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解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
の

責
任
能
力
判
断

－
　
神
戸
地
裁
平
成
一
六
年
七
月
二
八
日
判
決

（
平
成
一
四
年
（
わ
）
九
一
六
号

強
盗
致
傷
被
告
事
件
）

上
　
原
　
大
　
祐

一
．
事
実
の
概
要

被
告
人
は
、
以
前
交
際
し
て
い
た
被
害
者
A
に
よ
り
強
姦
さ
れ
た
も
の

と
思
い
腹
を
立
て
、
交
際
中
の
B
、
B
の
知
人
の
C
と
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス

ト
ラ
ン
H
に
お
い
て
共
謀
し
、
さ
ら
に
B
・
C
が
C
の
知
人
の
D
・
E
・

F
と
順
次
共
謀
を
な
し
た
上
で
、
被
害
者
A
に
対
し
て
暴
行
・
脅
迫
を
加

え
る
な
ど
し
て
同
人
を
問
い
つ
め
慰
謝
科
名
下
に
金
品
を
強
取
し
ょ
う
と

企
て
た
。
そ
こ
で
C
・
D
・
E
お
よ
び
F
は
後
日
被
害
者
を
呼
び
出
し
、

被
害
者
A
を
問
い
つ
め
暴
行
を
加
え
た
。
B
お
よ
び
被
告
人
は
途
中
か
ら

C
ら
に
合
流
し
、
C
ら
と
共
に
被
害
者
A
に
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
、
一
連

の
暴
行
等
に
よ
り
反
抗
を
抑
圧
し
、
も
っ
て
金
員
・
預
金
通
帳
・
印
鑑
お

よ
び
外
国
紙
幣
等
を
強
取
し
た
。
な
お
、
被
告
人
は
本
件
行
為
時
以
前
に

精
神
神
経
科
の
医
師
に
よ
り
解
離
性
同
一
性
障
害
　
（
D
i
s
s
O
C
i
a
t
i
＜
C

I
d
c
ロ
t
i
マ
D
i
s
O
r
d
e
H
　
－
　
以
下
D
H
D
）
　
に
催
息
し
て
い
る
と
の
診
断
が
な
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
共
謀
行
為
時
点
の
記
憶
に
関
し
て
は
問
題
が
な
い
も
の

の
、
B
・
C
ら
と
被
害
者
に
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
金
月
等
を
強
取
し
た
実

行
行
為
時
以
降
数
時
間
の
間
に
関
し
て
は
記
憶
が
な
い
旨
証
言
し
て
い

る
。
被
告
人
が
D
－
D
に
罷
思
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
に
、
実
行
行
為

当
時
は
別
人
格
、
す
な
わ
ち
、
通
常
被
告
人
の
行
為
を
統
御
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
人
格
状
態
と
は
異
な
る
人
格
状
態
が
被
告
人
の
行
為
を
統
御
し
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
件
公
判
に
お
い
て
弁
護
側
は
、
被
告
人
と
B
・
C
ら
他
の
行
為
者
と

の
問
に
強
盗
に
関
す
る
事
前
の
共
謀
は
な
く
、
強
盗
致
傷
罪
の
共
同
正
犯

は
成
立
し
な
い
旨
、
ま
た
本
件
行
為
当
時
被
告
人
に
は
D
－
D
に
よ
る
別

人
格
が
出
現
し
て
お
り
、
主
人
格
が
そ
の
別
人
格
の
行
動
や
感
情
を
統
制

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
は
本
件
実
行
行
為

当
時
心
神
喪
失
ま
た
は
心
神
耗
弱
の
状
態
に
あ
っ
た
旨
主
張
し
た
。

二
．
判
示
内
容

被
告
人
に
強
盗
致
傷
罪
の
共
同
正
犯
の
成
立
お
よ
び
完
全
責
任
能
力
を

認
め
、
懲
役
三
年
六
月
の
実
刑
判
決
を
下
し
た
。

川
強
盗
の
共
同
正
犯
の
成
立
に
つ
い
て

被
告
人
は
、
B
や
C
と
の
問
に
強
盗
に
関
す
る
事
前
の
共
謀
は
成
立
し

て
お
ら
ず
、
被
告
人
に
関
し
て
強
盗
致
傷
罪
の
共
同
正
犯
は
成
立
し
な
い

（2）

旨
主
張
し
た
が
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
退
け
、
被
告
人
が
B
お
よ
び
C
と
強
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盗
の
共
謀
を
な
し
た
上
で
B
お
よ
び
C
に
よ
っ
て
他
の
共
犯
者
と
順
次
共

謀
が
な
さ
れ
、
そ
の
上
で
本
件
犯
行
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
認
定
し
、

被
告
人
が
実
行
行
為
時
に
責
任
能
力
を
有
し
て
い
た
か
否
か
に
関
わ
り
な

く
、
被
告
人
に
強
盗
致
傷
罪
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
た
。

∽
責
任
能
力
に
つ
い
て

裁
判
所
は
さ
ら
に
、
被
告
人
の
実
行
正
犯
と
し
て
の
責
任
に
関
し
、
犯

行
当
時
の
被
告
人
の
責
任
能
力
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
裁
判
所
は
被

告
人
の
刑
事
責
任
能
力
と
D
I
D
と
の
関
係
に
つ
き
、
①
D
：
D
の
診
断
が

あ
れ
ば
常
に
黄
任
無
能
力
と
す
る
見
解
②
主
人
格
が
別
人
格
の
行
為
を
関

知
・
統
制
で
き
な
い
場
合
に
は
責
任
無
能
力
と
す
る
見
解
（
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ば
れ
る
　
－
　
筆
者
）
③
犯
行
時
の
人
格
の
別
に
か

か
わ
ら
ず
、
正
邪
を
弁
識
し
行
為
を
法
に
従
わ
せ
る
能
力
を
欠
く
場
合
の

み
が
責
任
無
能
力
と
す
る
見
解
（
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ば
れ
る
－

－
筆
者
）
　
の
三
つ
が
あ
る
と
述
べ
た
上
で
、
D
－
D
患
者
の
責
任
能
力
を

判
断
す
る
た
め
の
一
般
的
規
準
と
し
て
、
「
人
格
が
交
代
す
る
ご
と
に
別

個
の
個
人
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
個
の
個
人
が
存
在
す
る
に
す

ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
個
人
の
犯
行
時
の
精
神
状
態
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
責
任
能
力
を
判
断
す
べ
き
で
あ
　
（
る
）
」
と
い
う
判
断
の
根
拠
を
示

し
、
特
に
本
件
に
関
し
て
は
「
別
人
格
が
そ
れ
ま
で
の
主
人
格
の
記
憶
や

感
情
を
引
き
継
い
で
行
動
し
て
い
　
（
る
）
」
こ
と
も
根
拠
と
し
て
③
の
見

解
を
採
用
す
る
と
い
う
判
断
を
下
し
た
。
そ
の
上
で
、
本
件
行
為
当
時
の

被
告
人
の
精
神
状
態
、
す
な
わ
ち
本
件
行
為
時
人
格
の
精
神
状
態
に
つ
い

て
、
「
是
非
弁
別
能
力
及
び
そ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
欠
け

て
い
な
か
っ
た
の
は
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
能
力
が
著
し
く
減
退
す
る
状

態
に
も
至
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示

し
た
。

三
．
研
究

川
強
盗
の
共
謀
に
つ
い
て

本
件
裁
判
に
お
い
て
弁
護
人
は
被
告
人
の
供
述
を
基
に
、
H
に
お
け
る

共
謀
の
際
に
は
被
害
者
に
対
し
暴
行
を
加
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
謀

が
な
さ
れ
た
も
の
の
金
銭
を
強
取
す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
共
謀
が
な

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
主
張
し
た
。
し
か
し
裁
判
所
は
こ
れ
を
退
け
、

共
犯
者
の
証
言
を
元
に
、
最
初
に
共
謀
が
行
わ
れ
た
時
点
で
既
に
強
盗
の

（3）

共
謀
ま
で
な
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
認
定
を
行
っ
た
。
そ
の
上
で
、

強
盗
の
事
前
の
共
謀
が
あ
る
以
上
、
仮
に
本
件
犯
行
当
時
被
告
人
が
心
神

喪
失
ま
た
は
心
神
耗
弱
の
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
も
被
告
人
に
強
盗
致
傷

罪
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

実
行
行
為
へ
の
直
接
の
関
与
が
な
い
者
に
関
し
て
も
事
前
の
共
謀
へ
の

関
与
を
根
拠
と
し
て
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
共
謀
共
同
正
犯
に
関

し
、
学
説
に
お
い
て
は
、
理
論
付
け
は
異
な
る
も
の
の
、
こ
の
概
念
を
肯

（4）

定
す
る
説
が
支
配
的
で
あ
る
。
し
か
し
否
定
説
も
な
お
有
力
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
実
務
に
お
い
て
は
、
大
審
院
の
時
代
か
ら
共
謀
共
同
正
犯
の
成

（5）

立
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
理
論
付
け
に
は
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
が
、

〈5）

共
謀
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
畢
自
体
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
本
件
事
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案
に
お
い
て
は
、
共
犯
者
全
員
が
事
前
に
一
同
に
会
し
て
共
謀
を
行
っ
て

お
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
順
次
共
謀
の
問
題
も
生
じ
う
る
が
、
最
高
裁
は
前
掲

注
（
6
）
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
共
謀
の
成
立
が
認
め

ら
れ
る
、
と
す
る
立
場
を
明
示
し
て
い
る
。

本
件
事
案
は
、
被
告
人
が
実
行
行
為
現
場
に
出
向
き
ヾ
（
そ
の
時
点
に

お
け
る
責
任
能
力
の
有
無
に
関
し
て
は
と
も
か
く
）
実
際
に
実
行
行
為
に

も
関
わ
っ
て
い
る
事
案
で
あ
り
、
典
型
的
な
共
謀
共
同
正
犯
の
事
例
と
は

異
な
る
。
し
か
し
裁
判
所
は
「
被
告
人
は
、
B
や
C
ら
と
事
前
に
強
盗
の

共
謀
を
し
た
上
、
本
件
犯
行
に
及
ん
だ
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
本
件

犯
行
当
時
、
被
告
人
が
一
時
的
に
心
神
喪
失
ま
た
は
心
神
耗
弱
の
状
態
に

陥
っ
て
い
た
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
に
は
強
盗
致
傷
罪
の
共
同

正
犯
が
成
立
す
る
」
と
判
示
し
、
本
件
を
共
謀
共
同
正
犯
の
事
案
に
類
似

の
も
の
と
し
て
判
断
し
た
上
で
被
告
人
に
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
て
い

る
。
た
だ
し
、
本
件
の
場
合
、
被
告
人
が
実
際
に
実
行
行
為
に
も
加
わ
っ

て
い
る
、
と
い
う
点
に
そ
の
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
裁
判

所
は
、
仮
に
被
告
人
が
実
行
行
為
時
に
責
任
能
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
共
謀
の
時
点
で
は
責
任
能
力
が
あ
り
そ
の
共
謀
に
基
づ
い
て

他
者
が
実
行
行
為
を
行
っ
た
の
だ
か
ら
、
被
告
人
に
は
少
な
く
と
も
共
謀

共
同
正
犯
が
成
立
す
る
、
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
共
謀
共
同

正
犯
の
概
念
を
理
論
的
に
貫
徹
す
る
な
ら
ば
到
達
可
能
な
結
論
で
あ
り
得

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

∽
責
任
能
力
に
つ
い
て

川
で
論
じ
た
よ
う
に
、
本
件
事
案
に
お
け
る
共
犯
部
分
に
関
す
る
裁
判

所
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
の
罪
責
は
共
謀
に
加
わ
り
他
者
が
実
行
行

為
を
行
っ
た
時
点
で
既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
行
行
為
時
点

の
被
告
人
の
責
任
能
力
に
関
す
る
判
断
は
不
要
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
裁
判
所
は
続
け
て
実
行
行
為
時
に
お
け
る
被
告
人
の
責
任
能

力
に
つ
い
て
も
判
断
を
加
え
て
い
る
。
よ
っ
て
、
以
下
、
責
任
能
力
の
部

分
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず
本
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
、
被
告
人
の
本
件
実
行
行
為
時
の
精

神
状
態
に
つ
い
て
D
：
D
に
よ
り
別
人
格
が
出
現
し
て
い
た
、
と
い
う
こ

と
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
伍
す
る
。
D
I
D
と
は
、
以
前
は
多
重

人
格
障
害
と
呼
ば
れ
た
精
神
疾
患
の
一
つ
で
、
一
人
の
個
人
の
中
に
複
数

こ
－
－

の
異
な
っ
た
人
格
状
態
が
現
れ
る
障
害
の
こ
と
を
い
う
。
複
数
の
異
な
る

人
格
の
う
ち
、
最
も
長
い
期
間
身
体
を
支
配
し
て
い
る
人
格
状
態
は
主
人

格
、
そ
れ
以
外
の
人
格
状
態
は
別
人
格
ま
た
は
副
人
格
と
呼
ば
れ
る
。
通

常
、
主
人
格
は
副
人
格
の
経
験
を
認
識
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
行
為
を

制
御
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
障
害
を
患
う
者
が
犯
罪
を

犯
し
た
場
合
、
特
に
副
人
格
が
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
に
、
そ
の
犯
罪
行
為

お
よ
び
結
果
の
責
任
を
被
告
人
と
さ
れ
る
者
に
そ
の
者
全
体
と
し
て
問
う

こ
と
の
正
否
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
、
連
続
幼
女
誘
拐
殺
人
事
件
の

裁
判
等
に
お
い
て
鑑
定
の
段
階
で
D
－
D
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は

（8）

あ
る
が
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
D
I
D
の
存
在
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ

た
判
例
は
我
が
国
で
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
鑑
定

人
お
よ
び
証
人
と
し
て
本
件
裁
判
に
関
わ
っ
た
被
告
人
の
主
治
医
の
精
神

神
経
科
医
の
双
方
が
、
被
告
人
が
D
I
D
を
患
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
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特
に
副
人
格
が
本
件
実
行
行
為
時
の
被
告
人
の
行
為
を
制
御
し
て
い
た
、

と
い
う
点
で
は
一
致
し
た
。
裁
判
所
も
こ
の
前
提
を
認
め
た
上
で
、
D
己

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
裁

判
の
後
、
裁
判
所
が
D
I
D
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
判
断
し
た〈9）

も
の
と
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
名
古
屋
地
判
平
成
一
七
年
三
月
二
四
日

が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
名
古
屋
地
裁
判
決
は
、
副
人
格
が
行
為
を
行
っ
て

い
る
こ
と
を
認
定
し
た
上
で
、
主
人
格
・
副
人
格
の
「
い
ず
れ
の
人
格
に

お
い
て
も
是
非
善
悪
の
弁
識
能
力
及
び
行
動
制
御
能
力
が
あ
る
こ
と
は
疑

い
が
な
い
こ
と
、
各
犯
行
は
D
I
D
が
原
因
と
な
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
」
か
ら
被
告
人
は
副
人
格
に
よ
る
本
件
各
犯
行
に
つ
い
て

刑
事
責
任
を
負
う
、
と
し
て
い
る
。

D
－
D
点
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
判
断
す
か
た
め
の
問

題
点
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
も
そ
も
D
H
D
と
い
う
障
害
を
刑
事
責

任
能
力
を
判
断
す
る
際
の
生
物
学
的
要
素
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
否
か
、
換
言
す
れ
ば
、
司
法
の
世
界
に
お
い
て
D
I
D
と
い
う

障
害
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
精
神
医
学

界
に
お
い
て
は
D
I
D
と
い
う
疾
患
に
対
す
る
懐
疑
論
も
根
強
く
主
張
さ

（10）

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
高
橋
省
吾
判
事
は
、
裁
判
官

が
鑑
定
を
採
用
し
な
い
合
理
的
な
根
拠
の
一
つ
と
し
て
「
鑑
定
に
お
い
て

用
い
ら
れ
る
専
門
的
知
識
に
学
説
の
対
立
が
あ
り
一
般
に
支
持
さ
れ
て
い

lH、

な
い
学
説
に
依
拠
し
て
い
　
（
る
）
」
　
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
基
準
に

照
ら
し
た
場
合
、
D
I
D
は
生
物
学
的
要
素
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
際
し
、
精
神

医
学
の
世
界
に
お
い
て
そ
の
世
界
に
携
わ
る
者
が
診
断
の
よ
り
ど
こ
ろ
と

（

1

2

）

　

　

　

　

　

（

，

J

）

す
る
診
断
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
D
S
M
・
宅
・
T
巧
ま
た
l
C
D
・
－
○
に
お
い
て

も
D
I
D
（
H
C
D
・
－
O
で
は
多
重
人
格
障
害
）
　
が
独
立
の
疾
患
と
し
て
認
定

さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
念
預
に
置
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
鑑
み

る
に
、
精
神
医
学
界
は
、
そ
の
有
り
様
に
関
し
て
は
と
も
か
く
、
D
－
D

の
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
認
め
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
法
の
世
界
に
お
い
て
も
こ
の
障
害
の
存
在
自
体
は
認
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
責
任
能
力
判
断
は
最
終
的
に
は
法
的
判
断
で

あ
り
、
精
神
医
学
者
の
見
解
に
拘
束
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
可

能
な
限
り
科
学
的
知
見
に
沿
っ
た
判
断
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
特
に
生
物

学
的
要
素
は
「
被
告
人
は
精
神
の
障
害
を
有
し
て
い
る
の
か
否
か
、
ま
た

有
し
て
い
る
と
す
れ
ば
如
何
な
る
障
害
を
有
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
事

実
的
問
題
で
あ
り
、
こ
の
間
題
に
関
し
て
は
専
門
家
で
あ
る
鑑
定
人
の
意

（14）

見
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。
安
田
柘
人
助
教
授
は
責
任
能
力
判
断
に
お
け

る
生
物
学
的
要
素
の
判
断
に
つ
き
、
「
精
神
医
学
の
素
人
で
あ
る
裁
判
官

が
、
鑑
定
資
料
な
ど
に
ま
っ
た
く
問
題
の
な
い
鑑
定
の
診
断
名
を
否
定
す（15）

る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

こ
の
原
則
は
D
H
D
の
場
合
に
も
当
て
恢
ま
る
。
前
掲
注
（
8
）
連
続
幼

女
誘
拐
殺
人
事
件
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
D
－
D
を
認
め
る
鑑
定
を
含
め

複
数
の
鑑
定
結
果
が
示
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
所
は
鑑
定
の
前
提
と
な
る
資

料
の
不
適
切
さ
を
理
由
と
し
て
D
I
D
を
認
め
る
鑑
定
を
退
け
た
。
こ
れ

に
対
し
本
判
決
は
、
関
係
す
る
精
神
医
学
の
専
門
家
が
二
人
と
も
D
I
D

を
認
め
て
お
り
、
裁
判
所
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
上
で
被
告
人
の
刑
事
貢
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任
を
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
D
H
D
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
、
特
に
責
任
能
力
の
中

で
も
心
理
学
的
要
素
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
通
常
、
一
人
の

人
間
の
中
に
は
一
つ
の
人
格
状
態
が
存
在
し
、
こ
れ
が
そ
の
人
の
行
為
を

統
御
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
行
為
が
そ
の
人
の
も
の
で
あ
り
そ
の
結
果

も
そ
の
行
為
者
に
帰
貸
さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
D
I
D
患

者
の
場
合
に
は
、
通
常
行
為
を
統
御
す
る
、
つ
ま
り
そ
の
人
自
身
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
主
人
格
と
、
当
該
行
為
を
統
御
し
た
人
格
状
態

が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
こ
の
人
格
問
の
組
倍
は
責
任
能
力
判
断
に

影
響
を
及
ぼ
す
の
か
。
ま
た
及
ぼ
す
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ

す
の
で
あ
ろ
う
か
。

D
I
D
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
判
断
す
る
方
法
と
し
て
、
本

判
決
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
三
つ
の
方
法
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
ま
ず
第
一
に
①
D
I
D
の
診
断
が
あ
れ
ば
常
に
貿
任
無
能
力
と
す
る

方
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
副
人
格
が
行
為
を
行
っ
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、

主
人
格
が
行
為
を
行
っ
た
場
合
で
も
被
告
人
は
無
罪
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
次
に
、
②
主
人
格
に
焦
点
を
当
て
、

こ
の
人
格
が
行
為
を
関
知
・
統
制
で
き
た
か
否
か
を
基
準
と
し
て
判
断
を

行
う
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
③
行
為
時
に
行
為

を
支
配
し
て
い
た
人
格
に
焦
点
を
当
て
、
行
為
時
に
行
為
を
支
配
し
て
い

た
人
格
が
弁
識
・
制
御
能
力
を
有
し
て
い
れ
ば
完
全
責
任
能
力
を
認
め
る

個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
判
断
方
法
が
三
つ
に
分
か
れ
る
理
由
は
、
D
I
D
に
お
け

る
「
副
人
格
が
出
現
し
て
い
る
状
態
」
と
い
う
も
の
を
そ
も
そ
も
ど
の
よ

ぅ
に
捉
え
る
廿
に
由
来
す
る
。
①
の
立
場
は
、
各
人
格
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個

の
個
人
　
（
人
間
）
　
と
同
視
し
、
一
人
の
D
：
D
患
者
を
複
数
の
個
人
の
集

合
体
と
捉
え
る
。
そ
の
上
で
、
あ
る
人
格
す
な
わ
ち
あ
る
一
人
の
個
人
が

行
っ
た
行
為
の
た
め
に
D
I
D
患
者
た
る
被
告
人
を
全
体
と
し
て
処
罰
す

る
こ
と
は
必
然
的
に
他
の
無
実
の
個
人
を
処
罰
す
る
と
い
う
団
体
責
任
に

な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、
D
－
D
の
診
断
は
そ
れ

だ
け
で
刑
事
責
任
否
定
の
根
拠
に
な
る
、
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
②
お

よ
び
③
の
立
場
は
、
各
人
格
を
一
人
の
個
人
の
中
に
あ
る
別
個
の
人
格
状

態
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
②
の
立

場
は
、
「
副
人
格
が
出
現
し
て
い
る
状
態
」
を
、
て
ん
か
ん
の
探
腿
状
態

や
夢
遊
病
状
態
ま
た
病
的
酪
酎
状
態
と
同
じ
く
、
「
通
常
行
為
を
支
配
し

て
い
る
と
こ
ろ
の
意
識
で
あ
る
主
人
格
の
支
配
が
行
為
に
対
し
て
及
ん
で

い
な
い
状
態
」
と
捉
え
る
。
そ
の
上
で
、
て
ん
か
ん
の
段
腿
状
態
や
夢
遊

病
状
態
、
病
的
酪
訂
状
態
な
ど
と
同
じ
く
、
責
任
能
力
を
否
定
す
る
。
こ

れ
に
対
し
③
の
立
場
は
、
副
人
格
を
「
誰
し
も
が
持
っ
て
い
る
人
格
の
多

面
性
の
現
れ
」
と
し
て
捉
え
る
。
そ
の
上
で
、
副
人
格
も
そ
れ
自
体
弁

識
∴
制
御
能
力
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
行
為
に
対
す
る
主
人
格
の
認

識
の
断
絶
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
不
可
能
性
は
被
告
人
全
体
に
対
す
る
責
任

能
力
判
断
に
は
何
の
影
響
も
与
え
な
い
と
し
て
、
副
人
格
が
行
為
に
対
す

る
弁
識
・
制
御
能
力
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
な
い
限
り
費
任
無
能
力

に
な
る
こ
と
は
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
判
断
方
法
の
う
ち
、
ど
れ
が
最
も
適
切
で
あ
ろ
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う
か
。
こ
の
点
に
関
し
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
刑
法
学
者
が
論
じ
た
文

（16）

献
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
扱

っ
た
論
文
と
し
て
は
、
筆
者
が
以
前
ア
メ
リ
カ
の
判
例
お
よ
び
学
説
を
基

（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
論
じ
た
論
稿
の
他
に
は
、
川
口
浩
l
教
授
が
書
か
れ
た
論
文
が
二
本
と

（19）

野
阪
滋
男
教
授
が
考
察
を
行
わ
れ
た
論
文
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、

佐
久
間
修
博
士
は
、
前
掲
注
（
8
）
判
決
を
素
材
と
す
る
考
察
を
行
っ
て

（∞）

お
ら
れ
る
。
野
阪
教
授
は
「
極
論
か
も
し
れ
な
い
が
」
と
一
定
の
留
保
を

し
っ
つ
　
「
多
重
人
格
障
害
（
D
I
D
）
　
は
、
そ
の
存
在
だ
け
で
責
任
無
能
力

と
す
る
に
足
る
十
分
な
、
唯
一
の
障
害
で
あ
る
　
（
括
弧
内
筆
者
）
」
と
の

（21）

考
え
方
に
親
和
性
を
示
さ
れ
る
。
①
の
立
場
を
支
持
さ
れ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
川
口
教
授
は
、
ま
ず
、
行
為
時
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ

（
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
）
　
が
そ
の
前
提
と
し
て
D
－
D
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
て
い
る
か
に
関
し
て
、
D
－
D
患
者
を
複
数
の
個
人
の
集
合
体
と
捉
え

（22）

る
立
場
か
ら
説
明
可
能
と
さ
れ
、
各
人
格
を
一
個
人
の
多
面
性
の
表
れ
と

す
る
筆
者
の
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
の
理
解
と
異
な
る
見
解
を
探
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
見
解
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
結
論
と
し
て
は
「
処
罰

の
両
で
連
帯
責
任
を
認
め
る
の
は
安
当
で
は
な
く
、
結
論
的
に
は
処
罰
で

（23｝

き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
」
「
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
人
格
を
共
に
処
罰
す
る

（24）

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
、
D
I
D
患
者
た
る
被
告
人
に

刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
D
I
D
患
者
を
一
人
の

個
人
と
捉
え
る
場
合
に
は
、
「
そ
の
人
の
責
任
を
判
断
す
る
際
に
基
準
と

な
る
人
格
は
、
そ
の
人
物
の
生
活
に
お
い
て
最
も
高
い
ウ
エ
イ
ト
を
占
め

て
い
る
ホ
ス
ト
人
格
（
主
人
格
－
1
筆
者
）
　
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は

（25）

な
い
だ
ろ
う
か
」
「
主
人
格
が
副
人
格
を
別
御
で
き
た
か
ど
う
か
が
重
要

（26）

で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
さ
れ
る
。

副
人
格
が
行
な
っ
た
行
為
に
つ
き
D
H
D
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任

を
否
定
す
る
点
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
結
論
と
し
て
ど
ち
ら
の
立
場
を

支
持
さ
れ
る
か
に
関
し
て
は
明
言
し
て
お
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
佐
久
間
博

士
は
、
「
多
重
人
格
が
認
め
ら
れ
た
」
場
合
、
す
な
わ
ち
、
別
人
格
が
行

為
を
支
配
し
主
人
格
が
行
為
に
関
し
て
ま
っ
た
く
関
知
し
て
い
な
い
場
合

に
関
し
て
、
「
犯
行
時
の
人
格
に
対
し
て
完
全
な
責
任
を
問
い
う
る
余
地

も
あ
り
、
別
人
格
も
行
為
者
の
一
部
と
見
る
限
り
、
当
然
に
心
神
喪
失
お

よ
び
心
神
耗
弱
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
多

重
人
格
者
に
つ
い
て
は
、
主
人
格
に
よ
る
犯
行
が
な
い
場
合
に
も
、
犯
人

の
人
格
が
別
人
格
を
取
り
込
ん
だ
合
一
体
を
な
し
て
い
る
以
上
、
理
論
的

に
は
、
そ
れ
だ
け
で
行
為
者
の
責
任
能
力
を
否
定
す
べ
き
根
拠
と
は
な
ら

（27）

な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
の
見
解
を
示
さ
れ
る
。
③
の
立
場
を
支
持
さ
れ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

D
H
D
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
栗
任
に
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に

（28）

は
、
裁
判
所
に
よ
る
判
断
が
複
数
な
さ
れ
、
ま
た
学
説
も
複
数
存
在
す
る

ア
メ
リ
カ
の
議
論
が
参
考
に
な
る
。
ま
ず
判
例
の
展
開
を
大
ま
か
に
追
っ

て
み
る
と
、
D
H
D
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
初
め
て
の
事
例
で
あ
る
一
九
七

（29）

七
年
の
U
i
－
－
y
M
i
－
－
i
g
a
n
事
件
（
S
t
a
t
e
く
．
M
i
≡
g
a
且
　
に
お
い
て
、
裁
判
所

は
、
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
幾
つ
か
の
判
例
は
、
個

（30）

別
人
格
ア
ブ
n
I
チ
を
採
用
し
、
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
認
め
た
。
し
か

（31）

し
、
一
九
九
四
年
の
U
．
S
．
く
．
D
e
冒
y
・
S
h
a
詳
r
判
決
の
よ
う
に
、
再
び
グ
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n
J

l
ユ

ー
．
一

ロ
ー
バ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
、
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
否
定
し
た

判
例
も
存
在
す
る
。

ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
、
決
定
的
な
理
論
は
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な

（32）い
。
③
の
立
場
を
支
持
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

①
ま
た
は
②
の
立
場
に
立
脚
し
、
D
H
D
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任

を
否
定
す
る
立
場
を
支
持
す
る
論
者
も
複
数
存
在
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ

（33）

い
て
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
S
a
k
s
は
D
H
D
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事

来
任
に
つ
い
て
こ
れ
を
認
め
な
い
立
場
を
採
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
①
の

立
場
に
親
近
感
を
示
す
。
ま
た
②
の
立
場
を
支
持
す
る
代
表
的
な
見
解
と

（封）

し
て
O
w
e
n
s
は
、
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
は
個
人
全
体
（
t
O
t
a
－
p
O
r
S
O
且

の
中
の
断
片
だ
け
を
評
価
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
D
：
D
患
者
の
精

神
状
態
を
精
神
的
に
完
全
に
統
合
さ
れ
た
人
間
の
そ
れ
と
同
一
視
し
て
い

る
点
で
不
当
で
あ
る
、
と
し
て
批
判
し
、
結
論
と
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア

プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
。
こ
れ
に
対
し
③
の
立
場
を
支
持
す
る
代
表
的
な

（35）

見
解
と
し
て
S
呂
C
の
も
の
が
あ
る
。
彼
は
ま
ず
前
提
と
し
て
、
D
I
D
の

各
人
格
を
人
間
の
多
面
性
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
そ

の
上
で
、
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
D
I
D
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
判
断
す
る
三
つ
の
判

断
方
法
の
う
ち
、
ど
れ
が
最
も
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
①
の
立
場
に
関

し
て
は
、
結
論
か
ら
言
う
と
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

（36）

考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
精
神
医
学
界
に
お
い
て
は
、
D
I
D
患
者
を

し
て
複
数
の
個
人
の
集
合
体
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本

件
裁
判
所
も
判
決
文
の
中
で
、
「
人
格
が
交
代
す
る
ご
と
に
別
個
の
個
人

が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
個
の
個
人
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
」

と
述
べ
、
こ
の
考
え
方
を
採
用
し
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
で
は
、

①
の
立
場
を
否
定
し
、
各
人
格
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
人
間
と
は
捉
え
な
い

立
場
に
立
脚
す
る
と
し
た
場
合
、
②
と
③
い
ず
れ
の
判
断
方
法
を
採
用
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
判
断
に
関
し
て
も
、
ま
ず
精
神
医
学
的
知
見
を

確
認
し
、
そ
れ
に
沿
っ
た
法
的
判
断
を
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

D
：
D
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
の
判
断
に
関
し
て
言
え
ば
、
主
人

格
・
副
人
格
の
い
ず
れ
を
中
心
に
据
え
、
刑
事
責
任
を
判
断
す
べ
き
か
、

と
い
う
問
題
に
関
し
て
で
あ
る
。
筆
者
自
身
は
、
法
的
判
断
の
前
提
と
し

て
の
科
学
的
知
見
を
重
視
す
べ
き
と
の
立
場
か
ら
、
結
論
と
し
て
主
人
格

に
着
目
し
た
刑
事
責
任
判
断
、
す
な
わ
ち
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
、
D
：
D
患
者
を
一
個
の
個

人
と
し
て
見
た
場
合
、
副
人
格
と
は
て
ん
か
ん
の
腰
臆
状
態
や
病
的
酷
訂

状
態
と
比
較
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
通
常
行

為
を
統
御
し
て
い
る
意
識
が
当
該
行
為
を
認
識
・
制
御
し
得
な
い
場
合
に

刑
事
責
任
能
力
が
一
般
的
に
否
定
さ
れ
る
の
と
同
様
、
主
人
格
が
副
人
格

の
行
為
に
つ
き
認
識
・
制
御
を
な
し
え
な
い
場
合
、
原
則
と
し
て
D
I
D

（37）

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
能
力
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本

件
判
決
に
お
い
て
裁
判
所
は
「
人
格
が
交
代
す
る
ご
と
に
別
個
の
個
人
が

存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
個
の
個
人
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、

そ
の
個
人
の
犯
行
時
の
精
神
状
態
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
責
任
能
力

を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
③
の
判
断
方
法
を
採
用
し
、
そ
の
上
で

被
告
人
の
行
為
時
の
人
格
に
関
し
て
「
被
告
人
が
別
人
格
に
な
っ
た
後
の
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行
動
も
、
強
盗
の
共
謀
に
沿
っ
た
合
目
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
得
る

こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
件
犯
行
当
時
の
被
告
人
の
精
神
状
態
は
…
是
非
弁

別
能
力
及
び
そ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
欠
け
て
い
な
か
っ
た

の
は
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
能
力
が
著
し
く
減
退
す
る
状
態
に
も
至
っ
て

い
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
完
全
責
任
能

力
を
認
め
た
。
し
か
し
、
鼓
判
所
が
③
を
採
用
す
る
た
め
に
提
示
し
た
こ

の
根
拠
は
、
①
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
は
十
分
で
あ
る
が
②
を
否
定
す

る
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
②
も
③
も
、
D
－
D
患
者
を
「
一
個

の
個
人
」
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
一
個
の
個

人
」
　
の
中
で
主
人
格
に
焦
点
を
当
て
そ
の
弁
識
・
制
御
能
力
の
有
無
を
重

視
す
る
か
、
そ
れ
と
も
人
格
の
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
さ
に
行
為
を
支
配

し
て
い
た
人
格
に
焦
点
を
当
て
る
か
で
「
個
人
の
犯
行
時
の
精
神
状
態
」

は
異
な
っ
た
様
態
を
呈
す
る
か
ら
で
あ
る
。
主
人
格
に
焦
点
を
当
て
る
な

ら
ば
、
副
人
格
が
行
っ
た
行
為
に
関
し
て
は
基
本
的
に
弁
識
・
制
御
が
で

き
ず
、
責
任
無
能
力
と
評
価
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
行
為
時
人
格
に
焦
点

を
当
て
る
な
ら
ば
、
当
該
行
為
を
行
っ
た
ま
さ
に
そ
の
人
格
の
弁
識
・
制

御
能
力
に
問
題
が
生
じ
て
い
な
い
限
り
心
神
喪
失
・
耗
弱
は
認
め
ら
れ
な

い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
否
定
し
、
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
来
ま
さ
に
そ
の
人
自
身
と
見
な
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
の
主
人
格
を
ま
っ
た
く
考
慮
せ
ず
、
行
為
時
の
人
格
だ
け
を
取
り

出
し
て
判
断
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
さ
ら
な
る
理
由
付
け
が
要
求
さ
れ

る
。ま

た
、
本
件
判
例
は
副
人
格
が
主
人
格
の
記
憶
や
感
情
を
引
き
継
い
で

行
動
し
て
い
る
こ
と
も
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
根
拠
と
し
て

挙
げ
て
い
る
が
、
私
見
の
立
場
か
ら
す
る
と
こ
れ
も
青
首
し
得
な
い
根
拠

で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
ま
さ
に
「
主
人
格
が
当
該

行
為
を
弁
識
し
制
御
し
得
た
か
」
で
あ
り
、
「
行
為
時
の
人
格
が
如
何
な

る
理
由
に
よ
り
当
該
行
為
に
出
た
か
」
、
す
な
わ
ち
行
為
時
人
格
が
主
人

格
の
記
憶
や
感
情
を
引
き
継
い
で
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
は
な
い

（38）

か
ら
で
あ
る
。
主
人
格
が
当
該
行
為
に
つ
い
て
完
全
に
記
憶
が
な
く
、
弁

識
能
力
を
失
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
本
件
事
案
に
お
い
て
は
、
被
告
人

の
責
任
能
力
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

四
．
結
語

こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
件
判
例
は
責
任
能
力
論
の
分
野

に
お
け
る
新
た
な
議
論
の
可
能
性
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
D
I
D

患
者
た
る
被
告
人
の
責
任
能
力
の
問
題
に
関
す
る
試
論
の
先
進
国
と
い
え

る
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論
の
混
乱
を
見
る
に
、
日
本
に
お
い
て
も
同
じ

よ
う
な
議
論
の
混
乱
が
起
こ
る
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
本
件
判

例
が
採
っ
た
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
判
断
方
法
が
日
本
に
お

い
て
は
定
着
す
る
、
と
断
言
す
る
の
は
時
期
尚
早
で
あ
ろ
う
。
特
に
本
件

事
案
は
、
裁
判
所
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
別
人
格
は
そ
れ
ま
で

の
主
人
格
の
記
憶
や
感
情
を
引
き
継
い
で
行
動
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
っ
て
、
主
人
格
か
ら
別
人
格
の
方
向
に
は
人
格
の
連
続
性
が
あ
る

（
の
で
あ
り
）
…
典
型
的
な
解
離
性
同
一
性
障
害
で
は
な
い
」
。
副
人
格
が
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刑

独
自
の
意
思
決
定
で
行
為
に
出
た
場
合
に
も
、
裁
判
所
が
個
別
人
格
ア
プ

ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
立
場
を
維
持
し
う
る
か
は
不
透
明
で
あ
る
。
何
よ
り

D
－
D
に
関
し
て
は
、
法
的
判
断
を
行
う
前
提
と
な
る
精
神
医
学
的
事
実

に
関
し
て
も
議
論
が
定
ま
っ
て
い
な
い
部
分
が
多
い
。
ま
ず
第
一
に
精
神

医
学
界
が
そ
の
知
見
を
確
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
本
判
例
は
U
l
D
を
刑
事
責
任
を
判
断
す
る
際
の
資
料
の

一
つ
と
し
て
採
用
し
た
、
と
い
う
点
に
お
い
て
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
。
精
神
医
学
界
に
お
い
て
、
D
I
D
は
一
時
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な

疾
患
と
し
て
の
扱
い
を
脱
し
、
精
神
疾
患
単
位
の
一
つ
と
し
て
安
定
し
た

地
位
を
確
立
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
今
後
司
法
の
場
に

お
い
て
も
、
D
I
D
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
判
断
す
る
裁
判
が

さ
ら
に
行
わ
れ
る
こ
七
も
予
想
さ
れ
る
。
今
後
の
動
向
を
見
守
り
た
い
。

（
1
）
　
本
判
例
は
現
在
の
と
I
j
ろ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
裁
判
所
の
判
例
検
索

シ
ス
テ
ム
で
の
み
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

h
専
‥
＼
、
雲
1
一
く
．
C
O
u
誅
．
帥
○
旨
＼
s
c
日
C
h
こ
h
s
p
0
0
U
O
ざ
c
t
i
O
P
i
d
＝
d
s
p
D
e
邑
－
紆

h
a
日
C
i
S
r
c
F
芥
b
n
＝
0
－
陸
h
ビ
弓
e
i
N
O
－
丑
葬
試
料
h
p
日
e
i
【
b
n
＝
O
u

（
2
）
　
本
件
に
お
け
る
争
点
は
　
【
1
】
強
盗
の
共
謀
の
有
無
【
2
】
責
任
能
力

の
有
無
、
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
　
【
1
】
の
争
点

に
つ
き
、
弁
護
人
が
ど
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
の
か
明
確
で
は
な
い
が
、

文
脈
か
ら
判
断
す
る
に
「
被
告
人
と
他
の
共
犯
者
と
の
間
に
お
い
て
、
被

害
者
に
対
し
暴
行
を
加
え
る
、
と
い
う
共
謀
は
事
前
に
形
成
さ
れ
て
い
た

も
の
の
、
そ
の
上
さ
ら
に
金
銭
を
強
取
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の

事
前
の
共
謀
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
と
恩

（3）（4）

わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
判
決
本
文
中
の
争
点
整
理
の
　
「
弁
護
人
ら
は
、
被
告

人
が
、
B
や
C
ら
と
の
間
で
、
A
　
（
被
害
者
－
筆
者
）
　
に
暴
行
を
加
え
…

る
こ
と
に
つ
い
て
、
事
前
に
共
謀
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
…
と
主
張
す

る
」
と
の
文
言
に
反
す
る
解
釈
で
あ
る
が
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る

被
告
人
の
供
述
等
を
見
る
に
、
弁
護
人
は
事
前
の
共
謀
の
現
場
に
お
い
て

「
被
害
者
に
暴
行
を
加
え
る
」
と
い
う
話
に
な
っ
た
と
い
う
点
に
関
し
て

は
争
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
場
に
お
い
て
「
慰
謝
料
を
取
る
」
と
い
う
話
が

出
た
か
否
か
、
と
い
う
点
を
争
っ
て
お
り
、
裁
判
所
も
、
事
前
に
強
盗
の

共
謀
が
成
立
し
て
い
た
か
否
か
、
と
い
う
点
に
つ
き
判
断
し
て
い
る
、
と

見
る
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
以
後
は
こ
の
見
解
に
沿
っ
て
分
析
を
行
う
。

仮
に
、
最
初
に
共
謀
が
行
わ
れ
た
H
に
お
い
て
は
暴
行
の
共
謀
ま
で
し

か
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
共
同
正
犯
の
錯
誤
の

中
で
も
、
異
な
っ
た
構
成
要
件
間
の
錯
誤
の
問
題
が
生
じ
る
。
こ
れ
を
ど

の
よ
う
に
処
理
す
る
か
に
関
し
て
は
、
（
i
）
重
い
罪
の
共
同
正
犯
が
成

立
し
、
三
八
条
二
項
の
適
用
に
よ
り
軽
い
刑
で
処
断
さ
れ
る
、
と
す
る
立

場
と
　
（
‥
H
）
構
成
要
件
が
重
な
り
合
う
限
度
で
軽
い
罪
に
つ
き
共
同
正
犯

が
成
立
す
る
、
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
こ
れ
に
閑
し
、
最
高
裁
は
　
（
H
u
）

の
立
場
を
採
用
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
　
（
最
決
昭
和
五
四
年
四

月
二
二
日
刑
集
三
三
巻
三
号
一
七
九
頁
【
関
哲
夫
「
共
犯
と
錯
誤
（
二
）
」

芝
原
邦
爾
他
編
r
刑
法
判
例
百
選
I
総
論
【
第
五
版
］
】
（
二
〇
〇
三
・
有

斐
閣
）
一
七
八
頁
】
）
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
本
件
事
案
が
共
同
正
犯
の
異
な

っ
た
構
成
要
件
間
の
錯
誤
の
問
題
と
な
っ
た
場
合
、
被
告
人
に
は
暴
行
罪

の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
川
端
博
「
共
謀
共
同
正
犯
の
意
義
」
芝
原
邦

爾
他
編
r
刑
法
判
例
百
選
I
総
論
［
第
五
版
］
」
　
（
二
〇
〇
三
・
有
斐
閣
）
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一
四
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
5
）
　
大
判
明
治
二
九
年
三
月
三
日
刑
録
二
券
二
〇
頁
等
。

（
6
）
　
従
来
、
裁
判
所
は
共
同
意
思
主
体
説
を
採
用
し
て
き
た
と
さ
れ
て
い
た

が
、
最
判
昭
和
三
三
年
五
月
二
八
日
刑
集
一
二
巻
八
号
一
七
一
八
頁
（
川

端
・
前
掲
注
　
（
4
）
）
　
に
お
い
て
、
間
接
正
犯
類
似
説
を
採
用
し
た
、
と

さ
れ
る
。

（
7
）
　
精
神
医
学
関
係
者
が
診
断
の
手
引
き
と
す
る
高
橋
三
郎
・
大
野
裕
・
染

矢
俊
幸
訳
「
D
S
M
・
葛
・
T
R
柄
神
疾
患
の
診
断
・
統
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
新
訂

版
（
原
書
　
－
　
ゝ
ヨ
賢
c
Q
3
ヽ
童
C
き
ミ
ヽ
訂
ゝ
巳
Q
C
訂
、
訂
5
．
D
i
a
g
ロ
O
S
t
i
c
a
n
d

S
E
i
s
t
i
c
a
－
M
呂
u
a
－
O
へ
M
e
n
邑
D
i
s
O
r
d
c
r
s
F
O
邑
E
d
i
t
i
O
n
T
e
已
謬
v
i
s
i
O
且
」

（
二
〇
〇
四
・
医
学
書
院
）
　
に
お
け
る
D
I
D
の
診
断
基
準
は
次
の
通
り
で

あ
る
。A

．
2
つ
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
、
は
っ
き
り
と
他
と
区
別
さ
れ
る
同
一

性
ま
た
は
人
格
状
態
の
存
在
　
（
そ
の
各
々
は
、
環
境
お
よ
び
自

己
に
つ
い
て
知
覚
し
、
か
か
わ
り
、
思
考
す
る
比
較
的
持
続
す
る

独
自
の
様
式
を
持
っ
て
い
る
）
。

B
．
こ
れ
ら
の
同
一
性
ま
た
は
人
格
状
態
の
少
な
く
と
も
2
つ
が
反
復

的
に
患
者
の
行
動
を
統
制
す
る
。

C
．
重
要
な
個
人
情
報
の
想
起
が
不
能
で
あ
り
、
ふ
つ
う
の
物
忘
れ
で

説
明
で
き
な
い
ほ
ど
強
い
。

D
．
こ
の
障
害
は
、
物
質
（
例
‥
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
時
の
ブ
ラ
ッ
ク
ア

ウ
ト
ま
た
は
混
乱
し
た
行
動
）
　
ま
た
は
他
の
一
般
身
体
疾
患

（
例
‥
複
雑
部
分
発
作
）
　
の
直
接
的
な
生
理
学
的
作
用
に
よ
る
も

の
で
は
な
い
。

（
8
）
　
東
京
地
判
平
成
九
年
四
月
一
四
日
判
時
〓
ハ
〇
九
号
三
頁
。
こ
の
裁
判

（9）（10）

に
お
い
て
被
告
人
に
関
し
、
完
全
責
任
能
力
を
問
い
う
る
人
格
障
害
だ
と

す
る
鑑
定
、
日
日
に
よ
り
買
任
能
力
が
若
干
減
少
し
て
い
た
と
す
る
鑑
定
、

精
神
分
裂
病
（
現
在
は
統
合
失
調
症
）
　
に
よ
り
制
御
能
力
の
減
少
が
あ
っ

た
と
す
る
鑑
定
、
の
三
つ
の
鑑
定
が
提
出
さ
れ
た
が
、
裁
判
所
は
被
告
人

に
関
し
責
任
能
力
の
減
少
を
認
め
る
二
つ
の
鑑
定
を
退
け
、
人
格
障
害
を

認
め
る
鑑
定
の
み
を
採
用
し
、
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
。

ま
た
、
起
訴
前
の
簡
易
鑑
定
の
段
階
で
多
重
人
格
（
D
－
D
）
　
を
理
由
と

し
て
不
起
訴
に
な
っ
た
事
例
が
、
吉
田
司
・
木
村
均
・
上
芝
功
樽
・
仁
ノ

平
肇
「
多
重
人
格
の
一
症
例
　
－
　
簡
易
精
神
鑑
定
事
例
　
－
　
」
矯
正
医
学

四
二
巻
二
九
九
四
）
　
二
九
頁
以
下
に
お
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

本
判
例
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
裁
判
所
の
判
例
検

索
シ
ス
テ
ム
の
み
で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

首
ミ
毛
ぎ
1
篭
．
8
∈
声
g
O
j
p
＼
s
O
2
0
h
＼
j
訂
号
∽
○
べ
邑
○
亡
軒
計
p
ロ
各
已
巴
巨
呂
d
i

S
邑
矢
F
A
－
蹄
訂
5
邑
2
す
Ⅱ
疫
Ⅹ
如
け
巨
5
巨
等
鐘

D
I
D
懐
疑
論
に
関
し
て
は
、
中
谷
陽
二
博
士
が
精
神
医
学
者
の
立
場
か

ら
、
中
谷
陽
二
「
多
重
人
格
に
関
す
る
懐
疑
論
」
精
神
科
治
療
学
一
二
巻

一
〇
号
二
九
九
七
）
一
一
六
九
頁
に
お
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

高
橋
省
吾
「
精
神
鑑
定
と
責
任
能
力
」
小
林
充
＝
香
城
敏
麿
霜
r
刑
事

事
実
認
定
（
上
）
」
　
二
九
九
二
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
杜
）
　
四
五
六
頁
。

前
掲
注
（
7
）
五
〇
六
頁
以
下
。

融
道
男
・
中
根
允
文
・
小
見
山
実
訳
r
H
C
D
・
－
○
　
精
神
お
よ
び
行
動
の

障
害
　
－
　
臨
床
記
述
と
診
断
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
　
ー
　
（
原
書
　
－
　
琶
9
こ
正

和
昌
、
、
－
Q
局
も
芝
旨
、
旨
さ
T
h
c
l
C
D
・
－
O
C
】
a
接
邑
5
c
a
t
i
O
n
O
r
M
e
n
t
a
l
a
n
d

ロ
c
h
P
＜
i
O
u
r
a
】
D
i
s
O
r
d
O
r
S
C
－
i
n
i
c
a
－
D
c
s
c
r
l
p
t
；
n
S
 
a
n
d
D
i
a
望
O
S
t
i
c

Q
E
d
謎
凰
こ
　
二
九
九
三
・
医
学
昏
院
）
一
六
九
頁
。
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（
1
4
）
　
鑑
定
人
同
士
の
間
で
鑑
定
が
分
か
れ
た
場
合
に
ど
の
鑑
定
を
採
用
す
る

か
、
の
判
断
は
、
最
終
的
に
は
裁
判
官
の
判
断
の
権
限
の
範
囲
内
で
あ
る

（
裁
判
官
が
鑑
定
を
採
用
す
る
か
否
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
形
で
採
用
す

る
か
、
等
に
関
す
る
基
準
と
し
て
は
、
高
橋
省
吾
・
前
掲
注
（
1
1
）
　
四
四

八
頁
以
下
、
石
井
一
正
r
刑
事
実
務
証
拠
法
［
第
三
版
］
」
　
（
二
〇
〇
三
・

判
例
タ
イ
ム
ズ
杜
）
　
四
三
七
頁
以
下
等
が
参
考
に
な
る
）
。
し
か
し
、
合

理
的
な
理
由
が
無
い
場
合
に
お
い
て
、
鑑
定
内
容
自
体
の
是
非
を
判
断
す

る
こ
と
は
裁
判
官
の
判
断
権
限
を
越
え
る
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
特
に
複

数
の
鑑
定
人
か
ら
同
じ
鑑
定
が
提
出
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
官
が

合
理
的
な
理
由
な
く
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
5
）
　
安
田
拓
人
「
責
任
能
力
の
判
定
基
準
」
芝
原
邦
爾
他
編
「
刑
法
判
例
百

選
I
総
論
［
第
五
版
］
」
（
二
〇
〇
三
・
有
斐
閣
）
六
五
頁
。

（
1
6
）
　
精
神
医
学
者
の
立
場
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
影
山
任
佐
「
多
重
人

格
の
古
典
と
現
代
的
意
義
　
－
　
も
う
l
つ
の
人
格
は
犯
罪
を
犯
す
か
　
ー
　
」

i
m
a
g
〇
　
四
巻
三
号
（
一
九
九
三
）
　
三
四
頁
以
下
、
中
谷
陽
二
　
「
多
重
人

格
と
犯
罪
　
－
　
米
国
に
お
け
る
最
近
の
動
向
　
－
　
」
臨
床
精
神
医
学
二
五

巻
二
号
（
一
九
九
六
）
　
二
四
七
頁
以
下
、
同
r
精
神
鑑
定
の
事
件
史
　
－

犯
罪
は
何
を
語
る
か
し
　
二
九
九
七
・
中
公
新
昏
）
七
九
頁
以
下
、
中
谷

真
樹
「
Ⅲ
　
各
種
掩
神
疾
患
と
刑
事
精
神
鑑
定
　
－
　
解
離
性
同
一
性
障
害

（
多
重
人
格
）
」
r
司
法
精
神
医
学
第
二
巻
刑
事
事
件
と
精
神
鑑
定
J
（
中
山

書
店
二
一
〇
〇
六
）
一
八
一
頁
以
下
、
等
が
あ
る
。

（
1
7
）
　
上
原
大
祐
「
解
離
性
同
一
性
患
者
の
刑
事
責
任
を
め
ぐ
る
一
考
察
　
－

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論
を
素
材
と
し
て
　
－
　
」
広
島
法
学
二
七
巻
四
号

（
二
〇
〇
四
）
一
八
五
貢
以
下
。

（
1
8
）
　
川
口
浩
一
「
多
重
人
格
と
責
任
能
力
」
犯
罪
と
刑
罰
二
号
（
一
九
九

五
）
九
九
頁
以
下
、
同
「
解
推
性
同
一
性
障
害
（
多
重
人
格
）
と
刑
事
来

任
－
　
わ
が
国
の
事
例
を
中
心
と
し
て
　
ー
」
奈
良
法
学
会
雑
誌
〓
巻

二
号
二
九
九
八
）
一
頁
以
下
。

（
1
9
）
　
野
阪
滋
男
「
精
神
障
害
と
責
任
能
カ
　
ー
　
主
と
し
て
多
重
人
格
障
害
に

つ
い
て
　
－
　
」
r
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
二
巻
刑
法
理
論
の
現

代
的
展
開
」
　
（
二
〇
〇
〇
年
・
成
文
堂
）
　
三
四
一
頁
以
下
。

（
型
　
佐
久
間
修
「
現
代
社
会
と
刑
法
（
一
六
）
補
論
二
）
責
任
能
力
の
判

定
基
準
を
め
ぐ
る
判
例
の
動
向
　
－
　
多
重
人
格
者
に
よ
る
連
続
幼
女
誘

拐
・
殺
人
事
件
を
素
材
と
し
て
　
ー
　
」
季
刊
現
代
賢
察
八
八
号
（
二
〇
〇

〇
）
七
〇
頁
以
下
。

（
2
1
）
　
野
阪
・
前
掲
注
（
1
9
）
　
三
五
三
頁
。

（
2
2
）
　
川
口
・
前
掲
注
　
（
1
8
）
　
「
多
重
人
格
と
貢
任
能
力
」
一
〇
八
頁
。
同

「
解
離
性
同
一
性
障
害
（
多
重
人
格
）
と
刑
事
黄
任
　
－
　
わ
が
国
の
事
例
を

中
心
と
し
て
　
－
　
」
　
二
八
頁
。

（
鬱
　
川
口
・
前
掲
注
（
ぜ
「
多
重
人
格
と
責
任
能
力
」
一
〇
八
頁
。

（
2
4
）
　
川
口
・
前
掲
注
（
1
8
）
　
「
解
牡
性
同
一
性
障
害
（
多
重
人
格
）
と
刑
事

責
任
　
－
　
わ
が
国
の
事
例
を
中
心
と
し
て
　
－
　
」
二
八
頁
。

（
空
　
川
口
・
前
掲
往
（
ほ
）
「
多
重
人
格
と
責
任
能
力
」
一
〇
八
頁
。

（
2
6
）
　
川
口
・
前
掲
注
（
1
8
）
　
「
解
鞋
性
同
一
性
障
害
（
多
重
人
格
）
　
と
刑
事

責
任
　
－
　
わ
が
国
の
事
例
を
中
心
と
し
て
　
－
」
二
八
頁
。

（
2
7
）
　
佐
久
間
・
前
掲
注
（
2
0
）
七
六
頁
。

（
n
。
空
　
ひ
と
く
ち
に
D
H
D
患
者
の
刑
事
黄
任
に
つ
い
て
扱
っ
た
判
例
と
い
っ
て

も
、
そ
の
切
り
口
は
幾
つ
か
に
分
か
れ
る
。
川
口
教
授
が
川
口
・
前
掲
注

（
ほ
）
　
「
多
重
人
格
と
責
任
能
力
」
で
示
さ
れ
た
分
類
に
従
う
と
、
①
行
為

性
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
と
し
て
旨
若
干
9
罫
息
で
貫
；
〓
誉
d
－
○
コ
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（34）（35）（36）

（
－
㌶
N
）
、
⑦
責
任
能
力
の
う
ち
の
生
物
学
的
要
素
に
関
す
る
問
題
に
つ
い

て
扱
っ
た
判
例
と
し
て
h
E
へ
く
．
G
ヽ
q
昌
♪
宗
O
P
．
N
d
g
O
．
（
－
S
e
、
③
責

任
能
力
の
う
ち
の
心
理
学
的
要
素
に
つ
い
て
扱
っ
た
判
例
と
し
て

5
1
ミ
q
3
軋
く
．
短
邑
♪
u
O
－
S
．
P
N
d
∽
巴
．
（
－
岩
山
）
1
g
ゎ
く
．
p
S
遅
・
旨
亀
吋
J
N

F
．
麗
¢
思
．
（
－
㌶
巴
、
④
メ
ン
ズ
・
レ
ア
に
つ
い
て
扱
っ
た
判
例
と
し
て

望
亀
へ
．
く
．
b
3
男
の
N
O
P
．
N
N
P
（
－
豊
e
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
川

口
・
前
掲
注
（
1
8
）
　
「
多
重
人
格
と
貿
任
能
力
」
お
よ
び
拙
稿
・
前
掲
注

（
1
7
）
　
を
参
照
。
本
稿
に
お
い
て
は
本
件
判
例
と
の
関
係
上
、
責
任
能
力

に
限
っ
て
論
じ
る
。

本
件
判
決
文
は
判
例
集
に
は
登
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
b
さ
え
た

和
音
男
T
h
e
M
i
n
d
：
へ
P
l
マ
M
i
－
－
i
的
5
（
－
宗
－
）
［
邦
訳
と
し
て
堀
内
静
子
訳

r
二
四
人
の
ビ
リ
ー
‥
、
、
リ
ガ
ン
　
ー
　
あ
る
多
重
人
格
者
の
記
録
　
－
　
」

（
一
九
九
二
・
早
川
書
房
）
］
　
に
よ
り
、
事
件
お
よ
び
裁
判
の
大
ま
か
な
経

過
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
掲
注
（
2
8
）
　
h
訂
、
向
く
．
9
－
首
h
ざ
ら
慕
訂
崇
ご
こ
ぎ
話
等
。

前
掲
注
（
2
8
）
　
S
ご
こ
ざ
j
・
旨
亀
Ⅳ
「

学
説
の
状
況
に
関
し
て
は
、
詳
細
は
拙
稿
・
前
掲
往
（
け
）
を
参
照
。

S
巴
S
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
多
く
の
論
文
・
文
献
等
を
発
表
し
て
い
る

が
、
そ
の
中
で
も
特
に
旨
訂
＼
b
監
註
♪
l
c
k
y
〓
O
n
t
r
i
a
l
　
－
　
M
u
E
p
l
e

p
c
r
s
O
ロ
a
－
i
q
d
i
s
O
r
d
e
r
紆
C
ユ
m
i
ロ
a
l
L
a
w
雪
c
w
Y
O
r
k
U
n
i
く
O
r
S
i
デ
ー
3
3
を

参
照
し
た
。

Q
零
へ
己
．
∞
M
巴
q
l
a
n
d
l
O
u
ヨ
ロ
a
】
O
へ
C
O
n
t
e
m
p
O
r
P
q
l
s
s
u
e
N
S
L
波
芦

h
F
♪
－
O
S
O
u
t
h
O
m
C
a
】
i
訂
【
ロ
i
a
I
P
t
C
r
d
i
s
c
i
p
－
i
n
a
q
L
a
w
J
O
G
ヨ
a
－
N
コ
．

S
p
ユ
n
g
N
0
0
－
．

詳
細
な
検
討
は
、
拙
稿
前
掲
往
（
1
7
）
　
二
〇
〇
頁
を
参
照
。

詳
細
は
拙
稿
・
前
掲
注
（
1
7
）
　
二
〇
〇
頁
以
下
を
参
照
。

た
だ
し
、
共
謀
を
行
っ
た
の
が
主
人
格
で
あ
り
、
共
謀
に
よ
る
主
人
格

の
意
思
決
定
を
承
継
し
て
副
人
格
が
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
被

告
人
に
完
全
な
貸
任
を
問
う
根
拠
と
は
な
り
得
る
可
能
性
も
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
実
行
行
為
に
出
た
後
に
心
神
喪
失
・
耗
弱
状
態
に
陥
っ
た
被
告
人

に
対
し
完
全
な
責
任
を
問
う
、
い
わ
ゆ
る
実
行
着
手
後
の
責
任
無
能
力
の

議
論
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
実
行
着
手
後
の
責
任
無
能
力
に
つ
い

て
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
な
る
判
例
と
し
て
長
崎
地
判
平
成
四
年
一
月

一
四
日
（
前
田
雅
英
「
実
行
行
為
と
責
任
能
力
」
芝
原
邦
爾
他
編
r
刑
法

判
例
百
選
I
総
論
［
第
五
版
］
」
（
二
〇
〇
三
・
有
斐
閣
）
六
六
頁
）
が
あ

り
、
ま
た
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
扱
っ
た
論
文
と
し
て
、
山
本
光
英
「
実

行
の
着
手
後
の
責
任
無
能
力
　
－
　
所
謂
r
承
紐
的
黄
任
無
能
力
」
　
の
問
題

1
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
（
法
学
研
究
科
）
一
六
号
I
－
二

二
九
八
七
）
、
中
空
霹
雅
「
い
わ
ゆ
る
承
継
的
責
任
無
能
力
に
つ
い
て

〓
）
」
関
東
学
園
大
学
法
学
紀
要
三
号
（
一
九
九
こ
一
三
九
頁
、
林
美

月
子
「
実
行
行
為
途
中
か
ら
の
責
任
無
能
力
」
神
奈
川
法
学
二
八
巻
一
号

（
一
九
九
三
）
　
二
八
三
頁
、
安
田
拓
人
「
判
例
研
究
」
甲
南
法
学
三
七
巻

一
二
一
合
併
号
二
九
九
六
）
七
三
頁
、
神
田
宏
「
原
因
に
お
い
て
自
由

な
行
為
7
　
－
　
実
行
行
為
の
途
中
で
責
任
能
力
に
疑
い
の
生
じ
た
場
合
の

刑
法
的
処
理
に
つ
い
て
　
－
　
」
近
敵
大
学
法
学
四
四
巻
二
号
（
一
九
九
六
）

三
五
頁
、
野
村
稔
「
実
行
着
手
後
に
お
け
る
心
神
喪
失
・
耗
弱
　
－
　
責
任

能
力
に
よ
る
同
時
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
」
研
修
五
八
七
号
二
九

九
七
）
　
三
頁
、
浅
田
和
茂
「
実
行
行
為
開
始
後
の
心
神
喪
失
・
耗
弱
に
つ

い
て
」
r
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
二
巻
刑
法
理
論
の
現
代
的

展
開
」
（
二
〇
〇
〇
・
成
文
堂
）
三
六
一
貫
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、



酎上断判カ
ヒ
レ
リ

ム
H
月任貢の者愚書障性．同性離解2

5

7
一

こ
の
談
論
は
実
行
行
為
途
中
で
心
神
喪
失
・
耗
弱
状
態
に
な
っ
た
と
間
違

い
な
く
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
「
完
全
な
貢
任
を
問
う
」
た
め
の
議
論

で
あ
り
、
行
為
者
の
行
為
時
の
精
神
状
態
に
つ
き
「
完
全
貢
任
能
力
を
認

め
る
」
こ
と
と
は
次
元
を
異
に
す
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
本
件

で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
責
任
能
力
の
有
無
自
体
の
判
断
で
あ
り
、
こ

の
試
論
を
直
接
的
に
通
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
本
件
判
決
が
、

主
人
格
の
意
思
決
定
を
副
人
格
が
承
継
し
た
だ
け
で
あ
る
と
い
う
点
を
指

摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
行
行
為
途
中
か
ら
の
責
任
無
能
力
の
議
論
を
念

流
に
置
い
て
い
た
の
だ
と
し
で
も
、
完
全
な
責
任
を
問
う
こ
と
と
完
全
責

任
能
力
を
認
め
る
こ
と
を
混
同
し
て
い
る
点
に
お
い
て
不
適
切
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
被
告
人
に
対
し
完
全
な
責
任
を
問
う
た
め
に
は
、
ま
ず
行

為
時
点
の
被
告
人
の
責
任
能
力
の
有
無
を
判
断
し
、
そ
の
上
で
「
事
前
の

主
人
格
の
意
思
決
定
を
副
人
格
が
承
継
し
て
行
為
し
た
」
と
い
う
本
件
の

特
殊
性
に
鑑
み
た
処
罰
の
可
否
を
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
る
。

そ
し
て
こ
の
処
罰
の
可
否
の
判
断
の
場
合
に
、
実
行
着
手
後
の
責
任
無
能

力
の
議
論
の
通
用
に
よ
り
完
全
な
責
任
を
問
う
こ
と
が
出
来
る
可
能
性
が

出
て
く
る
。




