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「
法
律
学
的
レ
-
リ
ッ
ク
」
は

何
を
で
き
る
か
?

エ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ

平

　

野

　

敏

　

彦

　

訳

一
　
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
　
-
　
概
観

「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
(
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
R
h
e
t
o
r
i
k
)
」
は
'
今
日
で
は
、

ド
イ
ツ
の
法
律
学
方
法
論
の
内
部
で
の
認
知
さ
れ
た
立
場
の
1
つ
で
あ
る
。

(

'

・

>

し
か
も
実
践
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
法
律
学
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
(
i
u
r
i
s
t
i
-

1
,
こ

s
c
h
e
H
e
r
m
e
n
e
u
t
i
k
)
や
討
議
倫
理
学
(
D
i
s
k
u
r
s
e
t
h
i
k
)
な
ど
の
ラ
イ
バ

ル
を
大
き
-
引
き
離
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
へ

と
り
わ
け
、
フ
リ
チ
ョ
フ
・
パ
フ
ト
流
の
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
に

m
瓦

対
し
て
あ
て
は
ま
る
。
パ
フ
ト
は
自
分
の
書
い
た
刑
法
の
教
科
書
や
~
学
習

手
引
書
で
こ
の
方
法
を
提
案
し
、
練
り
上
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。
パ
フ
ト

以
外
の
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
の
主
張
者
た
ち
は
、
む
し
ろ
哲
学
に

<

・

*

)
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)

接
近
し
た
り
、
T
般
レ
ト
リ
ッ
ク
研
究
に
寄
り
か
か
っ
た
り
し
て
き
た
.

っ
い
に
は
'
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
　
ー
　
解
釈
・
根
拠
づ
け
・
包
摂
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
下
に
、
様
々
な
研
究
方
向
の
綜
合
を
提
示
し
た
の
が
、

m

ヴ
オ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ガ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
「
法
律
学
的
議
論

(
7
)

法
論
(
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
A
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
l
e
h
r
e
)
」
も
法
発
見
過
程
に
お
け
る

解
釈
・
根
拠
づ
け
・
包
摂
の
意
義
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
受
け
と
め
て
お

り
、
現
代
の
科
学
論
(
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
s
t
h
e
o
r
i
e
)
や
論
理
学
、
さ
ら
に
哲
学

的
討
議
理
論
(
D
i
s
k
u
r
s
t
h
e
o
r
i
e
)
と
い
っ
た
周
辺
分
野
か
ら
の
提
案
を
通

o
:

じ
て
、
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
を
補
充
し
て
い
る
。
「
法
律
学
的
議
論

法
論
」
　
の
多
-
の
論
者
は
'
理
論
面
の
検
討
に
か
な
り
の
精
力
を
つ
ぎ
込

ん
で
い
る
が
、
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
時
と
し
て
、
法
実
務
面
で
の
成
果

は
そ
れ
ほ
ど
多
-
な
い
よ
う
な
印
象
を
感
じ
る
。

二
　
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
　
の
課
題

以
上
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
、
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
が
基
礎

法
学
(
r
e
c
h
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
f
o
r
s
c
h
u
n
g
)
の
1
部
門
と

し
て
伝
統
的
に
扱
っ
て
い
る
問
題
に
ま
で
立
ち
返
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と

が
有
益
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
公
判
そ
の
他
の
活
動
の
場
に
お
け
る
口
頭
弁
論
の
訓
練

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
o
世
間
1
般
の
人
が
も
っ
て
い
る
「
レ
ト
リ
ッ

ク
」
の
観
念
に
最
も
よ
-
合
致
す
る
の
は
'
お
そ
ら
-
こ
の
課
題
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
の
主
張
者
た
ち
も
繰

l
i
.
,

り
返
し
語
っ
て
い
る
L
へ
多
-
の
有
用
な
提
案
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
法
律
学
的
決
定
の
質
は
へ
　
そ
の
決
定
が
耳
に
快
い
言
葉
で
語
ら

れ
る
か
ど
う
か
に
だ
け
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
落

と
し
て
は
な
ら
な
い
。
論
拠
が
明
確
で
、
論
拠
の
筋
を
あ
と
か
ら
た
ど
る



4

Ifi2郵599
日
1早1巻91学汰島広

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
法
廷
で
の
成
功
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

レ
ト
リ
ッ
ク
の
使
い
手
と
し
て
ふ
る
ま
い
す
ぎ
る
と
、
そ
の
気
が
な
-
と

も
滑
稽
な
感
じ
を
も
た
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
を
お
か
す
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
'
世
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
経
験
豊
か
な
実
務
家
」
は
、
そ

ん
な
人
間
の
言
う
こ
と
な
ど
ま
じ
め
に
取
り
合
っ
て
-
れ
な
い
の
で
あ
る
。

法
律
学
的
問
題
と
決
定
の
根
拠
づ
け
の
分
析
が
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ

ク
」
の
第
二
の
可
能
な
適
用
の
場
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
必
要
な

こ
と
は
'
処
理
す
べ
き
事
案
を
、
順
番
に
処
理
で
き
る
よ
う
な
個
別
問
題

(S)

に
分
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
判
決
や
そ
の
他
の
言
明
の
根
拠
づ
け
の
た
め

に
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
個
々
の
論
拠
を
区
別
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、

そ
の
説
得
力
を
調
べ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
パ
フ
ト
は
'
こ
う
い
う
進

3
)

め
方
の
た
め
に
「
構
造
思
考
」
と
い
う
名
称
を
提
案
し
て
い
る
。
法
と
法

(
1
2
)

律
へ
の
拘
束
(
基
本
法
第
二
〇
条
)
を
満
た
す
た
め
に
へ
　
い
っ
さ
い
の
裁
判

官
の
判
決
は
原
則
的
に
清
輝
的
構
造
、
す
な
わ
ち
「
X
を
な
し
た
者
は
処

罰
さ
れ
る
㍗
A
は
Ⅹ
を
な
し
た
。
故
に
、
A
は
処
罰
さ
れ
る
。
」
と
い
う
構

(
1
3
)

造
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

*
基
本
法
第
二
〇
条
(
国
家
秩
序
の
基
礎
、
抵
抗
権
)
③
　
立
法
は
、

憲
法
的
秩
序
に
拘
束
さ
れ
、
執
行
権
及
び
司
法
は
、
法
律
及
び
法

(
G
e
s
e
t
z
u
n
d
R
e
c
h
t
)
　
に
拘
束
さ
れ
る
。

疑
わ
し
い
個
別
事
例
を
包
摂
す
る
と
き
に
よ
-
あ
る
こ
と
だ
が
、
少
な

か
ら
ぬ
問
題
が
生
じ
る
。
は
た
し
て
へ
A
が
な
し
た
こ
と
を
事
実
上
当
該

の
法
規
範
の
構
成
要
件
の
下
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
問

い
に
答
え
る
た
め
に
は
t
 
A
の
所
為
を
調
べ
、
そ
の
所
為
が
、
従
来
問
題

fet

が
な
い
も
の
と
し
て
規
範
の
下
に
包
摂
さ
れ
た
事
例
(
つ
ま
り
'
「
通
常
事
例
」
)

と
十
分
に
類
似
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

a

の
類
似
性
比
較
こ
そ
、
法
適
用
過
程
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
包
摂

が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
た
し
か
に
そ
の
時
々
に
適
用
さ

る
べ
き
制
定
法
規
範
の
文
言
を
通
じ
て
予
め
規
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、
法
適
用
者
の
評
価
か
ら
も
強
い
影
響
を
受
け
る
。
だ
か

(
3
)

ら
'
法
的
決
定
は
'
原
則
的
に
は
'
唯
一
絶
対
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
法
律
家
と
し
て
実
務
の
場
で
の
実
効
性
を
ね
ら
う
の

で
凍
れ
ば
、
決
定
を
下
す
際
に
は
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
従
っ
て
お
い
た

ほ
う
が
い
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
へ
　
彼
の
判
決
は
せ
い
ぜ
い
次
の
審
級
ま
で

し
か
持
ち
こ
た
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
ざ
っ
と
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
'
実
務
に
関
連

づ
け
ら
れ
た
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
　
に
と
っ
て
'
古
典
的
レ
ト
リ
ッ

ク
で
は
必
修
扱
い
さ
れ
る
課
題
、
た
と
え
ば
、
弁
論
の
あ
や
の
分
析
や
耳

に
快
い
ラ
テ
ン
語
の
名
称
を
つ
け
る
こ
と
な
ど
は
、
単
な
る
二
次
的
意
義

し
か
も
た
な
い
。
歴
史
的
な
研
究
も
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
間
接
的
な
利

(
S

益
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
の
代
わ
り
に
へ
　
法
問
題
と
法
律
学
的
決

定
根
拠
づ
け
の
分
析
が
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
の
中
心
的
位
置
を
占

め
る
。
だ
か
ら
、
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
の
代
わ
り
に
へ
　
「
法
律
学
的

議
論
法
理
論
(
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
A
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
t
h
e
o
r
i
e
)
」
と
言
っ
て
も
か

1
ド
l

ま
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
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三

一

つ

の

実

際

例

以
下
に
お
い
て
、
前
述
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ

ク
」
は
何
を
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
実
際
に
起
こ
っ
た
一
つ
の
事
件
に
即

(
3
)

し
て
テ
ス
ト
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

-
　
「
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
脳
死
妊
婦
事
件
」

一
九
九
二
年
一
〇
月
、
重
傷
を
負
っ
た
若
い
女
性
が
無
意
識
の
ま
ま
エ

ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
病
院
に
運
び
込
ま
れ
た
。
彼
女
は
妊
娠
一
五
過
で
あ
っ

怒
.
そ
の
女
性
に
は
、
臓
器
機
能
を
安
定
さ
せ
る
べ
-
種
々
の
生
命
維
持

装
置
が
接
続
さ
れ
た
が
、
ま
も
な
-
し
て
'
医
師
は
そ
の
女
性
の
脳
発
を

確
認
し
た
。
け
れ
ど
も
へ
　
胎
児
(
L
e
i
b
e
s
f
r
u
c
h
t
)
を
助
け
る
た
め
に
へ
　
生

命
維
持
装
置
は
止
め
ら
れ
ず
、
二
月
中
旬
に
自
然
流
産
が
起
こ
る
ま
で

ず
っ
と
動
か
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
「
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
脳
死
妊
婦
事
件

(
E
ユ
a
n
g
e
r
S
c
h
w
a
n
g
e
r
s
c
h
a
f
t
s
f
a
l
l
)
」
は
ド
イ
ツ
の
一
般
大
衆
の
間
に
大

き
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
。
と
り
わ
け
、
こ
こ
で
の
中
心

問
題
は
、
妊
娠
を
維
持
す
べ
L
と
い
う
法
的
義
務
が
存
在
し
た
の
か
ど
う

か
、
そ
し
て
ま
た
、
医
師
が
女
性
の
死
の
直
後
に
生
命
維
持
装
置
の
ス
イ

ッ
チ
を
切
っ
た
と
仮
定
し
た
場
合
へ
　
そ
の
医
師
は
刑
法
第
二
t
八
条
の
妊

娠
中
絶
罪
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

問
い
に
対
す
る
答
え
は
'
法
律
の
意
味
に
お
け
る
「
妊
娠
」
が
そ
も
そ
も

存
在
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
'
決
定
的
に

'

蝣

'

^

.

)

か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

*
刑
法
第
二
一
八
条
(
妊
娠
中
絶
)
①
　
妊
娠
中
絶
を
行
っ
た
者
は
'

三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
。

2
　
「
構
造
思
考
」
　
の
役
割

ま
ず
最
初
に
'
問
題
の
構
造
化
へ
　
す
な
わ
ち
へ
問
題
を
取
り
扱
い
可
能

な
個
別
問
題
へ
と
分
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
大
学
病
院
に
運
び
込

ま
れ
た
時
点
で
は
、
妊
娠
は
疑
い
も
な
-
存
在
し
て
い
た
。
母
親
が
無
意

識
で
あ
っ
た
と
し
て
も
へ
　
そ
の
点
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
前
述
の
事
例

説
明
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
'
生
命
維
持
装
置
が
止
め
ら
れ
た
の
は
'
女
性

の
脳
死
の
後
で
あ
っ
た
。
脳
死
の
開
始
を
も
っ
て
、
人
間
は
「
死
ん
だ
」

a

と
み
な
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
刑
法
第
二
一
八
条
の
意
味
に
お
け
る
「
妊

娠
」
が
、
母
親
が
死
ん
だ
場
合
で
も
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
が

(
2
2
)

立
て
ら
れ
る
。
古
典
的
な
解
釈
の
諸
ト
ポ
ス
、
す
な
わ
ち
へ
適
用
さ
る
べ

き
規
範
の
文
言
の
研
究
〔
文
理
解
釈
)
、
法
律
の
体
系
連
関
の
分
析
〔
論
理

解
釈
〕
、
立
法
者
の
意
図
の
掛
酌
〔
歴
史
的
解
釈
〕
で
は
、
こ
の
場
合
に
は
'

こ
れ
以
上
先
に
進
め
な
い
の
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
胎
児
の
保

護
が
法
律
の
意
味
と
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
第
二
一
八
条
は
エ
ア
ラ
ン

ゲ
ン
脳
死
妊
婦
事
件
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
n
n
的
論
的
解
釈
)

と
論
じ
る
-
ら
い
が
関
の
山
で
あ
ろ
う
。
だ
が
へ
　
こ
の
論
拠
は
必
ず
し
も

人
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
い
っ
た
い
だ
れ
が
「
法
律
の
意
味
と

目
的
」
を
確
定
す
る
の
か
。
ま
た
、
こ
の
ト
ポ
ス
が
精
確
な
意
味
で
何
を

言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
も
明
確
で
な
い
。
法
律
の
「
意
味
と
目
的
」
は
、

立
法
者
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
る
場
合
も
あ
れ
ば
'
法
律
の
適
用
者
を
通

じ
て
明
ら
か
に
な
る
場
合
も
あ
る
o
前
者
の
場
合
は
、
目
的
論
的
解
釈
方
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法
は
歴
史
的
解
釈
方
法
と
同
一
で
あ
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
'
法
適
用

者
の
意
図
の
法
律
へ
の
投
影
、
し
た
が
っ
て
結
局
は
論
点
先
取
の
虚
偽

(
p
e
t
i
t
i
o
p
r
i
n
c
i
p
i
i
)
が
問
題
と
な
る
。

3
　
「
通
常
事
例
方
法
」
と
持
ち
出
さ
れ
た
諸
視
点
の
衡
量

エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
事
件
が
妊
娠
の
「
通
常
事
例
」
　
に
対
し
て
も
っ
て
い
る

偏
差
は
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
偏
差
が
大
き
-
て
、
「
妊
娠
」
と
い

う
表
現
の
下
へ
の
、
し
た
が
っ
て
刑
法
第
二
i
八
条
の
下
へ
の
包
摂
が
拒

否
さ
れ
る
べ
き
ほ
ど
で
あ
る
の
か
ど
う
か
が
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
が
'
そ
の
た
め
に
、
ま
っ
た
-
異
な
っ
た
視
点
を
持
ち
出
す
こ
と

が
で
き
る
。

ま
ず
最
初
に
考
え
つ
-
の
は
'
未
出
生
児
(
U
n
g
e
b
o
r
e
n
e
)
の
生
命
の
保

護
で
あ
る
。
今
日
ド
イ
ツ
の
法
学
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
争
い
の
な
い
見
解

に
よ
る
と
、
す
で
に
胎
児
(
N
a
s
c
i
t
u
r
n
s
)
も
人
間
の
尊
厳
と
生
存
権
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
つ
い
二
、
三
か

(
2
3
)

月
前
に
こ
の
見
解
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ
は
へ
エ
ア
ラ
ン

ゲ
ン
脳
死
妊
婦
事
件
に
お
け
る
腫
(
E
m
b
r
y
o
)
　
〔
歴
子
〕
が
独
立
し
た
生
存

権
を
有
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
だ
け
で
な
-
、
刑
法
第
二
1
八
条
の
意
味

に
お
け
る
「
妊
娠
」
を
定
義
す
る
場
合
に
も
、
「
生
存
権
」
と
い
う
ト
ポ
ス

が
決
定
的
な
役
割
を
も
つ
と
い
う
主
張
を
支
持
す
る
論
拠
と
な
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
エ
ア
ラ
ン
グ
ン
事
件
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
事
実
状
況

は
、
妊
娠
の
「
通
常
事
例
」
と
た
だ
ち
に
等
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
.し

か
し
、
こ
の
論
拠
は
唯
一
絶
対
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
特
に
'
母

親
の
利
害
が
、
未
出
生
の
子
供
の
生
命
の
保
護
の
ず
っ
と
背
後
に
後
退
さ

(S)

せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
死
者
の
尊
厳
は
母
親
の
死
体
を
「
保
育
器
」

と
し
て
み
だ
り
に
利
用
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
だ
と
い
う
論
じ
方
も
可

能
で
あ
り
'
そ
れ
故
、
妊
娠
の
存
在
は
否
定
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
結

果
、
生
命
維
持
装
置
を
止
め
る
行
為
は
処
罰
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
れ
に
対
す
る
反
対
意
見
と
し
て
、
「
尊
厳
」
は
は
な
は
だ
し
-
拡

l
'
-
;
>

張
で
き
る
概
念
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
お
ま
け
に
へ
　
死
者

の
尊
厳
が
　
(
技
術
的
意
味
に
お
け
る
)
人
為
的
な
妊
娠
状
態
の
継
続
処
置
に

ょ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
-
説
得
力
に
欠
け
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
へ
　
死
者
へ
の
敬
意
は
、
胎
児
を
助
け
る
た
め

に
可
能
な
処
置
を
す
べ
て
や
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
命
ず
る
の
だ
と
い

う
見
解
を
と
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。
こ
う
い
う
状
況
で
は
、
法
適
用
者

に
残
さ
れ
て
い
る
途
は
'
ど
ち
ら
か
の
意
味
で
決
定
す
る
こ
と
し
か
な
い
。

(
8
)

妊
娠
の
存
在
を
肯
定
す
る
場
合
で
も
'
医
療
行
為
の
中
断
が
処
罰
さ
れ

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
結
論
は
出
て
い
な
い
。
た
し
か
に
へ
　
妊

娠
中
絶
が
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
を
も
っ
て
刑
法
第
二
1
八
条
の
構
成
要

件
が
満
た
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
行
為
を

処
罰
す
る
前
提
と
し
て
は
、
さ
ら
に
生
命
維
持
装
置
を
止
め
る
こ
と
が
違

法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
る
。
何
ら
か
の
正
当
化
事
由
〔
違
法
性
阻

却
事
由
〕
が
あ
れ
ば
、
違
法
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

(S)

特
に
、
刑
法
第
三
四
条
の
い
わ
ゆ
る
正
当
な
緊
急
避
難
を
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
要
件
は
、
特
に
当
該
の
法
益
と
問
題
に
な
っ
て
い
る
そ
の
他
の
利
益

t'/'l

と
の
問
の
衡
量
で
あ
る
。
こ
の
衡
量
は
'
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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*
刑
法
第
三
四
条
(
正
当
な
緊
急
避
難
)
　
生
命
、
身
体
、
自
由
、
名

誉
、
財
産
又
は
そ
の
他
の
法
益
に
対
し
他
に
避
け
る
方
法
の
な
い
現
在

の
危
難
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
'
自
己
又
は
他
人
の
危
難
を
避
け
る

た
め
に
行
為
を
行
っ
た
者
は
、
対
立
す
る
利
益
、
特
に
当
該
法
益
と
そ

れ
を
脅
か
し
て
い
る
危
険
の
程
度
と
の
衡
量
を
な
し
へ
保
護
さ
れ
た
利

益
が
侵
害
さ
れ
た
利
益
を
著
し
く
超
え
て
い
る
と
き
は
、
違
法
に
行
為

を
し
た
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
行
為
が
、
危
難
を
避
け

る
た
め
に
相
当
な
手
段
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

ま
ず
第
一
に
へ
　
対
立
し
て
い
る
法
益
が
ど
れ
と
ど
れ
か
を
調
べ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
o
対
立
し
て
い
る
の
は
、
未
出
生
の
生
命
と
死
亡
者
の
死
後

s

の
人
格
権
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
法
益
を
衡
量
し
た
場
合
へ
未
出
生
の
生

命
の
ほ
う
が
ま
ざ
れ
も
な
-
価
値
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共

和
国
の
判
例
と
学
説
の
見
解
に
よ
る
と
'
「
生
命
」
と
い
う
法
益
に
は
'
常

s

に
最
高
の
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
な
る
ほ
ど
妊
娠

の
人
為
的
延
長
に
よ
っ
て
へ
　
死
体
が
「
出
産
マ
シ
ー
ン
」
と
し
て
利
用
さ

れ
た
の
で
は
あ
っ
た
が
'
こ
れ
は
た
だ
時
間
的
に
〓
疋
の
期
限
付
き
で
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
子
供
の
死

亡
は
回
復
不
能
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
益
の
衡
量
は
、
直
ち

に
、
子
供
の
利
益
が
優
位
す
る
と
い
う
主
張
を
支
持
す
る
論
拠
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
刑
法
第
三
四
条
は
、
当
該
の
法
益
を
超
え
て
な
お
そ
れ
以

外
の
視
点
の
掛
酌
を
も
要
求
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
ま
ず
第
一
に
注
意

さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
死
者
も
ま
た
な
お
あ
る
一
定
の
法
的
保
護
を
享
受

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
、
死
体
か
ら
い
き

な
り
臓
器
を
摘
出
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
死
ん
だ
人
間
の
身
体

が
無
制
限
の
社
会
的
義
務
を
も
つ
と
い
う
考
え
は
'
私
た
ち
ド
イ
ツ
の
法

秩
序
と
は
無
縁
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
死
亡
者
が
生
存
中
に
臓
器
移
植
を
承

諾
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
承
諾
が
な
い
と
き
に
は
、
少
な
く

と
も
親
族
が
同
意
を
表
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
死
亡
者

が
臓
器
摘
出
に
反
対
の
意
思
を
明
示
的
に
表
明
し
て
い
た
場
合
妃
は
、
親

族
の
同
意
で
は
足
り
な
い
。

エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
事
件
に
お
い
て
、
た
し
か
に
死
者
の
臓
器
は
摘
出
さ
れ

s

な
か
っ
た
が
、
身
体
全
体
が
圧
の
た
め
に
「
道
具
扱
い
を
受
け
た
」
の
で

あ
る
。
あ
る
〓
疋
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
状
況
は
「
全
身
移
植
」
に
類

似
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
'
エ
ア
ラ
ン
グ
ン
事
件
に
お
い
て
も
'
死
亡

者
の
意
思
を
顧
慮
す
る
と
い
う
主
張
を
支
持
す
る
論
拠
と
な
る
。
こ
の
場

合
、
問
題
的
な
の
は
、
自
分
が
死
ん
だ
場
合
に
子
供
を
ど
う
処
置
す
る
べ

き
か
に
つ
い
て
へ
　
そ
の
女
性
の
明
示
的
な
態
度
決
定
が
存
在
し
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
適
切
な
時
機
に
状
況
が
知
ら
さ
れ
て
い
た
な
ら

ば
へ
　
死
者
が
何
を
欲
し
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
は

で
き
る
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
法
律
家
は
へ
　
そ
の
限
り
に
お
い
て
'
あ
る
人

の
「
推
定
的
意
思
(
m
u
t
m
a
B
l
i
c
h
e
W
i
l
l
e
)
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
O

エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
事
件
に
お
い
て
、
子
供
を
助
け
る
た
め
に
は
'
死
者
は
人

為
的
な
妊
娠
状
態
の
継
続
処
置
を
了
承
し
た
だ
ろ
う
と
示
唆
す
る
も
の
は

∴
,
∵

多
い
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
よ
り
_
一
般
的
な
考
え
方
も
、
こ
う
い
う
主
張

を
支
持
す
る
論
拠
と
な
る
。
す
な
わ
ち
へ
自
分
が
死
亡
し
た
場
合
へ
臓
器

を
重
症
患
者
の
た
め
に
進
ん
で
提
供
す
る
と
い
う
人
々
が
少
な
か
ら
ず
存
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在
し
、
あ
か
の
他
人
で
は
な
-
、
自
分
自
身
の
子
供
が
そ
の
提
供
を
差
し

迫
っ
て
頼
り
に
し
て
い
る
場
合
に
は
、
な
お
さ
ら
こ
う
言
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

最
後
に
'
こ
こ
で
も
う
l
つ
の
ト
ポ
ス
を
封
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
子
供
の
助
か
る
見
込
み
で
あ
る
。
未
出
生
の
子
供
が

無
事
に
成
長
す
る
見
込
み
が
ご
-
小
さ
い
と
い
う
こ
と
が
初
め
か
ら
は
っ

き
り
し
て
い
た
と
す
れ
ば
'
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
病
院
の
医
師
の
処
置
は

医
学
的
〔
人
体
〕
実
験
の
性
格
を
帯
び
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
よ

う
な
場
合
へ
　
母
親
の
同
意
を
依
然
と
し
て
想
定
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
き

わ
め
て
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
他
方
へ
基
本
法
の
妥
当
領
域
に
お
い
て
、

健
常
者
で
あ
る
か
障
害
者
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
'
ま
た
出
生
直
後
か

瀕
死
の
状
態
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
さ
い
の
人
間
の
生
命
は
等

<S)

し
い
価
値
を
も
つ
と
論
じ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
の

助
か
る
見
込
み
と
い
う
こ
と
を
と
り
た
て
て
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

持
ち
出
さ
れ
た
複
数
の
ト
ポ
ス
の
中
に
は
'
い
ず
れ
か
の
意
味
で
決
定

さ
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
お
ま
け
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ト
ポ
ス
は
互
い
に
相
入
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
も
異
な
っ
た
利
害
の
間
の
衡
量
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ

に
こ
の
点
で
'
法
適
用
に
お
け
る
評
価
的
要
素
が
き
わ
め
て
明
瞭
に
な
っ

て
-
る
。
衡
量
の
手
続
は
、
従
来
へ
精
確
な
分
析
の
対
象
に
は
な
ら
な
か

/lf:)

っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
'
異
な
っ
た
視
点
の
重
要
度
を
は
か
る
場
合
へ

下
さ
れ
た
決
定
が
少
な
-
と
も
合
意
能
力
を
も
つ
か
ど
う
か
に
注
意
を
払

う
こ
と
が
'
目
的
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
私
自
身
の
見
解
で
は
、

O
S

特
に
母
親
の
意
思
と
子
供
の
助
か
る
見
込
み
が
重
要
で
あ
る
。
エ
ア
ラ
ン

ゲ
ン
事
件
に
お
い
て
、
死
者
の
推
定
的
意
思
は
子
供
を
助
け
る
措
置
を
実

施
す
る
と
い
う
主
張
を
支
持
す
る
論
拠
と
な
り
、
か
つ
、
こ
れ
と
い
っ
た

医
師
の
責
任
阻
却
事
由
も
な
い
の
で
、
生
命
維
持
装
置
を
止
め
た
と
す
れ

ば
、
刑
法
第
二
一
八
条
に
よ
る
処
罰
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。

母
親
が
人
為
的
な
妊
娠
状
態
の
継
続
処
置
に
明
示
的
に
反
対
し
て
い
た
か
、

あ
る
い
は
少
な
-
と
も
反
対
し
て
い
た
と
い
う
推
定
的
意
思
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
に
の
み
、
別
の
決
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

四
　
事
件
例
の
分
析

方
法
論
に
と
っ
て
'
特
に
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
に
と
っ
て
'
前

述
の
解
決
の
あ
ら
ま
し
か
ら
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

(
3
7
)

法
発
見
は
制
定
法
規
範
か
ら
の
純
粋
の
清
輝
的
過
程
で
は
な
い
。
た
し

S
)

か
に
、
法
適
用
過
程
は
原
則
的
に
は
三
段
論
法
と
い
う
論
理
的
形
式
を
も

っ
て
い
る
が
、
法
律
学
的
決
定
の
本
質
的
な
む
ず
か
し
さ
は
論
理
学
的
考

慮
に
あ
る
の
で
は
な
-
、
処
理
す
べ
き
事
態
を
法
律
に
包
摂
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
際
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
エ
ア

ラ
ン
ゲ
ン
脳
死
妊
婦
事
件
に
お
い
て
は
'
ま
ず
第
7
に
、
生
命
維
持
装
置

を
止
め
る
こ
と
が
刑
法
第
二
一
八
条
の
意
味
に
お
け
る
「
妊
娠
中
絶
」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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s

包
摂
の
中
心
的
要
素
は
、
問
題
な
-
規
範
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
「
通
常
事
例
」
と
'
決
定
を
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
事
態
と
の
間
の
類

似
性
比
較
で
あ
る
。
こ
の
比
較
を
行
う
た
め
に
へ
　
決
定
に
直
接
関
連
す
る

多
-
の
視
点
(
複
数
の
ト
ポ
ス
)
が
掛
酌
さ
れ
へ
　
互
い
に
衡
量
さ
れ
る
.
-
こ

れ
は
正
確
な
論
理
的
分
析
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
手
続
で
あ
る
。
エ
ア
ラ

ン
ゲ
ン
事
件
に
お
い
て
は
'
妊
娠
の
存
在
に
つ
い
て
決
定
す
る
際
に
'
特

に
規
範
の
文
言
へ
刑
法
第
二
i
八
条
の
目
的
、
す
な
わ
ち
未
出
生
の
生
命

の
保
護
、
そ
し
て
死
者
の
尊
厳
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
構
成
要
件
該
当
性
の
検
討
段
階
だ
け
で
な
-
'
他
の
刑
法
上

の
検
討
段
階
で
も
ま
た
、
異
な
っ
た
視
点
の
衡
量
に
決
定
的
な
重
要
性
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
刑
法
第
三
四
条
の
正
当
な
緊
急

避
難
で
は
、
法
益
衡
量
と
利
益
衡
量
が
明
文
上
は
っ
き
り
と
命
じ
ら
れ
て

さ
え
い
る
。
そ
の
種
の
衡
量
手
続
の
と
こ
ろ
で
へ
　
レ
ト
リ
ッ
ク
は
そ
の
古

典
的
な
応
用
領
域
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
脳

死
妊
婦
事
件
に
お
い
て
利
用
さ
れ
た
多
-
の
ト
ポ
ス
は
'
他
の
法
問
題
の

(
8
)

場
合
に
も
出
現
す
る
。
こ
の
点
で
'
す
で
に
二
〇
年
前
に
シ
ュ
ト
ル
ク
が

提
案
し
た
よ
う
な
ト
ポ
ス
の
カ
タ
ロ
グ
の
作
成
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
　
結

エ
ア
ラ
ン
グ
ン
事
件
を
分
析
し
た
結
果
、
法
適
用
過
程
に
お
い
て
、
形

式
論
理
学
は
特
別
の
役
割
を
果
た
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
類
似
性
比
較
と
か
衡
量
の
よ
う
な
評
価
的
手
続
の
ほ
う
が
、
そ
れ
よ

り
も
は
る
か
に
重
要
で
、
決
定
に
直
接
関
連
し
て
い
る
。
そ
し
て
実
は
こ

れ
こ
そ
伝
統
的
に
レ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
研
究
さ
れ
て
き
た
方
法
で
あ
る
。

こ
の
所
見
は
'
単
に
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
だ
け
妥
当
す
る
の
で
は
な
く
、

制
定
法
主
義
で
あ
れ
判
例
法
主
義
で
あ
れ
、
い
か
な
る
法
秩
序
に
つ
い
て

も
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
'
私
は
思
う
。
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'

法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
に
は
、
方
法
論
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
'
法
比
較
や

国
際
的
な
法
の
一
様
化
〔
た
と
え
ば
へ
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
お
け
る
〕
　
の

頒
域
に
お
い
て
も
、
理
論
的
な
関
心
を
惹
-
と
同
時
に
へ
実
践
的
に
も
実

り
多
い
新
た
な
応
用
可
能
怪
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
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d
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d
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e
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x
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u
f
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F
r
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u
r
t
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a
u
f
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r
t
h
u
r
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n
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o
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i
e
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d
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i
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u
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u
f
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u
h
e
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9
8
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d
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s
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‥

B

e

i

t
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e

z

u

r
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r
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h
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p
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c
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B
e
r
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n
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B
o
n
n
,

M
u
n
c
h
e
n
1
9
8
4
.

(
2
)
　
こ
こ
で
特
に
あ
げ
て
お
-
べ
き
も
の
と
し
て
、
A
l
e
x
y
,
R
o
b
e
r
t
‥
T
h
e
o
r
i
e

d
e
r
j
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
n
A
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
D
i
e
T
h
e
o
r
i
e
d
e
s
r
a
t
i
o
n
a
l
e
n

D
i
s
k
u
r
s
e
s
a
l
s
T
h
e
o
r
i
e
d
e
r
j
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
n
 
B
e
g
r
i
i
n
d
u
n
g
.
2
.
,
u
r
n

e
i
n
 
N
a
c
h
w
o
r
t
v
e
r
m
e
h
r
t
e
A
u
f
1
.
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
.
M
.
1
9
9
1
.
こ
れ
に

っ
い
て
は
、
H
i
l
g
e
n
d
o
r
f
,
E
r
i
c
一
R
e
c
h
t
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
i
m
 
v
e
r
-

e
i
n
i
g
t
e
n
 
D
e
u
t
s
c
h
】
a
n
d
.
E
i
n
i
g
e
 
A
n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 
z
u
 
n
e
u
e
r
e
n

A
r
b
e
i
t
e
n
.
i
n
:
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
R
u
n
d
s
c
h
a
u
4
0
(
1
9
9
3
)
.
S
.
1
-
3
3
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3
,
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.
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ォ
)
　
H
a
f
t
,
F
r
i
t
j
o
f
:
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
R
h
e
t
o
r
i
k
.
4
.
,
u
m
e
i
n
 
N
a
c
h
w
o
r
t

e
r
w
e
i
t
e
r
t
e
A
u
f
1
.
F
r
e
i
b
u
r
g
.
M
u
n
c
h
e
n
1
9
9
0
〔
植
松
秀
雄
訳
『
法
律

家
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
木
鐸
社
、
1
九
九
三
年
〕
:
d
e
r
s
.
:
E
i
n
f
i
i
h
r
u
n
g
i
n

d
a
s
j
u
r
i
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L
e
r
n
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4
.
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u
n
v
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r
a
n
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e
r
t
e
A
u
f
1
.
B
i
e
l
e
f
e
l
d
'
.

〔
平
野
敏
彦
訳
『
レ
ト
リ
ッ
ク
流
法
律
学
習
法
』
木
鐸
社
、
1
九
九
三
年
〕
"

d
e
r
s
.
:
V
e
r
h
a
n
d
e
l
n
.
D
i
e
 
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
 
z
u
m
 
R
e
c
h
t
s
s
t
r
e
i
t
.
M
u
n
-

c
h
e
n
1
9
9
2
.

0
)
　
B
a
l
l
w
e
g
,
O
t
t
o
m
a
r
:
R
e
c
h
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
u
n
d
J
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
z
.

B
a
s
e
1
1
9
7
0
;
S
o
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t
a
,
K
a
t
h
a
r
i
n
a
:
S
a
c
h
l
i
c
h
k
e
i
t
,
R
h
e
t
o
r
i
s
c
h
e

K
u
n
s
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d
e
r
J
u
r
i
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e
n
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F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
.
M
.
,
B
e
r
n
,
N
e
w
Y
o
r
k
,
P
a
r
i
s

1
9
9
0
(
E
u
r
o
p
a
i
s
c
h
e
 
H
o
c
h
s
c
h
u
l
s
c
h
r
i
f
t
e
n
,
R
e
i
h
e
2
:
R
e
c
h
t
s
w
i
s
-

s
e
n
s
c
h
a
f
t
,
B
d
.
8
3
0
c
)
.
ソ
ボ
タ
に
つ
い
て
は
、
H
i
l
g
e
n
d
o
r
f
,
R
e
c
h
t
s
-

p

h

i

l

o

s

o

p

h

i

e

i

m

v

e

r

e

i

n

i

g

t

e

n

D

e

u

t

s

c

h

l

a

n

d

(

F

n

.

2

)

,

S

.

2

3

-

2

5

.

ち

ォ蝣:,照。

(

5

)

　

た

と

え

ば

へ

1

ま

っ

た

-

レ

ト

リ

ッ

ク

に

対

し

て

批

判

的

な

　

-

D

i

e

d

e

r

i

c

h

s

e

n

,

U

w

e

 

H

 

R

e

c

h

t

s

w

i

s

s

e

n

s

c

h

a

f

t

 

u

n

d

 

R

h

e

t

o

r

i

k

.

i

n

‥

C

a

r

l

J

o

a

c

h

i

m

C

l

a

s

s

e

n

,

H

e

i

n

z

-

J

o

a

c

h

i

m

M

u

l

l

e

n

b

r

o

c

k

(

H

g

.

)

‥

D
i
e
M
a
c
h
t
d
e
s
W
o
r
t
e
s
‖
A
s
p
e
c
k
t
e
g
e
g
e
n
w
等
t
i
g
e
r
R
h
e
t
o
r
i
k
-

f

o

r

s

c

h

u

n

g

.

M

a

r

b

u

r

g

1

9

9

2

.

S

.

2

0

5

-

2

3

6

(

A

r

s

R

h

e

t

o

r

i

c

a

4

)

の

概

観
を
参
照
。

(

<

d

)

　

G

a

s

t

,

W

o

l

f

g

a

n

g

‥

J

u

r

i

s

t

i

s

c

h

e

 

R

h

e

t

o

r

i

k

.

A

u

s

l

e

e

u

n

e

,

B

e

-

g
r
t
i
n
d
u
n
g
,
S
u
b
s
u
m
t
i
o
n
.
2
.
,
i
i
b
e
r
a
r
b
e
i
t
e
t
e
 
u
n
d
 
e
r
w
e
i
t
e
r
t
e

A
u
f
1
.
H
e
i
d
e
l
b
e
r
g
1
9
9
2
(
R
 
v
o
n
 
D
e
c
k
e
r
'
s
 
r
e
c
h
t
s
 
u
n
d
 
s
o
z
i
a
1
-

k
r
i
t
i
s
c
h
e
A
b
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
,
B
d
.
3
6
)
.

(

*

-

)

　

N

e

u

m

a

n

n

,

U

l

f

r

i

d

‥

J

u

r

i

s

t

i

s

c

h

e

 

A

r

g

u

m

e

n

t

a

t

i

o

n

s

l

e

h

r

e

.

D
a
r
m
s
t
a
d
t
1
9
8
6
(
E
r
t
r
蒜
e
d
e
r
F
o
r
s
c
h
u
n
g
"
B
d
.
2
4
4
)
が
概
観
を
与

え
て
い
る
。
「
法
律
学
的
議
論
法
論
」
の
中
心
テ
ー
ゼ
と
の
批
判
的
対
決
に

つ
い
て
は
へ
　
H
i
l
g
e
n
d
o
r
f
,
E
r
i
c
‥
A
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
i
n
 
d
e
r
 
J
u
r
i
s
-

p
r
u
d
e
n
z
.
Z
u
r
 
R
e
z
e
p
t
i
o
n
v
o
n
 
a
n
a
l
y
t
i
s
c
h
e
r
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
u
n
d

k
r
i
t
i
s
c
h
e
r
 
T
h
e
o
r
i
e
 
i
n
 
d
e
r
 
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
f
o
r
s
c
h
u
n
g
 
d
e
r
 
J
u
r
i
s
-

p
r
u
d
e
n
z
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B
e
r
l
i
n
1
9
9
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(
S
c
h
r
i
f
t
e
n
z
u
r
R
e
c
h
t
s
t
h
e
o
r
i
e
,
H
e
f
t
1
4
6
)

参
照
。

(
8
)
　
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
「
法
律
学
的
議
論
法
論
」
が
そ
も
そ
も
法
律
学
方

法
論
の
自
己
完
結
的
な
一
つ
の
潮
流
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
か
'
そ
れ
と
も

ま
っ
た
-
異
な
っ
た
努
力
に
対
す
る
t
つ
の
集
合
的
名
称
に
す
ぎ
な
い
の

か
は
'
疑
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
0
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
H
i
l
g
e
n
d
o
r
f
,

A
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
d
e
r
J
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
z
(
F
n
.
7
)
,
S
.
1
3
-
2
0
.
を
参

ffi"

(
9
)
　
た
と
え
ば
へ
G
o
t
t
w
a
l
d
,
W
a
l
t
e
r
/
H
a
f
t
,
F
r
i
t
j
o
f
‥
V
e
r
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n

a
l
s
 
j
u
r
i
s
t
i
s
c
h
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F
e
r
t
i
g
k
e
i
t
e
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2
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A
u
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1
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T
u
b
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g
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1
9
9
3
(
N
e
u
e

M
e
t
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d
e
n
i
m
R
e
c
h
t
B
d
.
3
)
;
H
a
f
t
,
J
u
r
i
s
t
i
c
h
e
R
h
e
t
o
r
i
k
(
F
n
.
3
)
,

S.162-190.

(
S
)
　
つ
い
で
に
言
う
と
、
こ
の
思
考
ス
タ
イ
ル
は
分
析
哲
学
の
特
徴
で
も
あ

る
。
法
律
学
方
法
論
に
対
す
る
「
論
理
・
分
析
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
と
「
ト

ビ
ク
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
が
対
立
す
る
と
呪
文
の
如
-
言
わ
れ
る
こ
と
が
し

ば
し
ば
あ
る
が
、
そ
の
限
り
で
は
1
つ
の
幻
影
で
あ
る
o
な
お
、
G
a
s
t
,

J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
R
h
e
t
o
r
i
k
(
F
n
.
6
)
,
R
z
2
7
5
.
も
参
照
。

H
a
f
t
,
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
R
h
e
t
o
r
i
k
(
F
n
.
3
)
,
S
.
2
5
-
4
6
u
n
d
p
a
s
s
i
m
.

(
S
)
　
特
に
、
刑
法
に
関
連
し
て
、
H
i
l
g
e
n
d
o
r
f
,
A
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
d
e
r



酎秤
t
l

つ
1-

R
るきでを何

蝣
H」クツ〓

ノ
トレ的学律脂

_
lフレ、

ノ
ドンゲレー

ーヒT
⊥

2

J
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
z
(
F
n
.
7
)
,
S
.
2
8
-
3
1
.
そ
こ
に
詳
細
な
文
献
が
指
示
さ
れ

て
い
る
。

(
2
)
　
史
的
な
発
展
と
最
近
の
論
議
に
つ
い
て
は
へ
H
i
l
g
e
n
d
o
r
f
.
A
r
g
u
m
e
n
t
a
-

t

i

o

n

i

n

d

e

r

J

u

r

i

s

p

r

u

d

e

n

z

(

F

n

.

7

)

,

S

.

2

6

1

3

2

-

3

8

‥

4

3

-

5

5

.

コ

メ

ン
ト
し
て
お
き
た
い
の
は
'
ノ
イ
マ
ン
　
(
N
e
u
m
a
n
n
,
T
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
A
r
-

g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
l
e
h
r
e
(
F
n
.
7
)
,
S
.
2
1
-
2
8
)
　
に
よ
っ
て
話
題
に
さ
れ
て

い
る
ト
ウ
ー
ル
ミ
ン
図
式
は
'
法
適
用
の
三
段
論
法
の
十
分
な
代
替
物
に

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ト
ウ
ー
ル
ミ
ン
図
式

は
論
拠
〔
論
法
〕
の
構
造
を
叙
述
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
'
論
理
学
の
助
け

を
借
り
て
そ
の
説
得
性
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に

っ
い
て
は
、
H
i
l
g
e
n
d
o
r
f
,
A
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
i
n
 
d
e
r
 
J
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
z

(
F
n
.
7
)
.
S
.
8
0
-
8
6
.
を
参
照
。

*
)
　
H
a
f
t
,
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
R
h
e
t
o
r
i
k
(
F
n
.
3
)
,
S
.
8
7
-
9
3
.

(
S
)
　
こ
の
法
適
用
モ
デ
ル
の
理
論
的
基
礎
は
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
　
(
E
n
g
i
s
c
h
,

K
a
r
l
:
L
o
g
i
s
c
h
e
S
t
u
d
i
e
n
z
u
r
G
e
s
e
t
z
e
s
a
n
w
e
n
d
u
n
g
.
H
e
i
d
e
l
b
e
r
-

g
1
9
4
3
,
3
.
A
u
f
1
.
1
9
6
3
　
(
S
i
t
z
u
n
g
s
b
e
r
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 
H
e
i
d
e
l
b
e
r
g
e
r

A
k
a
d
e
m
i
e
 
d
e
r
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
.
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
-
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e

K
l
a
s
s
e
,
J
g
.
1
9
4
1
/
2
,
5
.
A
b
h
a
n
d
l
u
n
g
)
)
　
に
由
来
す
る
。

(
S
)
　
言
う
ま
で
も
な
-
、
多
-
の
事
態
は
す
で
に
決
定
さ
れ
た
事
例
に
き
わ

め
て
よ
-
類
似
し
て
い
る
の
で
'
そ
れ
以
外
の
決
定
は
実
際
問
題
と
し
て

は
不
可
能
で
あ
る
。

(
」
)
　
法
律
学
的
議
論
法
の
方
法
史
に
つ
い
て
は
、
H
a
f
t
,
F
r
i
t
j
o
f
u
n
d
H
i
1
-

g
e
n
d
o
r
f
,
E
r
i
c
:
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
 
A
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
u
n
d
 
D
i
a
l
e
k
t
i
k
.

E
i
n
 
S
t
r
e
i
f
z
u
g
 
d
u
r
c
h
 
d
i
e
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 
j
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
n
 
A
r
-

g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
m
e
t
h
o
d
e
n
.
i
n
:
　
F
r
i
t
j
o
f
 
H
a
f
t
,
W
i
n
f
r
i
e
d
 
H
a
s
-

s
e
i
n
e
r
,
U
l
f
r
i
d
 
N
e
u
m
a
n
n
,
W
o
l
f
g
a
n
g
 
S
c
h
i
l
d
 
u
n
d
 
U
l
r
i
c
h

S

c

h

r

o

t

h

(

H

g

.

)

一

S

t

r

a

f

g

e

r

e

c

h

t

i

g

k

e

i

t

.

F

e

s

t

s

c

h

r

i

f

t

 

f

i

i

r

 

A

r

t

h

u

r

K
a
u
f
m
a
n
n
z
u
m
7
0
.
G
e
b
u
r
t
s
t
a
g
.
H
e
i
d
e
l
b
e
r
g
1
9
9
3
.
S
.
9
3
-
1
0
9
.

(
S
)
　
H
i
l
g
e
n
d
o
r
f
,
R
e
c
h
t
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
i
m
v
e
r
e
i
n
i
g
t
e
n
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d

(Fn.2),S.26.

(
2
)
　
よ
り
理
論
的
な
法
問
題
の
分
析
に
つ
い
て
は
へ
H
a
f
t
,
F
r
i
t
i
o
f
 
u
n
d

H

i

l

g

e

n

d

o

r

f

,

E

r

i

c

‥

D

i

e

 

B

i

n

d

u

n

g

 

d

e

r

 

S

t

a

a

t

s

a

n

w

a

l

t

s

c

h

a

f

t

 

a

n

d
i
e
h
o
c
h
s
t
r
i
c
h
t
e
r
l
i
c
h
e
R
e
c
h
t
s
p
r
e
c
h
u
n
g
a
l
s
B
e
i
s
p
i
e
l
t
o
p
i
s
c
h
e
r

A
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
i
n
:
H
e
r
i
b
e
r
t
O
s
t
e
n
d
o
r
f
(
H
e
.
)
:
S
t
r
a
f
v
e
r
f
o
1
-

g
u
n
g
u
n
d
S
t
r
a
f
v
e
r
s
i
c
h
t
.
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
z
u
m
1
2
5
j
a
h
r
i
e
e
n
B
e
s
t
e
-

h
e
n
d
e
r
S
t
a
a
t
s
a
n
w
a
l
t
s
c
h
a
f
t
S
c
h
l
e
s
w
i
g
-
H
o
l
s
t
e
i
n
.
K
B
l
n
,
B
e
r
-

1
i
n
,
B
o
n
n
,
M
u
n
c
h
e
n
1
9
9
3
.
S
.
2
7
9
-
2
9
5
.

(
g
)
　
以
下
の
説
明
は
広
範
に
H
i
l
g
e
n
d
o
r
f
,
E
r
i
c
:
F
o
r
u
m
:
Z
w
i
s
c
h
e
n

H
u
m
a
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
 
u
n
d
 
R
e
t
t
u
n
g
 
u
n
g
e
b
o
r
e
n
e
n
 
L
e
b
e
n
-
D
e
r

E
r
l
a
n
g
e
r
 
S
c
h
w
a
n
g
e
r
s
c
h
a
f
t
s
f
a
l
1
.
I
n
:
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
 
S
c
h
u
l
u
n
g
.

Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t
f
i
l
r
S
t
u
d
i
u
m
u
n
d
p
r
a
k
t
i
s
c
h
e
A
u
s
b
i
l
d
u
n
g
3
3
(
1
9
9
3
)
.

S
.
9
7
-
1
0
3
.
に
依
拠
し
て
い
る
。

5

)

　

V

g

1

.

E

s

e

r

,

A

l

b

i

n

,

V

o

r

b

.

ァ

2

1

1

R

z

1

8

.

i

n

H

S

t

r

a

f

g

e

s

e

t

z

b

u

c

h

.

K
o
m
m
e
n
t
a
r
.
B
e
g
r
i
l
n
d
e
t
v
o
n
A
d
o
l
f
S
c
h
o
c
k
e
u
n
d
f
o
r
t
e
e
f
l
l
h
r
t

v
o
n
 
H
o
r
s
t
 
S
c
h
r
o
d
e
r
.
2
4
.
A
u
f
1
.
M
u
n
c
h
e
n
1
9
9
1
.

(
…
空
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
へ
　
L
a
r
e
n
z
,
K
a
r
l
一
M
e
t
h
o
d
e
n
l
e
h
r
e
d
e
r
R
e
c
h
t
-

s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
.
6
.
,
n
e
u
b
e
a
r
b
e
i
t
e
t
e
A
u
f
1
.
B
e
r
l
i
n
,
H
e
i
d
e
l
b
e
r
g
,

N
e
w
 
Y
o
r
k
1
9
9
1
,
S
.
3
2
0
-
3
4
7
.

そ
の
判
決
は
S
o
n
d
e
r
a
u
s
g
a
b
e
 
d
e
r
"
J
u
r
i
s
t
e
n
z
e
i
t
u
n
g
"
v
o
m
7
.

J
u
n
i
1
9
9
3
.
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
.
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(
S
)
　
も
っ
と
も
、
刑
法
教
義
学
的
に
は
、
尊
厳
と
い
う
論
拠
は
、
む
し
ろ
「
必

要
な
行
為
の
期
待
可
能
性
」
と
い
う
検
討
ポ
イ
ン
ト
の
下
に
包
摂
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
　
v
e
1
.
H
i
l
g
e
n
d
o
r
f
,
D
e
r
E
r
l
a
n
g
e
r
S
c
h
w
a
n
-

g
e
r
s
c
h
a
f
t
s
f
a
l
l
(
F
n
.
2
9
)
,
S
.
9
9
.

た
と
え
ば
、
道
路
交
通
に
お
い
て
「
自
動
色
彩
記
号
」
　
(
信
号
機
!
)
に

従
う
法
的
義
務
は
人
間
の
尊
厳
に
反
し
、
そ
れ
故
へ
憲
法
違
反
で
あ
る
と
、

ま
じ
め
に
主
張
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
'
v
g
1
.
S
c
h
r
e
i
t
e
r
,
M
a
x
:
G
e
h
o
r
-

s
a
m
 
f
i
l
r
 
a
u
t
o
m
a
t
i
s
c
h
e
 
F
a
r
b
z
e
i
c
h
e
n
(
T
e
i
l
w
e
i
s
e
 
V
e
r
f
a
s
s
u
n
e
-

s

w

i

d

r

i

g

k

e

i

t

v

o

n

ァ

2

.

A

b

s

.

1

u

n

d

ァ

3

A

b

s

.

1

S

t

V

o

)

.

E

i

n

B

e

i

t

r

a

g

z
u
m
 
R
o
b
o
t
e
p
r
o
b
l
e
m
.
i
n
　
:
　
D
i
e
 
O
f
f
e
n
t
l
i
c
h
e
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
9

(
1
9
5
6
)
.
S
.
6
9
2
-
6

こ
れ
が
刑
法
の
文
献
に
お
け
る
通
説
で
あ
る
　
v
g
1
.
L
a
c
k
n
e
r
,
K
a
r
l

一

S

t

r

a

f

o

e

s

e

t

z

b

u

c

h

 

m

i

t

 

E

r

l

野

L

t

e

r

u

n

g

e

n

.

2

0

.

A

u

f

1

.

M

i

l

n

c

h

e

n

1
9
9
3
,
ァ
2
1
8
R
z
4
.
だ
け
を
あ
げ
て
お
-
o

(
S
)
　
こ
れ
以
外
の
可
能
な
正
当
化
事
由
に
つ
い
て
は
、
H
i
l
e
e
n
d
o
r
f
,
D
e
r

E
r
l
a
n
g
e
r
S
c
h
w
a
n
g
e
r
s
c
h
a
f
t
(
F
n
.
2
0
)
,
S
.
1
0
0
.
を
参
照
。

(
2
8
)
　
正
当
な
緊
急
避
難
の
そ
の
他
の
要
件
に
つ
い
て
は
へ
　
こ
こ
で
は
た
だ
周

辺
的
な
問
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
L
a
c
k
n
e
r
,

K
o
m
m
e
n
t
a
r
z
u
m
S
t
r
a
f
g
e
s
e
t
z
b
u
c
h
(
F
n
.
2
6
)
,
ァ
3
4
.
に
お
け
る
説
明

を
参
照
。

ド
イ
ツ
の
法
教
義
学
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
'
人
間
の
人
格
権

は
死
を
も
っ
て
直
ち
に
終
わ
る
の
で
は
な
-
'
ま
る
で
「
人
間
の
尊
厳
の

余
韻
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
後
あ
る
i
定
期
間
存
続
し
、
そ
れ
に

応
じ
て
尊
重
さ
れ
'
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
0
詳

細
に
つ
い
て
は
へ
　
H
i
l
e
e
n
d
o
r
f
,
D
e
r
E
r
l
a
n
g
e
r
S
c
h
w
a
n
g
e
r
f
a
l
l
(
F
n
.

20),S.99.

(

?

)

　

W

e

s

s

e

l

i

 

J

o

h

a

n

n

e

s

‥

S

t

r

a

f

r

e

c

h

t

.

B

e

s

o

n

d

e

r

e

r

 

T

e

i

1

-

1

　

:

S
t
r
a
f
t
a
t
e
n
g
e
g
e
n
 
P
e
r
s
O
n
l
i
c
h
k
e
i
t
s
-
u
n
d
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
s
w
e
r
t
e
.

1
7
.
,
n
e
u
b
e
a
r
b
e
i
t
e
t
e
A
u
f
l
a
g
e
.
H
e
i
d
e
l
b
e
r
g
1
9
9
3
.
S
.
I
.
だ
け
を
あ
げ

て
お
蝣
f
'

(
3
)
　
法
律
学
的
に
見
れ
ば
、
歴
(
E
m
b
r
y
o
)
は
ま
だ
人
間
(
M
e
n
s
c
h
)
で

は
な
い
。

(
S
3
)
　
H
i
l
g
e
n
d
o
r
f
,
D
e
r
 
E
r
l
a
n
g
e
r
 
S
c
h
w
a
n
g
e
r
s
c
h
a
f
t
s
f
a
l
l
(
F
n
.
2
0
)
,

S.102.

(
S
3
)
　
も
っ
と
も
、
提
供
は
こ
の
場
合
に
は
一
個
の
臓
器
だ
け
で
は
な
く
、
身

体
全
体
に
該
当
し
、
ま
た
時
間
的
に
無
限
定
で
も
な
く
、
初
め
か
ら
妊
娠

状
態
の
継
続
中
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

「
生
き
る
価
値
が
あ
る
生
命
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
L
a
c
k
n
e
r
,
K
o
m
-

m

e

n

t

a

r

 

z

u

r

 

S

t

r

a

f

g

e

s

e

t

z

b

u

c

h

(

F

n

.

2

6

)

,

v

o

r

抑

2

1

1

R

z

4

u

n

d

5

.

(
そ
こ
に
は
き
わ
め
て
詳
細
な
文
献
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
)

し
か
し
'
と
も
か
-
、
W
e
s
t
e
r
h
o
f
f
,
R
u
d
o
r
f
一
M
e
t
h
o
d
i
s
c
h
e

W
e
r
t
u
n
g
 
i
m
 
R
e
c
h
t
.
D
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
 
a
m
 
B
e
i
s
p
i
e
l
 
d
e
r
 
f
o
r
m
l
o
s
e
n

H
o
f
e
r
b
e
n
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
.
B
e
r
l
i
n
1
9
7
4
(
S
c
h
r
i
f
t
e
n
 
z
u
r
 
R
e
c
h
t
s
t
h
-

e
o
r
i
e
,
H
e
f
t
3
7
)
参
照
。
ま
た
、
G
a
s
t
‥
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
R
h
e
t
o
r
i
k
(
F
n
.

)
,
R
z
.
4
4
9
-
4
6
4
.
も
興
味
深
い
。

(
8
)
　
H
i
l
g
e
n
d
o
r
f
,
D
e
r
 
E
r
l
a
n
g
e
r
 
S
c
h
w
a
n
g
e
r
s
c
h
a
f
t
s
f
a
l
l
(
F
n
.
2
0
)
,

S
.
1
0
1
f
.

i
c
o
)
　
こ
の
事
実
は
い
~
つ
の
ま
に
か
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

こ
れ
が
か
つ
て
真
剣
に
争
わ
れ
た
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
立
場
を
好
ん
で
支
持
し
た
ベ
ル
グ
ボ
ー
ム
や
ケ
ル
ゼ
ン
の
よ



掛秤」?
・

ヽ
一めるきでを何ま

t
lクツ〓

ノ
E
3

レ狗学律価「フレ,
・
ノ

ドンゲレI
ノヒ班

う
な
法
実
証
主
義
者
た
ち
も
'
こ
う
い
う
主
張
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な

か
っ
た
　
H
i
l
e
e
n
d
o
r
f
,
A
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
d
e
r
J
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
z
(
F
n
.

7
)
,
S
.
6
0
-
6
7
.
を
参
拝
o

「
法
律
三
段
論
法
(
J
u
s
t
i
z
s
y
l
l
o
g
i
s
m
u
s
)
」
と
い
う
　
-
　
と
き
た
ま

反
語
的
意
味
を
も
っ
た
　
-
　
名
称
が
広
-
用
い
ら
れ
て
い
る
o

g

?

)

　

S

t

r

u

c

k

,

G

e

r

h

a

r

d

‖

T

o

p

i

s

c

h

e

J

u

r

i

s

p

r

u

d

e

n

z

.

A

r

g

u

m

e

n

t

u

n

d

G
e
m
e
i
n
p
l
a
t
z
i
n
d
e
r
j
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
n
A
r
b
e
i
t
.
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
.
M
.
1
9
7
1
.

(
S
t
u
d
i
e
n
 
u
n
d
 
T
e
x
t
e
 
z
u
r
 
T
h
e
o
r
i
e
 
u
n
d
 
M
e
t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
 
d
e
s

R
e
c
h
t
s
,
B
d
.
9
)
.

訳
者
あ
と
が
き

本
稿
は
　
E
r
i
c
 
H
i
l
g
e
n
d
o
r
f
,
W
a
s
 
l
e
i
s
t
e
t
 
d
i
e
"
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e

R
h
e
t
o
r
i
k
"
?
,
1
9
9
4
.
の
翻
訳
で
あ
る
。
エ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ
氏

は
、
一
九
六
〇
年
一
二
月
三
日
に
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ト
ウ
ツ
ト
ガ
ル
ト
で
生

ま
れ
、
現
在
、
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
法
学
部
の
フ
リ
チ
ョ
フ
・
パ
フ
ト

教
授
の
刑
法
学
・
法
哲
学
講
座
の
助
手
を
務
め
る
新
進
気
鋭
の
研
究
者
で

*>p-ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ
氏
は
、
最
初
、
哲
学
と
歴
史
に
興
味
を
も
ち
、
八
六

年
冬
学
期
に
は
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
会
の
演
説
の
自
由
の
発
展
史
」
(
D
i
e

E
h
t
w
i
c
k
l
u
n
g
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 
p
a
r
l
a
m
e
n
t
a
r
i
s
c
h
e
n
 
R
e
d
e
f
r
e
i
h
e
i
t
 
i
n

D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
,
B
e
r
n
u
.
a
.
:
P
e
t
e
r
L
a
n
g
,
1
9
9
1
.
)
　
で
歴
史
学
修
士
号
を
取
得

し
た
が
、
そ
の
後
へ
　
博
士
論
文
(
デ
ィ
ツ
セ
ル
タ
テ
ィ
オ
ー
ン
)
と
し
て
は
九

〇
年
冬
学
期
の
「
法
律
学
に
お
け
る
議
論
法
」
　
(
A
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
 
d
e
r

J
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
z
,
B
e
r
l
i
n
:
D
u
n
c
k
e
r
&
H
u
m
b
l
o
t
,
1
9
9
1
.
)
、
九
二
年
夏
学
期

の
「
『
危
険
社
会
』
　
に
お
け
る
刑
法
的
製
造
物
責
任
」
　
(
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 
P
r
o
-

d
u
z
e
n
t
e
n
h
a
f
t
u
n
g
i
n
d
e
r
"
R
i
s
i
k
o
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
"
,
B
e
r
l
i
n
:
D
u
n
c
k
e
r
&

H
u
m
b
l
o
t
,
1
9
9
3
.
)
の
二
編
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
哲
学
博
士
と
法
学
博
士
の

学
位
を
取
得
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
第
一
次
法
律
職
国
家
試
験
に
合
格
し
、

実
務
修
習
を
経
て
'
第
二
次
試
験
に
合
格
し
、
法
曹
資
格
を
取
得
し
て
い

る
。
ま
た
、
九
四
年
秋
に
は
「
刑
法
に
お
け
る
事
実
証
言
と
価
値
判
断
」

(
づ
a
t
s
a
c
h
e
n
a
u
s
s
a
g
e
n
 
u
n
d
 
W
e
r
t
u
r
t
e
i
】
e
 
i
m
 
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
)
　
に
つ
い
て

の
教
授
資
格
取
得
論
文
(
ハ
ビ
リ
タ
テ
ィ
オ
ー
ン
)
が
完
成
し
て
お
り
へ
　
近

い
将
来
、
い
ず
れ
か
の
大
学
の
教
授
席
を
得
る
と
思
わ
れ
、
今
後
の
活
動

が
期
待
さ
れ
る
。

八
九
年
に
助
手
に
採
用
さ
れ
て
か
ら
の
ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ
氏
の
執
筆
活

動
は
非
常
に
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
あ
り
、
最
初
の
公
表
論
文
(
パ
フ
ト
教
授

と
の
共
同
執
筆
)
で
あ
る
九
一
年
の
「
法
律
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
(
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e

R

h

e

t

o

r

i

k

,

i

n

‖

F

e

s

t

s

c

h

r

i

f

t

 

f

u

r

 

H

o

r

s

t

 

L

o

c

h

e

r

 

z

u

m

6

5

.

G

e

b

u

r

t

s

t

a

g

.

1
9
9
1
.
)
以
降
へ
す
で
に
九
四
年
末
ま
で
に
四
〇
編
以
上
を
数
え
て
お
り
、
そ

の
一
端
は
本
稿
の
注
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
文
献
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
。
法
哲
学
と
刑
法
学
と
い
う
本
来
の
専
攻
分
野
以
外
に
も
'
レ
ト

リ
ッ
ク
に
関
す
る
著
作
も
あ
り
(
G
e
r
t
U
e
d
i
n
g
(
h
e
.
)
,
H
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e
W
曾
t
e
r
-

b
u
c
h
d
e
r
R
h
e
t
o
r
i
k
,
B
d
.
1
(
1
9
9
2
)
,
B
d
.
2
(
1
9
9
4
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
)
、
多

彩
な
才
能
の
片
鱗
を
見
せ
て
い
る
.
ま
た
、
氏
は
最
近
で
は
h
A
r
c
h
i
v
f
u
r

R
e
c
h
t
s
-
u
n
d
 
S
o
z
i
a
l
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
(
A
R
S
P
)
や
N
e
u
e
 
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
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フ
1学汰島広

w
o
c
h
e
n
s
c
h
r
i
f
t
(
N
J
W
)
な
ど
の
文
献
報
告
欄
や
書
評
欄
に
お
い
て
'
最

新
の
文
献
を
丹
念
に
フ
ォ
ロ
ー
し
た
紹
介
・
批
評
を
中
心
と
し
た
執
筆
活

動
を
展
開
し
て
、
特
に
<
ォ
c
O
O
-
,
誌
な
ど
は
ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ
・
コ
ー
ナ

ー
が
あ
る
か
の
よ
う
な
観
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
に
お
い
て
ド
イ

ツ
の
学
界
状
況
を
知
る
き
わ
め
て
重
要
な
情
報
源
と
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、

今
後
、
氏
が
最
も
注
目
す
べ
き
ド
イ
ツ
人
研
究
者
の
一
人
と
な
る
こ
と
は

疑
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
は
、
ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ
氏
が
、
平
成
六
年
度
外
国
人
研
究
員
特
別

招
帝
に
よ
り
九
四
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
岡
山
大
学
法
学
部
に
滞
在

さ
れ
た
お
り
、
当
地
で
開
か
れ
た
「
レ
ト
リ
ッ
ク
研
究
会
」
　
(
代
表
・
植
松
秀

雄
岡
山
大
学
法
学
部
教
授
)
　
で
行
わ
れ
た
講
演
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
ド
イ
ツ
語
原
文
は
、
"
R
h
e
t
o
r
i
k
.
E
i
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
T
a
h
r
b
u
c
h
"
B
d
.

1
4
,
T
u
b
i
n
g
e
n
H
M
a
x
 
N
i
e
m
e
y
e
r
,
1
9
9
5
.
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
そ
う
で
あ
る
。
)
　
「
レ
ト
リ
ッ
ク
研
究
会
」
は
'
九
二
年
夏
に
レ
ト
リ
ッ
ク

に
関
心
を
持
つ
研
究
者
が
結
成
L
へ
会
合
を
重
ね
て
お
り
へ
　
そ
の
成
果
の

l
部
は
「
レ
ト
リ
ッ
ク
研
究
会
草
書
」
と
し
て
'
木
鐸
社
よ
り
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
(
発
足
の
い
き
さ
つ
か
ら
当
初
か
ら
の
会
員
に
は
基
礎
法
学
専
攻
者
が

多
い
の
で
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
叢
書
は
前
述
の
パ
フ
ト
教
授
の
法
律
学
的
レ
ト

リ
ッ
ク
に
関
す
る
著
作
の
翻
訳
が
先
行
し
て
い
る
形
で
は
あ
る
が
、
今
後
、
徐
々

に
対
象
を
拡
大
し
て
い
-
予
定
で
あ
る
。
)
　
こ
の
研
究
会
の
活
動
の
一
環
と
し

て
'
今
回
は
パ
フ
ト
教
授
の
も
と
で
学
問
活
動
を
開
始
し
、
現
在
で
は
有

力
な
研
究
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
あ
る
ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ
氏
と
の
直
接
の
意
見

交
換
の
場
を
も
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
は
、
パ
フ
ト
流
の
法
律
学
的
レ

ト
リ
ッ
ク
が
実
定
法
学
の
中
で
ど
の
よ
う
に
利
用
で
き
る
か
を
示
し
た
き

わ
め
て
興
味
深
い
、
示
唆
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
方
法
論
的
な

キ
ー
概
念
で
あ
る
「
構
造
思
考
」
と
「
通
常
事
例
方
法
」
に
興
味
を
お
持

ち
に
な
ら
れ
た
方
は
'
(
注
3
)
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
パ
フ
ト
教
授
の
著
作

を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

私
事
に
わ
た
る
が
、
訳
者
は
九
二
年
夏
か
ら
十
か
月
間
、
文
部
省
長
期

在
外
研
究
員
と
し
て
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
パ
フ
ト
教
授
の
も
と
で
研

究
に
従
事
し
た
が
、
そ
の
際
、
助
手
の
ヒ
ル
ゲ
ン
ド
ル
フ
氏
に
は
公
私
に

わ
た
り
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
っ
た
。
氏
は
細
か
い
と
こ
ろ
に

よ
く
気
が
つ
-
だ
け
で
な
-
、
煩
雑
な
事
務
処
理
も
き
わ
め
て
迅
速
に
て

き
ぱ
き
こ
な
す
手
際
に
す
ぐ
れ
て
お
り
、
氏
の
お
か
げ
で
私
た
ち
家
族
の

ド
イ
ツ
滞
在
が
ど
れ
ほ
ど
快
適
な
も
の
に
な
っ
た
か
は
語
り
尽
-
せ
な
い

ほ
ど
で
あ
る
。
今
回
へ
　
氏
の
業
績
を
日
本
に
最
初
に
紹
介
で
き
る
機
会
が

で
き
、
非
常
に
喜
ん
で
い
る
次
第
で
あ
る
。




