょ
っ
て
各
人
の
違
法
行
為
の
相
互
的
な
行
為
帰
属
が
可
能
と
な
る
と
す
る
日
本
の
相
互
的
行
為
帰
属
論
に
も
見
ら
れ
る
。
同
説
で
は
、
一

部
実
行
全
部
責
任
の
根
拠
は
、
各
共
同
者
に
対
し
て
他
の
共
同
者
の
所
為
寄
与
そ
の
も
の
が
自
己
の
行
為
と
し
て
帰
属
さ
れ
る
が
ゆ
え
に

（
行
為
帰
属
）
、
他
人
の
行
為
…
結
果
に
対
し
て
答
責
的
と
な
る
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
高
橋
則
夫
『
共
犯
体
系
と
共
犯
理
論
二
一
九

八
八
年
）
三
二
九
頁
。
こ
の
説
は
、
「
共
謀
」
に
よ
っ
て
各
行
為
者
は
行
為
全
体
に
お
け
る
自
己
の
地
位
・
役
割
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
す
る
。
高
橋
則
夫
「
共
犯
論
と
犯
罪
体
系
論
」
刑
法
雑
誌
三
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
八
五
頁
以
下
、
同
…
「
正
犯
…
共

犯
類
型
と
共
謀
共
同
正
犯
の
規
範
論
的
基
礎
づ
け
」
早
稲
田
法
学
七
八
巻
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
三
三
頁
。
し
た
が
っ
て
、
相
互
的
行

為
帰
属
論
は
、
結
果
帰
属
に
つ
い
て
は
そ
の
共
同
意
思
主
体
と
結
果
と
の
因
果
性
を
問
題
に
す
べ
き
、
と
い
う
。
高
橋
則
夫
「
共
犯
の
処

罰
根
拠
論
の
新
様
相
」
現
代
刑
事
法
五
三
巻
（
二
〇
〇
三
年
）
三
四
頁
以
下
。
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