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家
族
福
祉
と

の
構
想

「
制
度
的
利
他
」

｜
｜
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
養
子
制
度
を
手
が
か
り
に
し
て
｜
｜

芦量二
日

十支

，二竺ェ，
区二S
E司

美

は
じ
め
に

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
伝
統
に
お
い
て
、
他
者
の
利
益
を
害
し
な
い
限
り
、
人
々
は
何
を
な
す
の
も
な
さ
な
い
の
も
自
由
で
あ
る
と
さ
れ
、

（

l
）
 

基
本
的
に
あ
ら
ゆ
る
自
己
利
益
の
追
求
が
保
障
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
定
義
は
、
法
に
よ
る
個
人
の
制
約
を
限
界
付
け
、

個
人
の
自
由
の
確
保
に
役
立
っ
て
き
た
。
他
方
で
、
自
由
の
広
範
性
を
そ
の
限
界
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
す

T
法
は
、

（
他
者
の

利
益
を
害
し
た
と
判
定
さ
れ
る
よ
う
な
）
自
由
の
限
界
点
は
ど
こ
か
と
い
う
形
で
議
論
を
方
向
付
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
あ

た
か
も
、
個
人
の
利
益
が
他
者
の
利
益
と
対
立
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
う
み
だ
し
、

そ
れ
を
も
っ
て

（

2
）
 

制
度
設
計
の
際
の
基
本
モ
デ
ル
と
し
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
各
人
の
自
由
相
互
に
つ
い
て
の
権
利
対
抗
的
理
解
は
、
個
人

が
自
発
的
に
他
者
利
益
的
な
行
為
を
進
ん
で
行
お
う
と
す
る
場
面
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
を
的
確
に
捉
え
る
の
に
適
し
た
も
の

と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

自
発
的
な
支
援
・
援
助
行
為
1
1
1
人
々
が
法
的
強
制
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
分
の
意
思
で
他
者
利
益
的
行
為
を
行
う
｜
｜
は
、
法
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1見

制
度
上
の
明
瞭
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
ず
、
時
に
は
法
制
度
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
な
が
ら
現
在
に
至
っ
て
き
た
。
こ
れ
を
、
著
者
は
か

（

3）
 

「
制
度
的
利
己
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
、
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
「
制
度
的
利
他
」
と
い
う
構
想
を
提
示
し
た
。
「
制
度

って、

論

的
利
他
」
の
構
想
と
は
、

「
個
々
人
が
法
律
の
枠
内
で
自
ら
の
利
益
を
追
求
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
人
の
力
と
な
る
た
め
に
、
自
分
が

こ
れ
と
思
っ
た
目
標
に
向
か
っ
て
な
に
も
の
の
邪
魔
も
恐
れ
ず
に
進
ん
で
い
け
る
社
会
」
の
構
築
を
目
的
と
し
、

（

4）
 

の
整
備
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
の
法
制
度

（

5）
 

「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
は
、
法
に
お
け
る
「
管
理
」
の
発
想
と
対
比
さ
れ
る
「
支
援
」
の
発
想
に
関
連
す
る
。
法
に
お
け
る
管
理

の
発
想
と
は
、
個
人
が
他
者
の
領
域
へ
越
境
し
た
と
き
、
そ
れ
を
（
他
者
の
利
益
の
侵
害
と
し
て
）
糾
弾
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
法
の

基
本
的
役
割
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
お
い
て
、
他
者
利
益
的
行
為
は
、
そ
の
性
質
上
他
者
の
領
域
に
関
わ
っ
て
い

（

6
）
 

く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
利
己
的
行
為
以
上
に
「
越
境
の
推
定
」
が
働
く
存
在
と
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
制
度
的
利
他
」

の
構
想
に
お
い
て
、
他
者
利
益
的
行
為
の
よ
り
実
質
的
な
保
障
を
実
現
す
べ
く
、
法
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
糾
弾
の
対
象
と
み
る
前
に
ま

ず
は
評
価
の
対
象
と
捉
、
え
て
み
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
意
味
で
、

「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
は
、
動
機
レ
ベ
ル
で
の
利
他
性
の
函

養
を
目
指
す
議
論
や
、
人
々
の
利
他
的
行
為
（
の
み
）
を
前
提
に
社
会
が
成
立
す
る
こ
と
を
説
く
議
論
と
は
区
別
さ
れ
る
。
「
制
度
的

利
他
」
の
構
想
が
問
う
の
は
、
他
者
利
益
的
行
為
が
臨
時
さ
れ
か
兼
ね
な
い
よ
う
な
従
来
の
法
制
度
に
お
い
て
、
利
己
的
自
由
も
利
他

的
自
由
を
も
等
価
的
に
認
め
る
よ
う
な
法
制
度
の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
他
者
利
益
的
な
行
動
を
行
い
た
い
と
す
る
人
々
の
欲

求
は
、
行
動
の
自
由
と
い
う
形
で
法
制
度
上
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
が
必
要
と
な
っ
て
き

た
背
景
と
し
て
、
前
稿
で
は
、
他
人
の
力
と
な
る
こ
と
に
生
き
が
い
を
見
出
し
て
き
た
人
々
の
意
識
変
化
や
そ
の
背
景
に
あ
る
社
会
変

（

7
）
 

化
に
着
目
し
、
現
代
社
会
に
お
け
る
二
つ
の
新
た
な
要
請
（
支
援
の
必
要
性
と
、
支
援
欲
求
充
足
の
必
要
性
）
を
示
し
た
。
そ
し
て
、

救
助
行
為
場
面
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
従
来
の
法
制
度
で
は
そ
れ
ら
に
応
、
え
き
れ
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
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他
者
利
益
的
行
動
の
自
由
を
如
何
に
し
て
法
制
度
上
保
障
す
る
か
を
中
心
に
さ
ら
に
議
論
を
進
め
る
。

第
一
の
作
業
は
、
人
間
観
の
考
察
で
あ
る
（
第
一
章
）
。
こ
れ
は
、
法
や
そ
れ
に
関
連
す
る
学
問
領
域
に
お
い
て
人
聞
が
ど
の
よ
う

な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
か
｜
｜
法
に
お
け
る
人
間
像
ー
ー
を
探
る
作
業
で
あ
る
。
「
制
度
的
利
己
」
に
立
つ
法
制
度
が
互
い
に

無
関
心
な
個
人
の
み
を
前
提
と
す
る
の
に
対
し
て
、

「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
は
、
他
者
に
無
関
心
な
個
人
も
い
れ
ば
、
他
者
と
関
わ

り
た
い
と
考
え
る
個
人
も
い
る
と
捉
え
る
。
ま
た
、
他
者
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

（

8
）
 

大
き
く
分
け
て
、
人
聞
の
無
力
さ
に
ひ
き
つ
け
て
連
帯
の
必
要
に
訴
え
る
も
の
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
連
帯
を
要
す
る
よ
う
な
第
一
次

（

9
）
 

だ
か
ら
こ
そ
他
者
と
の
関
係
性
を
純
粋
に
欲
す
る
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
前
者

的
必
要
性
が
充
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

が
あ
く
ま
で
も
必
要
性
と
い
う
、
文
字
通
り
の
自
己
利
益
（
出
ゆ
ロ
・

2

－gE
Z
C
D）
に
立
脚
す
る
の
に
対
し
、
後
者
の
立
場
は
、

ろ
、
自
己
を
他
者
の
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
か
ら
く
る
充
実
感
に
根
ざ
し
て
い
る
点
で
、
他
者
指
向
的
・
自
己
利
益

z
p
q’

。
円
円

gztcロ
）
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
え
る
。
「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
は
、
こ
の
ど
ち
ら
に
も
配
慮
を
払
い
、
ど
ち
ら
を
も
法
で
保

家族福祉と「制度的利他」の構想

障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
社
会
連
帯
が
説
か
れ
る
際
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
相
互
扶
助
・
連
帯
と
い
う

「
相
互
性
」
と
は
何
か
、

ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
き
た
の
か
、
相
互
性
に
つ
い
て
の
理
論
的
検
討
を
行
う

言
葉
に
つ
い
て
、

（
第
二
章
）
。

「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
の
具
体
的
萌
芽
と
も
い
う
べ
き
、
支
援
を
欲
す
る
側
か
ら
見
れ
ば
個
々
の
他
者
利

益
的
行
為
の
集
約
が
図
ら
れ
善
の
実
現
方
法
を
形
成
し
、
支
援
を
必
要
と
す
る
側
か
ら
す
れ
ば
供
給
の
機
構
を
構
成
す
る
法
制
度
と
し

第
二
の
作
業
と
し
て
、

て
、
子
の
福
祉
の
た
め
の
養
子
制
度
（
第
三
一
章
）
を
扱
う
。
人
と
人
と
の
個
別
的
・
直
接
的
関
係
が
、
法
に
よ
っ
て
、

し
か
し
な
が
ら
、

国
家
に
よ
る
押
し
付
け
で
は
な
く
、
人
々
の
自
発
性
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
て
い
く
様
子
が
一
不
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
及
び
前
稿
の
議
論
を
通
じ
て
、
「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
の
意
義
は
、
人
間
の
性
悪
説
に
も
性
善
説
に
も
傾
く
こ
と
な
く
、
他

む
し

阪大法学） 53 (1 215) 215〔2003.5〕



j見

者
と
の
関
係
性
構
築
を
支
援
し
、
自
由
主
義
的
な
社
会
連
帯
を
可
能
と
し
う
る
点
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
実

現
に
あ
た
っ
て
は
、
身
近
で
対
面
的
な
人
間
関
係
を
所
与
の
も
の
と
し
て
捉
え
そ
の
強
化
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
従
来
変

吾ム
日岡

更
可
能
性
の
な
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
関
係
に
つ
い
て
も
い

っ
た
ん
解
放
し
そ
こ
に
選
択
の
契
機
を
与
え
て
再
構
築
す
る
方
法
に
よ
っ

て
試
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
個
人
と
個
人
の
自
覚
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
こ
そ

が、

支
援
を
受
け
る
者
に
と

っ
て
も
授
け
る
者
に
と

っ
て
も
自
由
な
社
会
の
保
障
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
が
最

も
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
家
族
の
分
野
に
焦
点
を
置
い
て
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
由
主
義
的
な
諸
関
係
の
再
構
築
が
よ
り

一
般
的
に
実
現
さ
れ
る
可
能
性
を
さ
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章

「
制
度
的
利
他
」

の
構
想
と
人
間
観

（日）

（
前
稿
で
の
議
論
よ
り
）
「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
と
は
、
自
己
利
益
の
追
求
が
法
に
お
い
て
最
大
限
に
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
の
と
同
様
、
他
者
利
益
的
な
行
動
を
（
自
分
の
た
め
か
あ
る
い
は
他
人
の
た
め
か
を
問
わ
ず
）
行
い
た
い
と
い
う
自
発
的

欲
求
に
対
し
て
も
そ
れ
を
阻
害
し
な
い
こ
と
が
法
に
求
め
ら
れ
、

そ
れ
ら
の
欲
求
の
保
障
が
あ
る
程
度
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
客
観
的
に
み
て
他
人
の
利
益
に
資
す
る
傾
向
に
あ
る
行
為
に
法
的
住
置
づ
け
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て、

あ
る
程
度
充
た
し
う
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
自
発
的
支
援
・
援
助
行
為
を
行
う
意
思
を
、
①
比
較
的
明
確
に
有
す
る
人
が
対
象
と
さ

れ
、
彼
ら
を
鴎
踏
さ
せ
な
い
た
め
の

「
後
方
支
援
」
刑
宍
②
漠
然
と
有
す
る
人
々
が
対
象
と
さ
れ
、

ぼ
ん
や
り
と
で
あ
っ
て
も
関
心
を

持
つ
者
が
容
易
に
実
行
に
移
せ
る
よ
う
な
仕
組
み
が
法
制
度
と
し
て
形
に
な
っ
て
い
る

「
機
会
提
供
」
刑
宍

さ
ら
に、

③
い
ず
れ
と
も

つ
か
な
い
無
関
心
な
状
態
に
あ
る
人
々
で
あ
っ
て
も
、
関
心
を
抱
き
や
す
く
な
る
よ
う
な
法
H
社
会
環
境
が
存
在
し
て
い
る
「
環
境
整

備
」
型
と
理
解
さ
れ
る
法
制
度
が
整
っ
て
い
る
と
き
、

そ
れ
ら
は
「
制
度
的
利
他
」
に
適
っ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
「
制
度
的
利
他
」
が
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存
在
す
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
広
い
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
利
益
的
な
援
助
・
支
援
行
為
は
、
内
心
の
「
利
他

性
」
と
は
独
立
に
「
利
他
的
」
か
っ
「
自
発
的
」
な
も
の
と
し
て
、
法
に
よ
り
そ
れ
ら
を
捨
象
さ
れ
る
こ
と
な
く
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
法

（ロ）

制
度
の
中
に
整
合
的
に
住
置
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
立
場
は
、
法
制
度
や
社
会
シ
ス
テ
ム
を
含
む
社
会
的
条
件
が
、
利
己
的
行
動
・
利
他
的
行
動
を
左
右
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い

る
こ
と
を
、
裏
か
ら
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
個
々
人
が
有
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
「
利
己
性
」
に
も

「
利
他
性
」
に
も
傾
く
こ
と
な
く
、
現
代
社
会
の
変
化
を
反
映
し
、
よ
り
個
人
の
自
由
に
適
合
的
な
法
編
成
を
可
能
と
す
る
中
立
な
制

度
の
必
要
性
を
充
た
す
べ
く
、

「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
が
提
唱
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
人
聞
を
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
捉
え
る

か
、
法
に
お
け
る
人
間
観
が
関
わ
っ
て
く
る
。

人
間
観

〈
性
差
口
説
か
性
悪
説
か
〉

家族福祉と「制度的利他jの構想、

「
利
他
主
義
」
を
め
ぐ
る
法
的
取
り
扱
い
は
、
我
々
が
人
聞
の
本
質
に
つ
い
て
抱
い
て
い
る
感
覚
的
イ
メ
ー
ジ
に
依
存
す
る
と
い
う

（ぼ）

つ
ま
り
、
こ
れ
は
何
を
も
っ
て
典
型
的
な
人
間
モ
デ
ル
と
考
え
る
の
か
の
問
題
に
帰
着
す
る
と
い
う
。

論
者
が
あ
る
。

ま
ず
、
「
制
度
的
利
己
」
を
と
る
法
制
度
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
こ
で
、

か
つ
て
検
討
を
加
え
た
法
的
救
助
義
務
否
定
論
者
な
ら

ぴ
に
法
的
救
助
義
務
の
自
由
主
義
的
肯
定
論
者
の
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
人
間
観
と
は
、
少
な
く
と
も
救
助
行
為
の
文
脈
に
関
す
る
限

り
、
人
聞
の
他
者
利
益
的
行
為
を
例
外
に
位
置
づ
け
る
性
悪
説
的
立
場
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
救
助
行
動
に
つ
い
て
、

「
法
的
強
制
が

な
い
た
め
に
、
求
め
ら
れ
る
救
助
活
動
を
人
々
が
行
わ
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
が
、

そ
の
た
め
に
助
け
ら
れ
た
は
ず
の
者
が
助
け
ら
れ
な

そ
れ
は
自
由
の
コ
ス
ト
と
し
て
甘
受
す
る
し
か
な
い
」
と
い
う
点
を
強
調
す
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
、

か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
よ
う

な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
「
自
由
の
実
質
的
保
障
の
た
め
に
、
最
小
限
の
自
由
の
制
約
を
課
し
て
安
全
を
保
障
す
る
」

（阪大j去学） 53 (1 217) 217〔2003.5〕



i見

と
す
る
に
せ
よ
、

そ
の
結
論
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、

彼
ら
の
抱
く
人
間
像
は
い
ず
れ
も
、
自
己
利
益
の
追
求
に
の
み
関
心
を
有
す
る

毛ι
長岡

人
聞
を
中
心
と
し
、
思
い
の
ま
ま
に
振
舞
わ
せ
る
こ
と
を
許
す
な
ら
ば
他
人
の
利
益
を
無
視
す
る
行
動
を
と
る
と
し
て
利
己
的
行
動
を

（

M）
 

原
則
に
置
い
て
法
設
計
を
考
え
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
特
に
後
者
の
立
場
に
お
い
て
、
他
者
利
並
的
行
為
の

意
義
を
自
己
利
益
増
進
の
観
点
か
ら
の
み
引
き
出
そ
う
と
す
る
結
果
、

せ
る
こ
と
を
容
認
し
て
し
ま
う
。

か
え
っ
て
法
的
強
制
を
用
い
て
人
々
を
救
助
行
為
へ
と
向
か
わ

こ
の
よ
う
な
「
制
度
的
利
己
」
に
表
れ
る
人
間
像
に
対
し
て
、
人
聞
は
本
質
的
に
利
他
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す

る
立
場
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
幾
つ
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
分
か
れ
る
。

ひ
と
つ
の
立
場
は
、
人
聞
が
有
す
る
利
他
的
性
質
を
、
自
然
科
学
や
社
会
生
物
学
の
観
点
か
ら
、
証
明
に
よ
っ
て
試
み
る
も
の
で
あ

る
。
著
名
な
も
の
に
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
主
張
が
あ
る
が
、
彼
は
、
動
物
に
見
ら
れ
る
扶
助
行
動
の
実
証
的
デ
l
タ
を
示
し
、

（凶
）

間
生
活
に
類
推
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
利
他
的
本
質
を
説
こ
う
と
し
て
い
る。

そ
れ
を
人

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
、
動
物
界
に
お
い
て
は
、

通
常
、

利
他
的
行
為
は
同
種

（E
D）
に
限
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
人
聞
の
世
界
に
あ
て
は
め
る
と
、
同
集
団
、
親
族
な
ど
に
限
定
さ
れ
、
見
知
ら
ぬ
人
の
間
で
の
利
他
的
行
動
に

つ
い
て
は
説
明
が
つ
か
な
い
と
い
う
批
判
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
同
類
的
利
他
主
義
に
つ
い
て
、
他
の
生
命
体
の
利
益
の
培
進
が
図
ら

れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
結
果
に
過
ぎ
な
い
、
と
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
同
様
に
、
社
会
生
物
学
の
分
野
に
お
け
る
同
類
利
他

（
げ
）

主
義
を
進
め
て
人
間
関
係
に
あ
て
は
め
る
場
合
、
顔
を
見
知

っ
た
小
集
団
内
で
の
利
他
主
義
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、

結
局
の

と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

自
己
の
利
益
と
直
結
し
そ
れ
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
類
や
集
団
の
発
展
を
図
っ
て
い
る
と
い
え
、

」
の
意
味
で
、
遺
伝
子
的
利
己
主
義
、
関
係
的
利
己
主
義
で
あ
る
。

ま
た
、
社
会
学
的
互
酬
性
の
観
点
か
ら
人
間
に
お
け
る
利
他
主
義
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
（
互
酬
的
利
他
主
義
）
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（
凶
）

る
。
こ
れ
は
、
自
分
が
利
他
行
為
を
行
う
に
あ
た
り
見
返
り
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
川
口
）

よ
っ
て
、
さ
ら
に
分
か
れ
う
る
。

ペ
イ
オ
フ
の
時
間
的
距
離
、
物
理
的
距
離
に

こ
れ
ら
の
立
場
は
、
全
員
性
差
P
説
を
と
る
に
せ
よ
全
員
性
悪
説
を
と
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
、
人
聞
は
各
人
各
様
で
あ
っ
て
性
善
的

い
ず
れ
も
、
あ
る
人
間
に
お
け
る
性
質
の
一
貫
性
を
暗
黙
の
前
提
と
し

な
人
間
と
性
悪
的
な
人
聞
が
混
在
し
て
い
る
と
す
る
に
せ
よ
、

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
社
会
心
理
学
の
立
場
か
ら
、
人
聞
は
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
向
と
利
他
的
傾
向
を
併
せ
も
っ
て
い
る
と
す
る
主

（
初
）

張
が
あ
る
。
人
聞
の
行
動
は
、
し
ば
し
ば
利
他
的
動
機
と
利
己
的
動
機
が
混
ぜ
合
っ
て
お
り
、
そ
の
相
反
す
る
よ
う
な
二
つ
の
動
機
が

（幻）

う
ま
く
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
維
持
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
人
聞
は
完
壁
な
利
他
的
存
在
で
も
な
け
れ
ば
完
全
な
利
己

（幻）

的
存
在
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

〈
動
態
的
一
元
論
〉

家族福祉と「制度的利他jの構想

一
面
的
に
性
善
説
を
前
提
に
す
る
も
の
で
も
一
面
的
に
性
悪
説
を
前
提
に
す
る
も
の
で
も
な
く
、
人
聞
を
利
己
的
な
行
為
と
利
他
的

な
行
為
と
の
聞
で
動
的
な
存
在
と
捉
え
る
見
解
を
、
動
態
的
一
元
論
と
名
づ
け
る
。
人
聞
が
各
人
各
様
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
性

主

7
性
悪
二
元
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各
人
が
両
面
性
を
有
し
状
況
に
応
じ
て
多
様
に
変
化
し
う
る
と
考
え
て
い
る
。

心
理
学
の
立
場
か
ら
、
人
聞
は
、
他
人
の
苦
境
に
つ
い
て
、
あ
た
か
も
自
分
が
そ
の
場
に
置
か
れ
て
い

（
お
）

る
か
の
よ
う
に
想
像
で
き
た
と
き
利
他
的
行
動
に
出
る
と
い
う
立
場
｜
｜
合
理
的
利
他
主
義
（

S
F）
ロ
と
と
可
巴
∞
E
）
ま
た
は
、
感

（

M）
 

情
移
入
的
利
他
主
義
吉
田
七
巳
｝
弓
包
可
己
目
印
E
）
ー
ー
が
あ
る
。
「
合
理
的
」
と
呼
ぶ
の
は
、
人
は
、
他
人
の
苦
境
を
目
に
し
た
と
き
、

動
態
的
一
元
論
に
つ
い
て
、

自
分
に
同
じ
こ
と
が
起
こ
る
こ
と
が
嫌
だ
と
本
能
的
に
感
知
し
て
他
者
利
益
的
行
動
に
出
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、

「
感
情

移
入
」
に
つ
い
て
、
あ
る
人
が
利
他
的
行
動
に
出
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
、
そ
の
苦
境
に
お
か
れ
て
い
る
他
人
が
「
自
分
（
達
）
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説

自
身
」
と
し
て
同
定
さ
れ
る
か
「
彼
・
彼
女
（
達
こ
と
し
て
同
定
さ
れ
る
か
に
よ
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
人
々
の
道
徳
的
思
考
に
い
く
つ
か
の
発
展
段
階
の
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
立
場
が
あ
る
。
そ
し
て
、
発
展
の
第
三
段
階
に
お

一An冊

い
て
、
人
聞
は
他
人
に
直
接
的
に
自
己
の
感
情
を
移
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
人
の
苦
境
を
自
分
の
こ
と
が
ら
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
能

（
町
四
）

力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
も
し
必
要
な
と
き
に
利
他
的
行
動
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

（
幻
）

へ
と
人
々
を
動
か
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
立
場
が
あ
る
。

よ
う
な
「
善
」

こ
の
「
利
他
的
行
動
へ
と
人
々
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
見
解
に
関
連
し
て
、
人
聞
が
利
他
的
か
攻
撃
的
か
、
慈
愛
に
満
ち

て
い
る
か
残
酷
か
、
自
己
犠
牲
的
か
利
己
的
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
全
て
当
人
を
取
り
巻
く
社
会
的
状
況
に
よ
る
と
す
る
立
場
が
あ

（
お
）

る
。
社
会
が
社
会
制
度
を
ど
の
よ
う
に
組
織
す
る
か
に
よ
っ
て
、
人
々
の
中
に
存
在
す
る
利
他
的
感
情
を
促
進
も
す
れ
ば
、
挫
き
も
す

（
泊
）

る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
「
人
は
利
他
的
行
動
に
出
る
こ
と
が
可
能
な
と
き
で
あ
る
と
き
で
も
、
そ
れ
は
自
動
的
に
生
じ
て
く

（
初
）

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
社
会
的
条
件
に
よ

っ
て
人
々
の
行
動
を
左
右
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
立
場
も
あ
る
。
こ
こ
ま

で
述
べ
る
と
、
人
聞
は
全
く
の
利
己
主
義
で
は
な
い
に
せ
よ
、
彼
ら
を
利
他
的
行
動
へ
と
方
向
付
け
る
た
め
に
は
相
応
の
社
会
条
件
が

必
要
だ
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
の
利
他
主
義
と
は

い
わ
ば
矯
亙
利
他
主
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
点
を
受
け
て
、

た
し
か
に
現
実
の
生
活
に
お
い
て
、
人
々
が
何
ら
か
の
行
動
に
出
る
際
の
動
機
に
つ
い
て
、
利
己
的
と
も
利

他
的
と
も
言
い
切
れ
な
い
こ
と
が
多
い
と
も
思
わ
れ
る
。
我
々
は
利
己
主
義
と
利
他
主
義
の
間
で
絶
え
ず
揺
れ
動
き
、

そ
の
ど
ち
ら
か

に
多
く
傾
く
か
は
そ
の
時
々
の
状
況
に
よ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
理
解
は
、

む
し
ろ
我
々
の
日
常
感
覚
に
適
っ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
、
人
々
の
自
発
的
な
他
者
利
益
的
行
為
を
法
に
お
い
て
佐
置
付
け
る
べ
く
、
「
制
度
的
利
己
」
に
傾
科
し
た
法
制

度
に
対
し
て
中
立
な
制
度
を
求
め
る
「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
に
お
い
て
、
重
要
な
の
は
、
人
聞
の
本
質
を
ど
う
捉
え
る
か

（
性
善
説

か
、
性
悪
説
か
）
に
つ
い
て
唯
一
の
答
え
を
出
す
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、

生
物
学
的
、

心
理
学
的
、
あ
る
い
は
、
社
会
学
的
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に
人
聞
が
生
来
的
に
利
己
的
／
利
他
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
く
先
の
諸
見
解
も
、
そ
の
意
義
は
、
証
明
の
成
否
そ
の
も
の
に
あ
る

と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
従
来
の
法
制
度
が
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
ば
か
り
を
前
提
と
し
て
き
た
こ
と
へ
の
指
摘
に
あ
る
と
解
す
べ

（引）

き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
像
・
人
間
観
の
考
察
に
つ
い
て
、
本
趣
旨
に
適
う
べ
く
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
が
本
米
的
に
利

他
的
か
利
己
的
か
を
結
論
付
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
利
他
的
に
振
舞
う
／
振
舞
え
る
の
か
利
己
的
に
振
舞
う

／
振
舞
え
る
の
か
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
制
度
に
お
け
る
利
他
的
・
他
者
利
益
的
行
動
の
自
由
の
保
障
と
い
う
意
昧
で
の
制
度
の

中
立
性
を
凶
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
ど
う
す
れ
ば
他
者
利
益
的
行
動
へ
と
人
々
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
、

他
主
義
」
に
傾
斜
し
た
議
論
の
立
て
方
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
項
で
は
、
法
制
度
に
お
い
て
よ
り
実
質
的
に
他
者
利
益
的
行
動
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
べ
く
何
に
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ

き
か
、
人
々
の
動
機
に
着
目
し
た
考
察
を
行
う
。
こ
れ
は
、
内
心
と
し
て
の
「
利
他
」
や
「
利
己
」
に
直
接
触
れ
る
こ
と
な
く
両
者
を

保
障
す
べ
く
法
制
度
に
お
け
る
利
己
的
／
利
他
的
な
「
行
動
」
の
自
由
を
制
度
上
保
障
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
内
心
・
行
動
峻
別

家族福祉と「制度的利他」の構想、

ア
プ
ロ
ー
チ
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
法
制
度
を
実
現
す
る
た
め
、
人
々
の
行
動
を
左
右
し
う
る
現
実
的
要

素
に
目
を
向
け
る
も
の
で
あ
る
。

動
機
付
け
の
問
題

〈
後
押
し
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
と
後
方
支
援
型
法
〉

そ
れ
に
伴
う
負
担
を
恐
れ
て
臨
時
す
る
状
況
に
あ
る
と
き
、

そ
れ
ら
の

あ
る
二
疋
の
行
為
に
つ
い
て
実
行
の
意
思
を
有
し
つ
つ
も
、

動
機
付
け
の
観
点
か
ら
捉
え
て

「
後
押
し
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

抑
制
要
素
が
除
去
さ
れ
る
場
面
を
、

この占…、

「
後
方
支
援
」
型
法
は
、
他
者
利
益
的
支
援
・
援
助
行
為
に
お
け
る
同
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
後
方
支

援
」
型
法
に
お
い
て
は
、
あ
る
人
が
自
発
的
支
援
・
援
助
行
為
を
行
う
意
思
を
比
較
的
明
確
に
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
障
害 利
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i見

的
諸
条
件
に
よ
っ
て
行
動
を
臨
時
さ
せ
ら
れ
る
場
合
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
抑
止
要
素
の
除
去
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は

法
的
、
経
済
的
、

「
後
方
支
援
」
型
法
に
お
い
て
主
に
な
さ
れ
る
の
は
、
他
者
利
益

心
理
学
的
負
担
が
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

ヨ』

函岡

的
行
為
を
し
た
い
と
願
い
な
が
ら
も
生
ず
べ
き
負
担
を
恐
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
っ
た
デ
ィ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
、
免
責
や
費
用
負
担
な

（犯）

ど
法
的
、
社
会
的
に
そ
の
軽
減
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
は
、
他
者
利
益
的
行
為
へ
の
意
図
が
既
に
存
在
す
る
場
合
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
動
機
付
け
の
方

法
と
し
て
は
そ
の
発
現
に
つ
い
て
の
障
害
の
除
去
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
受
動
的
／
他
者
指
向
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

〈
機
会
提
供
型
法
〉

「
機
会
提
供
」
型
法
は
、
自
発
的
支
援
・
援
助
行
為
に
つ
い
て
関
心
が
あ
る
も
の
の
、

ど
の
よ
う
に
し
て
実
行
し
て
よ
い
か
そ
の
子

段
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
、
善
の
実
現
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
実
行
に
移
せ
る
仕
組
み
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

（お）

人
々
の
善
意
は
法
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
に
お
い
て
よ
り
よ
く
発
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
発
想
や
、
現
代
の
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
立
つ
社
会
の
目
的
が
個
人
に
自
由
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
普
通
の
人
々
が
、
自
分
達
の
家
族
や
個
人
的
関
係

と
い
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
外
に
お
い
て
他
者
利
益
的
行
動
を
行
う
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
自
由
の
一
つ
と
し
て
確
保
す
る
べ

（鈍）

き
だ
と
す
る
主
張
は
、
こ
れ
に
関
連
し
よ
う
。
他
方
、
こ
う
し
た
機
会
が
提
供
さ
れ
、
提
示
さ
れ
た
選
択
肢
に
従
っ
た
行
動
を
と
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
利
他
的
行
為
を
し
て
い
る
と
の
明
確
な
意
識
が
当
人
に
な
く
と
も
、
客
観
的
に
は
、
他
者
利
益
的
な
結
果
が
生
じ
て
い

る
と
い
っ
た
社
会
状
況
を
考
え
う
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
他
者
利
益
的
行
為
に
関
し
て
、
①
他
人
へ
の
善
意
が
全
て
の
行
動
根
拠
で
あ
り
結
果
で
あ
る
場
合
、
②

他
者
へ
の
善
意
が
一
次
的
理
由
で
あ
る
が
同
時
に
自
己
利
益
も
結
果
的
に
図
ら
れ
る
場
合
③
自
己
利
益
が
主
な
行
動
根
拠
で
あ
る
が
二

次
的
に
他
人
を
利
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
④
自
己
利
益
が
全
て
の
行
動
根
拠
で
あ
る
が
結
果
的
に
他
人
を
利
す
る
こ
と
に
な
っ
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た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

〈
積
極
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
相
互
性
〉

他
の
動
機
付
け
と
し
て
、
当
該
行
為
に
よ
る
な
ん
ら
か
の
見
返
り
を
期
待
す
る
人
々
の
心
理
に
関
わ
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
、
見
返
り
（
へ
の
期
待
）
を
契
機
と
し
て
人
々
が
あ
る
一
定
の
行
為
へ
と
積
極
的
に
向
く
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
の
動
機
づ
け
を

「
積
極
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。
見
返
り
の
内
容
に
つ
い
て
、
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
し
て
は
、
行
為
の

報
酬
と
し
て
の
メ
ダ
ル
、
公
表
、
金
銭
等
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、

だ
か
ら
こ
そ
よ
り
重
要
性
を
有
す

る
と
考
え
う
る
も
の
に
、
相
互
性
が
あ
る
。

相
互
性
は
、
自
己
の
な
し
た
行
為
へ
の
返
礼
と
し
て
同
種
の
行
為
を
受
け
る
こ
と
を
期
待
し
、
自
ら
先
に
着
手
す
る
場
合
に
関
わ
る
。

こ
こ
で
、
相
互
性
は
、
「
積
極
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
」
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
た
だ
し
、
自
己
の
行
為
に
対
す
る
返
礼
が

家族福祉と「制度的利他jの構想、

あ
く
ま
で
受
益
者
側
の
気
持
ち
次
第
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
明
確
に
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
の
対
価
的
関
係
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
の
相
互
性
は
暖
昧
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
自
分
が
将
来
同
様
な
状
況
に
置
か
れ
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
不
確
か
な
の
で
あ
り
、
実
際
に
返
礼
を
受
け
る
の
が
い
つ
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
も
、
暖
昧
あ
る

い
は
長
期
的
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
「
積
極
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
」
と
し
て
の
相
互
性
は
、
期
待
感
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
対

価
性
の
明
白
な
交
換
と
は
異
な
る
性
質
の
も
の
と
い
え
る
。
さ
ら
に
は
、
当
該
行
為
の
受
益
者
本
人
か
ら
返
礼
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と

す
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
個
人
の
自
由
を
尊
重
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
社
会
連
帯
の
有
用
性
を
説
く
よ
う
な

（お）

場
合
に
、
「
相
互
扶
助
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
際
の
「
相
互
」
が
何
を
意
味
し
、
ど
の

こ
の
相
互
性
に
つ
い
て
、

よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
、
よ
り
よ
く
機
能
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
深
く
問
わ
れ
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説

て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
着
目
し
、
相
互
性
の
持
つ
意
義
を
検
討
す
る
。

第
二
章

相
互
性
の
主
張
と
「
制
度
的
利
他
」

三ι
ロ岡

暖
昧
な
相
互
性

相
互
性
に
つ
い
て
、

ガ
ン
ベ
ッ
タ
は
、
あ
る
行
為
の
成
就
が
、
他
方
が
協
力
的
に
た
C
E
C
宮

E
p
a－
－
行
動
す
る
か
ど
う
か
に
大

き
く
依
存
し
た
状
況
に
お
い
て
問
題
に
な
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
こ
の
意
味
で
、
相
互
性
と
は
、
交
換
よ
り
も
共
同
・
協
力
（

gー

（お）

の
概
念
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

。目）

g－
山
門
｛
。
ロ
）

相
互
性
と
区
別
さ
れ
る
も
の
に
互
酬
性
が
あ
る
が
、
両
者
の
違
い
は
、
後
者
が
、
受
け
子
が
与
え
子
に
対
し
て
返
還
を
行
う
と
き
に

生
じ
る
（
時
間
的
に
多
少
の
ず
れ
が
あ
ろ
う
と
も
）

の
に
対
し
、
相
互
性
は
、
受
け
手
が
、

必
ず
し
も
そ
の
与
え
子
に
限
ら
ず
、
他
の

誰
か
に
返
還
す
る
場
合
（
こ
の
場
合
は
、
厳
密
な
意
味
の
「
返
還
」
か
ら
は
外
れ
る
が
）
に
も
成
立
し
う
る
点
で
あ
る
。
与
え
手
は
、

必
ず
し
も
そ
の
当
該
受
け
手
か
ら
返
還
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
他
の
与
え
子
に
よ
る
利
得
の
受
け
手
か
ら
の
返
還
に
よ
っ
て
も
、
全
体

と
し
て
み
れ
ば
、
相
互
性
が
充
足
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

互
酬
性
の
場
面
と
し
て
、
最
も
厳
格
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
市
場
に
お
け
る
経
済
的
交
換
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

「
明
日

君
を
手
伝
う
か
ら
、
今
日
は
僕
を
手
伝
っ
て
欲
し
い
」
と
約
束
し
翌
日
そ
れ
を
実
行
す
る
と
い
っ
た
、
社
会
的
交
換
も
考
え
ら
れ
る
。

」
れ
に
対
し
、
相
互
性
の
場
面
と
し
て
は

い
つ
か
自
分
も
そ
の
恩
恵
を
こ
う
む
る
こ
と
を
期
待
し
て
行
う
輸
血
が
考
え
ら
れ
る
。
だ

が
、
実
際
に
自
分
が
輸
血
を
必
要
と
す
る
場
面
に
陥
る
か
ど
う
か
は
不
確
か
で
あ
る
し
、

そ
の
時
、
自
分
の
血
液
取
得
者
か
ら
得
る
わ

け
で
も
な
い
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
相
互
性
と
は
期
待
感
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。
他
方
、
輸
血
の
場
面
に
お
い
て
、
よ
り
多
く

の
人
が
関
心
を
一
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
献
血
シ
ス
テ
ム
が
よ
り
充
実
し
て
い
け
ば
、
自
分
が
万
一
輸
血
を
必
要
と
す
る
場
面
に
陥
っ
た
際
、
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思
恵
を
受
け
う
る
可
能
性
は
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
相
互
性
と
は
、

（幻）

「
関
心
を
持
っ
た
聴
衆
が
い
る
」
こ
と
に
よ
っ
て

成
立
し
う
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
相
互
性
は
、
長
期
的
で
対
象
が
限
定
さ
れ
ず
、

ベ
イ
オ
フ
が
暖
昧
で
あ
り
、
存
在
の
証

明
が
困
難
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

相
互
性
の
確
保

相
互
性
の
存
在
証
明
が
困
難
で
あ
る
点
に
関
連
し
て
、
不
確
実
と
は
い
え
、
相
互
性
へ
の
期
待
は
「
積
極
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
」
と

し
て
機
能
し
、
人
々
を
他
者
利
益
的
行
為
へ
と
誘
導
し
う
る
点
に
着
目
す
る
。
こ
こ
で
、
相
互
牲
の
確
保
を
考
え
る
と
き
、
「
す
れ
ば

返
っ
て
く
る
」
と
い
う
意
味
で
の
相
互
性
の
確
保
に
の
み
集
中
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
受
益
者
に
返
還
を
強
制
す
る
こ
と
す
ら
認
め
る

こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
だ
が
、
相
互
性
を
そ
れ
へ
の
期
待
を
含
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
別
の
方
法
を
導
き
出
し
う
る
と
考
え
る
。

〈ゲ
l
ム
理
論
〉

こ
こ
で
、
文
字
通
り
の
自
己
利
益
的
観
点
に
立
っ
て
厳
密
な
意
味
で
の
相
互
性
を
考
え
る
と
き
、
他
者
利
益
的
行
動
を
思
案
中
で
あ

家族福祉と「制度的手lj他」の構想、

る
が
自
分
自
身
は
ま
だ
そ
う
い
っ
た
恩
恵
を
こ
う
む
っ
て
い
な
い
場
合
、

い
わ
ゆ
る
「
囚
人
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
が
問
題
と
な
り
う
る
。

こ
れ
に
関
連
す
る
ゲ
l
ム
理
論
は
、
互
い
の
聞
に
相
互
信
頼
が
欠
け
て
い
る
と
き
で
さ
え
好
ま
し
い
結
果
が
招
か
れ
る
と
し
て
、

A
日

（お）

理
的
行
動
へ
の
動
機
づ
け
に
よ
っ
て
協
同
が
「
引
き
出
さ
れ
る
（
E
m
m巾
吋
包
こ
様
子
を
理
論
化
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
特
に
、
囚
人

達
は
釈
放
さ
れ
る
も
さ
れ
な
い
も
相
手
の
言
動
次
第
で
あ
る
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
相
互
に
感
じ
て
お
り
、
相
手
方
も
同
様
の
心
境

に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
協
力
が
よ
り
動
機
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
戦
略
的
合
理
性
の
考

え
方
を
め
ぐ
っ
て
、
ゲ
ー
ム
理
論
か
ら
社
会
的
共
同
性
に
基
づ
く
他
者
と
の
関
係
を
表
現
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
主
張
が

あ
る
。
白
己
利
益
す
な
わ
ち
効
用
の
最
大
化
を
目
的
と
し
て
、
他
者
と
の
関
係
を
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
考
え
る
戦
略
的
合
理
性
の

議
論
に
お
い
て
は
、
人
々
が
協
力
す
る
行
為
は
あ
く
ま
で
自
己
利
益
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

一
般
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
も
、

（阪大法学） 53 (1 225) 225〔2003.5〕



説

他
者
へ
の
協
力
が
自
分
の
評
判
を
高
め
る
等
、
自
己
利
益
的
観
点
か
ら
の
み
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
他
者
と
の
関
係
構
築
や
他
者

に
利
益
を
与
え
る
こ
と
そ
の
も
の
に
対
す
る
欲
求
を
組
み
入
れ
る
余
地
は
な
い
。

九

時間

「
凶
人
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
が
生
じ
る
大
き
な
原
因
と
し
て
、
互
い
の
意
思
疎
通
の
欠
落
が
考
え
ら
れ
る
。
互
い
の
意
思
疎
通
が
阿
ら

れ
て
い
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、

た
と
え
、
実
際
に
は
両
当
事
者
が
完
全
な
ま
で
の
協
力
意
思
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
し
て
も
、
果

た
し
て
相
手
方
も
同
様
で
あ
る
の
か
、
そ
の
意
図
や
相
互
利
益
的
な
行
動
の
実
行
に
つ
い
て
確
信
が
持
て
な
い
た
め
、
自
ら
の
行
動
を

決
し
兼
ね
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
相
互
性
の
場
合
に
も
問
題
と
な
り
う
る
。
対
面
性
の
な
い
現
代
社
会
に
お
い
て
、
他
者

利
益
的
行
動
を
決
意
す
る
に
あ
た
り
、
受
益
者
が
返
礼
す
る
か
否
か
を
厳
格
に
考
慮
に
入
れ
て
決
断
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
同
様
の

状
況
に
陥
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
想
定
さ
れ
る
人
間
は
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
閉
ざ
さ
れ
た
空

聞
で
自
己
の
身
体
の
自
由
や
生
存
を
賭
け
、
自
己
の
利
益
を
図
る
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
囚
人
で
あ
る
必
要
は
な
い
。

〈
フ
リ
l
ラ
イ
、
ダ
l
の
問
題
〉

同
様
に
自
己
利
益
的
観
点
か
ら
相
互
性
を
検
討
す
る
際
、
先
と
は
逆
の
例
と
し
て
、
既
に
他
人
の
行
為
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
た
が
、

自
分
自
身
は
未
だ
同
様
の
他
者
利
益
的
行
動
を
本
人
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
誰
に
対
し
て
も
「
返
し
て
い
な
い
」
と
い
う
場
合
が
考

え
ら
れ
る
。

（刊）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
善
の
連
鎖
反
応
」
を
説
く
立
場
が
あ
る
。
他
者
利
益
的
行
為
の
受
益
者
は
将
来
に
お
い
て
自
ら
も
他
人
を
助

け
る
傾
向
が
強
く
な
る
と
し
、
結
果
と
し
て
、
社
会
全
体
が
利
他
的
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
返
礼
と
し
て
行
わ
れ
る
他
者
利
益
的
行
為
が
実
際
に
社
会
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
相
互
性
の
ネ
ッ
ト
ワ

（

4
）
 

l
ク
」
が
出
現
、
拡
大
し
、
や
が
て
安
定
性
を
有
し
て
い
く
と
す
る
。

反
対
の
反
応
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
フ
リ
l
ラ
イ
、
ダ
l
の
問
題
が
あ
る
。

フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
！
と
は
、
自
分
は
他
者
の
行
為
か
ら
利
益
を
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得
た
も
の
の
自
ら
は
返
礼
と
し
て
そ
れ
に
見
合
っ
た
負
担
を
行
わ
な
い
、

い
わ
ゆ
る
た
だ
乗
り
に
甘
ん
じ
る
人
々
を
指
す
。
こ
の
よ
う

な
フ
リ
l
ラ
イ
ダ
l
の
存
在
は
、
相
互
性
に
期
待
し
て
他
者
利
益
的
行
動
に
出
ょ
う
と
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
思
い
と
ど
ま
ら

せ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ

た
だ
乗
り
の
人
が
い
る

（
自
分
は
同
じ
利
益
を
受
け
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
不
安
や
、

」
と
の
不
快
感
な
ど
）
と
し
て
働
く
恐
れ
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
人
々
の
不
安
を
か
き
消
す
べ
く
、

フ
リ
l
ラ
イ
ダ
l
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
強
制
論
が
唱
え
ら
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

」
の
場
合
、
誰
が
フ
リ
l
ラ
イ
、
ダ
ー
で
あ
る
か
否
か

つ
ま
り
、
誰
が
過
去
に
利
益
を
受
け
て
い
る
か
を
調
査
す
る
こ
と
は
極
め
て
困

難
で
あ
り
負
担
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、
全
員
強
制
論
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
強
制
論
は
、
自
発
的
な
他
者
利
益
的
行
為
や
そ
れ
へ
の
人
々
の
欲
求
を
、
法
制
度
上
存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
存

在
す
る
と
期
待
で
き
な
い
も
の
と
定
め
て
し
ま
う
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
人
間
関
係
を
対
抗
的
に
の
み
捉
え
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る

（必）

い
は
、
関
係
構
築
を
阻
み
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
強
制
は
必
ず
し
も
機
能
す
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
制
度
に
お
い
て

家族福祉と「制度的利f也」の構想、

も
た
だ
乗
り
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
避
け
る
こ
と
に
懸
命
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
結
局
、
よ
り
強
い
強
制
と
よ
り
佼

滑
な
回
避
と
い
う
悪
循
環
を
招
く
に
留
ま
る
で
あ
ろ
う
。
自
己
利
益
的
観
点
に
徹
し
、
究
極
的
に
は
強
制
に
よ
っ
て
相
互
性
を
確
保
し

必
ず
し
も
相
互
性
を
確
保
し
う
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、

ょ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、

た
し
か
に
、
強
制
の
不
在
は
フ

リ
l
ラ
イ
ダ
l
の
存
在
を
許
し
、
短
期
的
な
相
互
性
の
崩
さ
れ
る
可
能
性
を
生
じ
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
短
期
的
に
見
た

場
合
で
あ
り
、
受
益
者
以
外
の
誰
か
が
フ
リ
l
ラ
イ
ダ
l
に
代
わ
っ
て
利
他
的
行
為
者
に
返
礼
す
る
な
ら
ば
、
相
互
性
は
補
足
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
長
期
的
に
見
れ
ば
、
全
体
と
し
て
の
相
互
性
が
成
立
し
て
い
る
と
考
、
え
う
る
の
で
あ
る
。

「
相
互
信
頼
」
の
概
念
に
よ
っ
て
説
明
を
試
み
る
立
場
が
あ
る
。
こ
の
相
互
信
頼
を
、
ガ
ン
ベ
ッ
タ
は
、
「
ぁ

（必）

た
か
も
信
頼
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
行
為
（
〆
印
弓
可
5
t
D
m）
」
と
表
現
す
る
。
そ
し
て
、
相
互
信
頼
は
、
単
に
シ
ス
テ
ム
を
良
好

こ
の
点
に
つ
い
て
、

（阪大法学） 53 (1 227) 227〔2003.5〕



説

な
も
の
に
す
る
こ
と
だ
け
で
自
ず
と
生
じ
る
よ
う
な
副
産
物
で
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
実
際
に
返
礼
的
利
他
行
為
の
存
在
が
事
実
と
し

し
て
し
ば
し
ば
機
能
す
る

と
を
考
慮
す
る
と
き

相
互
性
と

は
単
な
る
事
実
的
証
明
を
超
越
す
る
も
グ〉

と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
っ

阪大法学） 53 (1-228) 228〔2003.5〕

て
社
会
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
み
出
さ
れ
高
め
ら
れ
て
い
く
も
の
だ
と
す
る
。
こ
こ
で
、

「
相
互
信
頼
」
の
内
容
を

ラム
両岡

相
互
性
の
成
立
に
関
す
る
も
の
と
捉
え
、
信
頼
の
た
め
に
は
相
互
性
成
立
の
前
例
が
多
数
提
示
さ
れ
実
証
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
述
べ

て
い
る
と
解
す
る
と
き
、
「
信
頼
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
そ
れ
は
事
実
的
確
実
性
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
た
し
か
に
、

相
互
性
成
立
の
事
実
的
証
明
は
、

「相
互
信
頼
」
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

た
と
え
あ
る
時
点
で
相
互
性
の
確
実
さ

が
完
全
に
実
証
さ
れ
た
と
し
て
も
、
過
去
の
前
例
を
用
い
て
将
来
の
事
例
を
予
期
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
の
み
で
十

分
に
説
明
し
た
、
」
と
に
は
な
ら
な
い
。

そ
う
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

「
相
互
性
」
が
あ
る
行
為
を
行
う
か
ど
う
か
の
決
断
に
あ
た

っ
て

「
積
極
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
」
と

そ
れ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
相
互
性
へ
の
期
待
感
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
自
分
が
他
者
利
益
的
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
単
な
る
一
方

い
つ
か
自
分
が
必
要
と
な
っ
た
際
に
は
社
会
の
中
の
誰
か
が
返
礼
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
誰
か
の
存

的
行
為
に
は
な
ら
ず
、

在
へ
の
期
待
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
相
互
性
を
、
相
互
性
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
期
待
感
と
捉
え
、
具
体
的
に
は
、
受
益
者
に

代
わ
っ
て
見
返
り
を
与
え
て
く
れ
る
誰
か
の
存
在
に
期
待
す
る
と
き
、
相
互
性
は
そ
の
存
在
が
証
明
さ
れ
な
く
と
も
、
「
積
極
的
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ヴ
」
と
し
て
機
能
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
人
々
が
他
者
利
益
的
行
為
へ
の
積
極
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
得
る
に
あ
た
り
、
自
ら
の
利
他
的
行
為
が
報
わ
れ
る
と
期
待
で

き
る
最
低
限
の
主
観
的
蓋
然
性
を
保
持
で
き
る
状
況
に
あ
る
こ
と
は
有
用
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
最
低
限
の
主
観
的
・
蓋
然
性
を
与
え

う
る
何
ら
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
と
き
、
積
極
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
は
最
も
よ
く
機
能
す
る
と
忠
わ
れ
る
。
相
互
性
を
、
暖
昧
だ
が

期
待
で
き
る
も
の
と
す
べ
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
整
え
る
と
い
う
発
想
が
こ
れ
に
関
連
す
る
。



暖
昧
な
相
互
性
と
メ
カ
ニ
ズ
ム

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
人
々
が
相
互
性
の
成
立
に
協
力
し
う
る
幾
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
の
提
示
を
試
み
る
。

ま
ず
、
他
者
利
益
的
行
為
が
お
こ
わ
な
わ
れ
る
場
合
と
し
て
、
①
他
人
へ
の
善
意
が
全
て
の
行
動
根
拠
で
あ
り
結
果
で
あ
る
場
合
、

②
他
者
へ
の
善
意
が
一
次
的
理
由
で
あ
る
が
二
次
的
に
自
己
利
益
も
図
ら
れ
る
場
合
③
自
己
利
益
が
主
な
行
動
根
拠
で
あ
る
が
二
次
的

に
他
人
を
利
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
④
自
己
利
益
が
全
て
の
行
動
根
拠
で
あ
る
が
結
果
的
に
他
人
を
利
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場

合
が
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、

「
返
礼
」
が
発
生
す
る
過
程
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
行
為
の
受
け
手
自

身
に
よ
る
場
合
（
よ
り
互
酬
性
に
近
く
な
る
）
②
別
の
受
け
手
が
「
善
の
連
鎖
作
用
」
を
受
け
て
行
う
場
合
③
な
ん
ら
か
の
感
銘
を
受

け
た
人
々
に
よ
る
場
合
（
理
由
は
、
相
互
依
存
、
立
場
の
置
き
換
え
、
同
情
等
様
々
で
あ
ろ
う
）
④
制
度
上
「
機
会
の
提
供
」
が
整
え

ら
れ
、
他
者
利
益
的
行
動
の
選
択
肢
が
提
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

そ
れ
ら
の

一
つ
に
当
て
は
ま
る
行
動
が
と
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。

様
々
な
動
機
に
基
づ
い
た
こ
れ
ら
他
者
利
益
的
行
為
の
「
授
・
授
」
は
、
個
々
人
に
よ
っ
て
も
可
能
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
が
な
ん
ら

家族福祉と「制度的利f也」の構想、

か
の
形
で
オ
l
ガ
ナ
イ
ズ
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
よ
り
効
率
的
、
効
果
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
個
別
に
な

さ
れ
て
き
た
自
発
的
支
援
・
援
助
行
為
の
集
約
が
行
わ
れ
自
発
的
支
援
行
為
の
集
積
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
確
立
す
る
と
き
、
そ
れ
は
同
時
に
、

自
発
的
支
援
・
援
助
行
為
を
必
要
と
す
る
人
々
に
供
給
す
る
機
構
（
供
給
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
と
な
り
う
る
。
こ
れ
は
、
法
に
よ
っ
て
国

家
が
個
別
の
支
援
・
援
助
行
為
を
吸
収
し
て
い
く
過
程
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
人
と
人
と
の
個
別
的
・
直
接
的
関
係
が
、
法
に
よ

っ
て
支
援
を
受
け
、
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
に
よ
る
押
し
付
け
で
は
な
く
、
人
々
の
自
発
性
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
る
。

こ
こ
に
、
全
体
と
し
て
の
相
互
性
｜
｜
暖
昧
な
が
ら
も
期
待
で
き
る
相
互
性
ー
ー
を
保
障
す
る
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
成
立
し
、
こ

う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
に
よ
っ
て
、
自
己
利
益
追
求
行
為
と
他
者
利
益
追
求
行
為
と
の
間
で
揺
れ
動
く
人
聞
は
、

そ
の
両
機
会
を

失
う
こ
と
な
く
行
動
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
人
々
は
互
い
に
、
家
族
、
友
人
、
仕
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2見

事
場
で
の
同
僚
、
近
所
と
い
っ
た
対
面
的
関
係
に
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
「
繋
が
る
」
こ
と
が
で
き
る
一
方
、

そ
の
よ
う
な
関
係
に
入

ラh
H岡

る
か
否
か
個
人
の
選
択
に
任
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
自
由
主
義
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
生
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
「
積
極
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
」
と
し
て
の
相
互
性
は
、
人
々
を
他
者
利
益
的
行
為
に
駆
り
立
て
る
と
い
う

側
面
よ
り
む
し
ろ
、
他
者
利
益
的
行
為
を
既
に
／
半
ば
決
意
し
て
い
る
人
々
が
、
「
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」
と
し
て
よ
り
納
得
し

や
す
く
な
る
効
果
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
依
然
、
後
押
し
的
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
相
互
性
の
有
す
る
自
己

説
得
的
機
能
の
、

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構
築
を
通
じ
て
の
保
障
は
、

「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
に
資
す
る
と
考
え
る
。
輸
血
シ
ス
テ
ム
が
、

（
叫
）

必
ず
し
も
ペ
イ
オ
フ
が
な
く
と
も
成
立
し
て
い
る
状
況
が
こ
れ
に
似
て
い
る
。
次
章
で
は
、
子
の
福
祉
の
た
め
の
養
子
収
養
に
つ
い
て

英
国
で
起
こ
っ
た
司
法
改
革
を
中
心
に
、
「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
の
検
討
を
続
け
る
。

一
九
二
六
年
の
立
法
以
降
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
養
子
制
度
は
近
代
養
子
法
の
モ
デ
ル
と
み
ら
れ
て
き
た
が
、
特
に
、
最
近
の

（
何
）

動
向
は
、
自
発
性
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
同
時
に
適
正
化
を
図
る
法
制
度
の
あ
り
方
、
家
族
に
お
け
る
支
援
の
外
部
化
、
さ
ら
に
は
、

社
会
シ
ス
テ
ム
と
法
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
糸
口
と
な
る
と

（
必
）

考
え
る
。
養
子
制
度
は
、
国
際
社
会
の
動
き
も
あ
り
今
日
様
々
に
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
、

「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
を
示
す
の
に
必
要
な
範
囲
で
記
述
す
る
に
と
ど
め
、
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
。

第
三
章

家
族
福
祉
に
お
け
る
「
制
度
的
利
他
」
の
可
能
性

｜
｜
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
養
子
収
養
に
関
す
る
司
法
改
革
の
動
き
｜
｜

法
的
養
子
収
養
制
度
成
立
の
過
程
｜
｜
事
実
上
の
養
子
縁
組
か
ら
、
法
制
度
化
、
適
正
化
へ
の
動
き

（
灯
）

一
般
に
現
代
社
会
に
お
い
て
、
養
子
制
度
は
、
子
供
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
の
子
段
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
現
代
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の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
保
護
命
令
に
よ
り
裁
判
所
の
保
護
下
に
入
っ
た
子
供
や
、

地
方
当
局
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
部
に
よ
っ
て
二
四
時

間
以
上
施
設
に
入
っ
た
子
供
に
対
し
て
、
子
供
の
た
め
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
役
割
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
養
子
制
度
は
、
「
子

（必）

供
に
、
家
族
に
属
す
る
こ
と
に
よ
る
安
心
感
を
与
え
る
法
制
度
で
あ
る
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
養
子
制
度
は
十
八
世
紀
以
降
よ
く
知
ら
れ
る
社
会
制
度
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
法
的
に
認
知

（約）

さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
養
子
制
度
の
法
的
認
知
に
つ
い
て
は
、
主
に
、
血
縁
上
の
親
に
よ
る
子
供
引
渡
し
請
求
か
ら
事
実
上
の

養
親
を
保
護
す
べ
く
、
そ
の
文
脈
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
養
子
収
養
を
法
制
度
化
す
る
最
初
の
試
み
は
、

一
八
八
九
年
、

一
八
九

O
年
の
法
案
で
あ
る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
け
る
基
本
原
理
ー
ー
ー
親
権
な
ら
び
に
親
と
し
て
の
義
務
の
不
可
譲
性
ー
ー
に
よ
っ
て

（叩）

阻
ま
れ
た
。

養
親
の
保
護
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
養
子
収
養
に
法
的
地
位
を
与
え
な
い
こ
と
は
養
親
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
不
安
感
を
あ
お
り

（日）

（出。℃片山口

g
D）
委
員
会
報
告
で
強
調
さ

養
子
収
養
を
減
少
さ
せ
兼
ね
な
い
と
の
危
倶
を
背
景
に

一
九
二

O
年
の
ホ
プ
キ
ン
ソ
ン

家族福祉と「制度的利他jの構想、

れ
た
。
ま
た
、
養
子
制
度
の
持
つ
福
祉
的
側
面
と
、
養
親
に
な
ろ
う
と
い
う
欲
求
の
法
的
保
護
は
、
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

主
張
さ
れ
た
。

（叶。
E
ロ
ロ
）
委
員
会
は
こ
の
主
張
に
対
し
て
慎
重
で
あ
っ
た
も
の
の
、
「
養
親
の
心
情
は

（日）

同
感
し
尊
敬
に
値
す
る
」
と
し
て
、
養
親
と
養
子
の
関
係
を
な
ん
ら
か
の
形
で
認
知
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

｝
れ
に
続
く
一
九
二
五
年
の
ト
ム
リ
ン

（
事
実
上
の
）
養
子
縁

組
に
関
わ
る
人
々
の
利
益
の
保
護
に
よ
っ
て
養
子
収
養
に
関
心
を
持
つ
人
々
が
増
加
す
る
と
の
期
待
の
下
、

（

M）
 

が
成
立
し
、
養
親
縁
組
の
永
遠
性
・
取
り
消
し
不
可
能
性
が
確
立
さ
れ
た
。

一
九
二
六
年
養
子
法

（
（

Uz－
－
仏
門
角
川
口
〉
立
円
。
N

∞）

こ
う
し
て
、
養
子
収
養
は
徐
々
に
法
制
度
の
中
に
入
っ
て
き
た
。
法
制
度
は
、
養
親
を
望
む
人
々
の
存
在
を
期
待
し
、
彼
ら
の
意
志

を
阻
む
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
、
ま
た
意
志
が
よ
り
容
易
に
社
会
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
て
き
た
と
言
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説

え
る
。
さ
ら
に
、
養
親
確
保
の
必
要
性
に
加
え
、
養
親
の
適
切
性
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ほ
と
ん
ど
規
制
ら
し
い
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
次
第
に
養
子
縁
組
を
行
う
者
に

モ子A
両岡

養
子
収
養
が
法
に
導
入
さ
れ
た
際
に
は
、

（日）

制
約
が
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
中
で
も
、
登
録
団
体
に
よ
る
養
子
縁
組
、
あ
る
い
は
、
団
体
を
通
じ
な
い
と
き
は
地
方
当
局
へ
報
告

（回）

す
る
場
合
の
み
法
的
に
認
め
る
と
い
う
公
的
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
専
門
化
が
図
ら
れ
た
。
一
九
七
六
年
に
は
、
養
子
団
体
の

（

日

）

（

路

）

全

国

的

登

録

が

勧

告

さ

れ

、

一

九

八

二

年

に

完

成

さ

れ

る

。

他

店

で

、

一
連
の
養
子
収
養
専
門
化
の
動
き
は

一
九
七
二
年
の
ホ
l
ト

ン

（図。己
m
z
c
D）
委
員
会
は
、
養
子
縁
組
を
一
般
的
な
子
供
の
福
祉
と
し
て
位
置
づ
け
、

ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
の
提
携
を
主
張
し
た
。

地
方
当
局
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
義

務
を
負
う
こ
と
を
勧
告
し
、

そ
の
際
、

こ
う
し
て
、
法
に
よ
っ
て
養
子
収
養
の
た
め
の
最
低
基
準
が
維
持
さ
れ
る
と
と
も
に
、
第
一
次
的
に
は
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
委

ね
る
と
い
う
構
図
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
養
子
制
度
の
自
発
性
と
セ

l
フ
ガ
ー
ド
と
の
二
つ
の
要
請
を
充
た
す
べ
く
、

パ
一
フ
ン

ス
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
に
子
供
の
福
祉
と
し
て
養
子
収
養
を
捉
え
る
考
え
方
に
対
し
て
、
古
代
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
の
は
後
継
者

確
保
の
た
め
の
養
子
縁
組
で
あ
っ
た
。
先
述
の
一
九
二
六
年
養
子
法
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
年
か
ら

一
九
一
八
年
）

の
結
果
数
多
く
生
ま
れ
た
父
親
の
な
い
子
供
た
ち
の
存
在

Q
C
2者
向
（
U
E
E）
が
あ
っ
た
が
、
養
子
縁
組
に
対
す
る
、

大
人
の
満
足
（
主
に
、
後
継
者
を
得
る
な
ど
）
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
子
供
の
福
祉
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
は
、
こ
の
頃
に
始
ま
っ

（

ω）
（

臼

）

た
と
さ
れ
る
。
養
子
縁
組
は
、
孤
児
や
非
嫡
出
子
を
救
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
乳
児
養
子
の
数
は
半
数
以
下
に
減
少
し
、
現
在
で
は
、
む
し
ろ
、
施
設
で
の
保
護
守
口
Z
－n
g
Z
由吉田

（臼）

か
ら
養
子
に
な
っ
た
子
供
が
全
体
の
半
分
を
占
め
て
い
る
と
さ
れ
る
。
年
齢
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
、
乳
幼
児
の
養
子
収
養
に

Z
E）

 

比
べ
て
抱
え
て
い
る
家
庭
の
問
題
（
児
童
虐
待
、
育
児
放
棄
な
ど
）
や
心
理
的
問
題
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
（
年
齢
が
高
く
な
る
に
つ
れ
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て
、
元
の
親
に
対
す
る
記
憶
は
鮮
明
に
な
る
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
養
子
縁
組
が
増
加
し
て
い
る
現
象
は
、
養
子
収
養
の
目

的
が
親
の
た
め
よ
り
も
子
供
の
た
め
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

養
子
融
組
を
親
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
の
か
｜
｜
親
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
子
供
を
与
え
る
｜
｜
、
そ
れ
と
も
子
の
観
点
か

ら
考
察
す
る
の
か
｜
｜
子
供
に
家
庭
を
与
え
る
ー
ー
と
い
う
問
い
は
、
養
子
収
養
を
ど
の
よ
う
に
規
制
す
る
か
に
関
わ
る
と
さ
れ
る

（

ω）
 

が
、
こ
の
よ
う
に
よ
り
複
雑
化
し
つ
つ
あ
る
児
童
福
祉
の
実
態
に
目
を
向
け
る
と
き
、
単
に
養
親
候
補
者
の
規
制
を
説
く
の
み
な
ら
ず
、

（
山
別
）

そ
の
他
者
利
益
的
側
面
に
目
を
向
け
る
必
要
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
、
え
る
で
あ
ろ
う
。

管
理
姿
勢
に
代
わ
る
も
の

以
上
の
考
察
か
ら
、
先
述
の
養
親
希
望
者
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、

セ
ー
フ
ガ
l
ド
な
ど
養
親
希
望
者
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
問
題
に
関

連
し
て
、
不
適
切
な
者
を
拒
絶
し
よ
う
と
す
る
管
理
姿
勢
で
臨
む
よ
り
、
ま
ず
は
彼
ら
を
賞
賛
に
値
す
べ
き
人
々
と
し
て
受
け
と
め
た

（
山
山
）

上
で
、
適
切
性
を
図
り
維
持
す
る
方
法
を
検
討
す
る
姿
勢
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
。
高
す
ぎ
る
ハ
ー
ド
ル
を
与
え
る
よ
り
も
、
彼
ら

家族福祉と「制度的利他jの構想

か
っ
、
そ
の
成
長
に
あ
た
り
サ
ポ
ー
ト
の
継
続
を
社
会
が
怠
ら
な
い
と
い
う
姿
勢
｜
｜
支
援
姿
勢
ー
ー
で
あ
る
。

（

訂

）

こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
よ
り
、
彼
ら
は
、
価
値
あ
る
存
在
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
よ
り
多
く
の
養
親
希
望
者
の
確
保
が
可
能

（
山
田
）

と
な
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
「
養
親
は
、
国
家
的
資
源
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
養
親
立
候
補
者
な
ら
び
に
養

の
成
長
に
期
待
し
、

子
収
養
に
関
心
を
有
す
る
者
の
不
安
を
取
り
除
き
、
よ
り
容
易
に
実
行
に
移
せ
る
よ
う
彼
ら
を
支
え
て
い
く
方
法
を
考
察
す
べ
き
と
す

る
姿
勢
で
あ
る
。
権
利
対
抗
的
人
間
関
係
を
基
本
と
す
る
管
理
の
考
え
方
、
す
な
わ
ち
、
自
発
的
な
支
援
で
あ
る
養
子
以
養
を
、
そ
の

（

的

）

任
意
性
ゆ
え
に
通
常
通
り
の
責
任
追
及
の
対
象
と
し
て
の
み
規
定
す
る
構
図
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
形
式
的
要
件
に
つ
い
て
、
単
な
る
年
齢
、
健
康
状
態
、

そ
の
他
の
事
柄
（
特
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
場
合
に
は
、
人

種
）
に
よ
っ
て
一
律
に
養
親
希
望
者
を
排
除
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
、
刑
事
上
の
犯
罪
歴
な
ど
に
制
限
事
項
を
限
る
旨
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E見

が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
加
え
、
適
性
検
査
を
最
初
の
段
階
で
行
う
だ
け
で
な
く
、
訓
練
を
受
け
な
が
ら
評
価
さ
れ
る
シ
ス
テ

（刊）

ム
を
整
備
す
る
必
要
性
が
主
張
さ
れ
る
。
ま
た
、
収
養
後
の
サ
ポ
ー
ト
や
金
銭
的
サ
ポ
ー
ト
が
、
後
方
支
援
的
役
割
を
果
た
し
う
る
。

コゐ、
回開

後
者
に
つ
い
て
、
精
神
的
、

心
理
的
、
感
情
的
、
行
動
的
に
問
題
を
抱
え
る
子
供
や
大
家
族
出
身
の
子
供
な
ど
特
別
の
ニ

l
ズ
を
有
す

（円）

る
子
供
に
対
し
て
、
金
銭
的
サ
ポ
ー
ト
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
困
難
を
抱
え
た
子
供
に
対
す
る
収
養
後
サ
ポ
ー
ト
の
重
要

な
一
環
を
な
し
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
子
供
た
ち
の
収
養
自
体
を
促
進
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
現
状
で
は
、
こ
の

（

η）
 

種
の
金
銭
的
サ
ポ
ー
ト
は
あ
く
ま
で
例
外
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
最
新
の
情
報
提
供
、
養
親
同
士
の

（刀）

サ
ポ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
形
成
な
ど
養
子
収
養
後
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
義
務
付
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
ポ
ス
ト
・
サ
ー
ビ
ス
は
、
養
子
収

（九）

そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
自
発

ま
た
、
前
者
に
つ
い
て

一
九
七
六
年
養
子
法
は
、

地
方
当
局
に
対
し
て
、

養
に
対
す
る
人
々
の
不
安
を
軽
減
し
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、

的
な
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
養
子
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
（
〈
。
－

z
E
R可
〉
号
℃
止
。
ロ
〉

mgの目。印）
が
、
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
l

ク

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
個
々
人
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
を
提
供
し
て
い
る
。
地
方
当
局
の
中
に
は
、
収
養
後
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
、

こ
れ
ら
の
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
契
約
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
上
、

家
庭
に
恵
ま
れ
な
い
子
供
の
支
援
者
と
し
て
養
親
の
さ
ら
な
る
募
集
や
養
成
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
と
さ
れ
、
現
在
の
養
親
推
進
政
策

（お）

地
方
当
局
と
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
の
連
携
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
背
景
も
こ
こ
に
あ
る
。
社
会
シ
ス
テ
ム
と
連
携
す

に
お
い
て
、

る
形
で
、
法
制
度
は
、
社
会
に
点
在
し
て
き
た
自
発
的
支
援
者
た
る
養
親
の
支
援
・
集
約
作
用
を
担
う
と
同
時
に
、
供
給
の
機
構
と
し

て
家
族
の
必
要
な
子
供
た
ち
に
代
替
的
家
庭
を
与
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

考
察

前
稿
以
降
、
支
援
す
る
側
の
存
在
に
着
目
し
た
考
察
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
発
的
支
援
・
援
助
行
為
に
対
し
、
よ
り
積
極
的
に
、
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自
由
性
を
確
保
し
た
上
で
法
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
本
章
で
検
討
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
養
子
収

養
を
め
ぐ
る
動
向
は
、
法
制
度
が
整
備
さ
れ
て
も
関
心
の
な
い
者
は
以
前
と
同
様
の
自
己
利
益
追
求
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
一
方
、

家
庭
を
必
要
と
す
る
子
供
た
ち
に
支
援
を
供
給
す
る
機
構
を
形
成
す
る
に
あ
た
り
、
自
発
的
支
援
者
た
る
養
親
希
望
者
が
当
該
法
制
度

に
よ
っ
て
支
援
さ
れ
、
集
約
さ
れ
、
法
制
度
の
存
在
が
善
の
実
現
方
法
を
形
成
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
社
会
シ
ス
テ
ム

と
法
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
が
図
ら
れ
、

か
つ
自
発
的
支
援
者
の
適
正
化
を
図
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
意
味
で
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
に
お
け
る
養
子
収
養
の
動
向
は
、
管
理
・
糾
弾
の
姿
勢
で
も
放
置
・
放
任
の
姿
勢
で
も
な
く
、
自
発
性
を
出
発
点
と
し
な
が
ら

同
時
に
適
正
化
を
図
る
法
制
度
の
あ
り
方
を
示
す
一
例
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。
ま
た
、
養
子
収
養
サ
l
ヴ
ィ
ス
は
財
政
的
援
助
を
超

え
る
支
援
が
最
も
要
求
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
財
政
的
援
助
及
び
法
制
度
構
築
の
役
割
を
担
う
国
家
と
、
実
際

に
支
援
の
授
け
手
と
な
る
個
人
か
ら
な
る
「
二
重
の
支
援
構
造
」
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。

家族福祉と「制度的利他」の構怨

ま
た
、
先
述
の
「
積
極
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
」
と
し
て
の
相
互
性
に
つ
い
て
、
養
親
た
ち
の
動
機
に
つ
い
て
、
子
供
の
福
祉
の
た
め

（苅）

で
あ
る
と
同
時
に
親
と
な
る
喜
び
を
得
る
こ
と
と
考
え
る
と
き
、
先
述
②
⑤
⑤
の
自
己
利
益
と
他
者
利
益
の
混
入
口
型
と
な
り
、
こ
れ
に

対
す
る
「
返
礼
」
は
子
供
の
存
在
で
あ
る
。
他
方
、
主
目
的
は
子
供
の
福
祉
で
あ
る
が

（
①
）
、
同
時
に
、
困
難
を
抱
え
た
子
供
た
ち

に
家
庭
を
与
え
る
こ
と
に
よ
る
未
来
の
社
会
構
成
員
の
育
成
効
果
を
期
待
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
相
互
性
は
暖
昧
性
を
帯
び
て
い
る
。

以
上
、
養
子
収
養
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
向
に
お
い
て

一
九
二
六
年
の
立
法
以
来
、
養
子
収
養
が
子
供
の
福
祉
の
た
め
で
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
、
そ
の
目
的
を
果
た
す
べ
く
、
養
親
を
自
発
的
支
援
者
と
し
て
評
価
し
た
上
で
、

セ
ー
フ
ガ
l
ド
の
あ
り
方
を
検
討
す
る

と
い
っ
た
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

「
後
方
支
援
」
「
機
会
提
供
」
「
相
互
性
」
と
い
っ
た
「
制
度
的
利
他
」
の
法
構
想
の

特
徴
が
見
ら
れ
る
よ
、
フ
に
思
わ
れ
る
。
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3見

結
ぴ
に
代
え
て

三ム
ロ岡

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
個
別
的
、
自
発
的
、
直
接
的
な
支
援
・
援
助
行
為
が
法
制
度
に
よ
っ
て
集
約
さ
れ
、
供
給
の
機
構
が
形
成
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
利
己
的
自
由
も
利
他
的
自
由
も
等
価
的
に
保
障
し
う
る
「
制
度
的
利
他
」
構
想
の
実
現
可
能
性
が
一
不
さ

れ
た
。
ま
た
、
従
来
の
管
理
姿
勢
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
法
の
支
援
姿
勢
が
示
さ
れ
、
同
時
に
適
正
化
を
図
る
あ
り
方
が
示
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
養
子
制
度
は
、
単
に
（
自
然
的
な
意
味
で
の
）
家
族
に
お
け
る
人
間
関
係
を
所
与
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
そ
の
強
化
を
図

る
も
の
と
は
異
な
り
、
「
支
援
の
外
部
化
」
が
図
ら
れ
る
新
し
い
家
族
の
あ
り
方
を
一
不
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
考
察
を
通
じ
て
、

人
」
で
あ
っ
て
も
、
家
族
に
処
理
を
一
任
す
る
こ
と
が
当
然
祝
さ
れ
て
き
た
分
野
に
お
い
て
力
量
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が

示
さ
れ
た
が
、
同
時
に
、
受
け
手
に
と
っ
て
も
、
支
援
者
を
家
族
外
か
ら
選
択
し
う
る
可
能
性
を
意
味
し
、
両
者
の
意
味
で
、
よ
り
白

由
な
社
会
の
実
現
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
支
援
者
／
被
支
援
者
を
問
わ
ず
、
個
人
と
個
人
の
自
覚
的

な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
と
い
う
発
想
に
繋
が
る
も
の
と
考
え
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
養
子
収
養
を
め
ぐ
る
動
向
に
お
い
て
、
人

と
人
と
の
個
別
的
・
直
接
的
な
関
係
｜
｜
養
親
と
養
子
と
い
う
親
子
関
係
｜
｜
の
構
築
が
法
に
よ
っ
て
、

し
か
し
な
が
ら
国
家
に
よ
る

押
し
付
け
で
は
な
く
、
人
々
の

（
特
に
支
援
者
た
る
養
親
側
の
）
自
発
性
に
基
づ
い
て
促
さ
れ
た
。
よ
り
広
く
、
支
援
を
望
む
者
と
支

援
を
要
す
る
者
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
欲
求
を
充
た
し
う
る
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
整
備
と
い
う
発
想
に
発
展
す
る
可
能
性
を
有
す
る
も

の
と
考
え
る
。

前
稿
お
よ
び
本
稿
の
議
論
を
通
じ
て
、
現
代
社
会
に
お
け
る
法
の
新
し
い
役
割
と
可
能
性
が
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
よ
り
広
く
自
由

主
義
的
な
社
会
連
帯
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
の
発
想
は
、
再
び
被
支
援
者
の
側
に
目
を
向
け
る
際
に
も
、
従

（

η）
 

来
と
は
異
な
る
新
た
な
視
点
を
提
示
し
う
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

他
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（1
）
た
と
え
ば
、
容
易
に
助
け
え
た
は
ず
の
人
を
救
助
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
法
的
責
任
は
問
わ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
法
的
救
助
義
務

を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
危
害
原
理
」
と
の
関
係
を
考
察
す
る
も
の
に
、
拙
稿
「
個
人
の
自
由
と
法
的
救
助
義
務
相
瓦

救
助
を
支
援
す
る
社
会
の
構
築
」
（
阪
大
法
学
、
一
九
九
九
年
）
四
九
巻
二
号
二
一
三
二
四
O
頁
。
危
害
原
理
に
つ
い
て
、
古
宮
山
口

。sh
＆
ミ
守
（
巴
同
門
町
名
巾
］
ニ
宮
∞
）
∞
I
H

－
－
ま
た
、
次
の
「
自
由
の
限
界
点
」
を
意
識
す
る
考
察
に
つ
い
て
、
後
掲
、
脚
注
（
H
）
参
照
。

（2
）
そ
の
不
都
合
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
制
度
的
利
他
の
構
想
と
法
｜
自
発
的
援
助
・
支
援
行
為
を
位
置
づ
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
法
制

度
の
試
み
」
（
二

O
O三
年
、
阪
大
法
学
）
五
二
巻
六
号
、
一
五
一
一
七
九
百
円
参
照
。
特
に
、
一
六

O

三
真
。

（3
）
前
注
、
一
六
五
｜
一
七
O
頁。

（4
）
河
口
田
町
吋
巾
ロ
色
。
ぇ
「
非
常
利
セ
ク
タ
ー
を
ど
う
牛

a

か
す
か
」
（
林
雄
二
郎
／
加
藤
秀
俊
編
『
フ
イ
ラ
ン
ソ
ロ
ビ
ー
の
橋
」
寸
∞
ω
ブ
リ
タ

ニ
ヵ
、
二

0
0
0年）。

（5
）
前
掲
、
脚
注
（
2
）
、
一
五
回
、
一
六
四
頁
。

（6
）
す
な
わ
ち
、
他
者
の
領
域
に
関
わ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
他
者
利
益
的
行
為
、
た
と
え
ば
、
救
助
行
為
に
つ
い
て
、
見
過
ご
し
た
場
合

に
は
責
任
が
問
わ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
救
助
を
試
み
て
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
様
々
な
法
的
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
良

く
も
悪
く
も
他
者
と
は
接
触
を
避
け
、
自
己
利
益
の
追
求
に
徹
し
て
い
る
方
が
法
制
度
上
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
と
も
受
け
止
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
前
掲
、
脚
注
（
2
）
、
一
五
八
一
六
O
頁。

（7
）
現
代
社
会
に
お
け
る
、
人
々
の
よ
り
よ
い
社
会
的
自
立
の
た
め
に
必
要
な
支
媛
の
広
範
化
・
普
遍
化
、
な
ら
び
に
、
他
者
を
支
援
す
る

と
い
う
新
し
い
欲
求
に
つ
い
て
、
前
掲
、
脚
注
（
2
）
、
一
六
二
一
六
五
頁
。

（8
）
弱
い
個
人
の
仮
定
か
ら
出
発
し
、
人
々
の
共
同
性
へ
の
要
求
を
説
く
も
の
に
、
金
子
勝
「
市
場
』
（
岩
波
書
店
、
二

0
0
0年）。

（9
）
経
済
の
充
実
に
伴
う
人
々
の
意
識
変
化
に
つ
い
て
、
広
井
良
典
『
定
常
型
社
会
一
新
し
い
県
か
さ
の
構
造
」
（
岩
波
書
店
、
二

O
O
一

年
）
、
「
ケ
ア
学
』
（
医
学
書
院
、
二

0
0
0年
）
、
『
日
本
の
社
会
保
障
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
。

（
叩
）
前
掲
、
脚
注
（
2
）
、
二
ハ
三
、
一
六
五
頁
。

（
日
）
以
上
「
制
度
的
利
他
」
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
脚
注
（
2
）
、
一
六
五
｜
百
七
卜
頁
参
照
。

（
ロ
）
捨
象
を
め
ぐ
り
、
利
己
と
利
他
の
発
展
的
解
消
と
し
て
の
「
制
度
的
利
他
」
の
概
念
に
つ
い
て
前
掲
、
脚
注
（
2
）、

二
頁
。

家族福祉と「制度的利他」の構想

ム，、

ム

ノ、
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（
日
）
‘
Negligence,

Psychiatric Injury, a
n
d
 the Altruism Principle' 

(n24 above) 
654. 

（同）
「
ギ
~\j~

が
E;q号泣..~

~
’
〈
々

E;tr-日
時
帰
ム

－！；1)_l
州
、
と
場
合
必

j翠
約
五
や
小

..>J＿
）
い
’
本

~iiE;
，
時
快

1ト
ャ

Eト
ヤ
｝§
!
l
~
-
R
c
子
梅
田
J

’

~
小
J
い
罫
ピ
ギ

~\j~
恒
：
畳
令
子
。
杓
→

tiitwサ今古今と暗記司目臣
E国

E;~竪
E

今年J~t-01J..>J!lf:::'.R
や
や
ミ
ミ
ど
い
~.(11

.;..r:;’
 4宅々

Q
モト
lよ

4♀ト
0

－＼酢
E主

札r-_i
ニ
令
北
J
w
府てJヨヨ4小

岩
R
午
更
~
司

tj'V"＿）ド’
j今と

t.¥己＼＇
.(1」

λj
怨
翠
~
小
。
o
G
~
」，

P
A
 Sor 

A
m
e
r
i
c
a
n
 
'Good Neighbours

，
α
η
d
 Christi.α

n
 saints 

(
N
e
w
 Y
o
r
k
 1969). 

（間）
'J G1!!~~」

mlKl制
J
い

Z王
様
ム
）
二
小
高

~1!!~!14同＼＇
.(1時

現
に
:l!fi'
（
活
難
）
冨

J必
L」
ピ
兵
三
ゾ
援
制

E紳
G
事
苦
渋
G
~
選
任

!li同
？
鑓
《
己
主
~！%

，入

t< 
Iト
~
G
吾
郎
総

iii;tt:w'@l吋
令
o""'

G
 !l’

iき
縫
製
~
担

『
部
制
E蛍
組

-R<l'平~
4月
~
盟
ど
ー
－
＜

.rr常
事
単
制
DE;
彰
惚

E;.(J玉；：：!1.I 
(11

］抑制’
I
~
 

ロミヰ
J叶）

総
監
。

（沼）
T
 H
o
n
o
r
e
‘T
h
e
 D
e
p
e
n
d
e
n
c
e
 of Morality o

n
 L
a
w
'
 [Spring 1993] 

13 O
x
f
o
r
d
 J
L
S
 117. 

（話）
T
h
e
 Bystander 

(n 
13 above) 

166.
例

.(1’
T
h
e
G
併

Relationship
(nl8 

above). 

（自）
W!何

事
手
宣
締
結
~
G
~
国同組今年j活

'V",.,.µ(;!l
’
J
 R
a
w
l
s
 Theory 

of justice (
H
a
r
v
a
r
d
 1971) 19, 

115 6, 
338-9.

佳
昭
’

雲
妃

(
 

....＜）’
1111
同
一

1111-'\J~。
例

.(1’
リ

1）会
々
記
ピ
~
h
同
特

G~lil盟
（

..＼）総
~ll\量

約
キ

Jt-(0，.，.µ（；斗’
B
て
ご
ー
「
~
同
記
入

J_l
い
Q
回
線
」

『
出
精
精
J。

(IE
モト蛍

E
・
8去
!El

I]揺
銅
~

4長暗ヰギ’
1
~
＜
ヰ
ミ
社
）
。

（沼）
D
 G
a
m
b
e
t
t
a
 ℃

a
n

羽
Te

Trust Trust
：ア
in

D
 G
a
m
b
e
t
t
a
 (ed) 

Trust: 
M
a
k
i
n
g
 a
n
d
 Breaking 

C
o
oρ
erative 

Reta-

tions 
(1st e

d
n
 Basil Blackwell 1988) 

222. 

（民）
T
h
e
 Biology 

of M
o
r
a
l
 Systems 

(nl9 above) 
188. 

(g':S) 
「81-<Gi"Iトヤム入（＇＞＂

J
 !l
~
ド

t-0'1\L-E;
日
常

!l
＼
＇
ニ
ド
’
℃

a
n
W
e
 Trust Trust

？’（
n37 above) 225 229. 

（毘）
佳
昭
’
制
ゆ
’

｜
♀
ー

11
川
~
o

ll将
ぬ
主
出

ri<-4r.:1
G
現
知
ミ
ル
』
（
！
］
$
ヨ
ギ
’

1
1
0
0
1
社）

11
川
1
1
 1

 1-'IJO
出。

（ミ）
T
h
e
 Eか

＇stander
(n 

13 above) 180. 

（弓）
T
h
e
 1加

tander
(n 

13 above) 
164. 

（匂）
See E

 Gellner
‘Trust, Coercion, a

n
d
 the Social Order' in 

Trust: 
M
a
k
i
n
g
 a
n
d
 Breaking 

Cooperative 
Reta 

照準（b「選定P一制一品」判記思川帆両側



説

同町。芯伺（ロ
ωA山由
σ040）］｛

h
H
N

・

（
日
）
行
問
口
当
巾
司
口
出
門
司
己
的
弓
（
ロ

ω吋
σ。話）
N
N
∞－
N
N
申・

（
叫
）
（
社
会
的
）
輸
血
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
集
約
機
能
に
つ
い
て
は
、
本
稿
二
二
四
1

五盲目。

（
ぬ
）
初
め
て
法
的
な
養
子
制
度
を
定
め
た
一
九
二
六
年
の
立
法
か
ら
一
九
七
六
年
の
改
正
、
二

O
O二
年
の
改
正
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及

ぴ
ウ
ェ

l
ル
ズ
に
お
け
る
養
子
収
養
を
め
ぐ
る
議
論
の
流
れ
を
扱
う
。
一
九
七
五
年
児
童
法
改
正
に
つ
い
て
、
二
一
木
妙
子
「
イ
ギ
リ
ス
の

養
子
制
度
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
二
号
（
一
九
八
三
年
一
月
）
参
照
。
〉
【
】
C
℃件目。ロ白ロ己（リ
E
E吋
巾
ロ
〉
2
N
O
O
N

－
Z
∞

（
必
）
回
出
向
5
h
cロ
4
3
Z
C
D
包－
C宮－
0
5
養
子
と
里
親
を
考
え
る
会
編
『
養
子
と
里
親
日
本
・
外
国
の
未
成
年
養
子
制
度
と
斡
旋
問
題
」

（
日
本
加
除
出
版
、
）
参
照
。
現
在
、
欧
米
各
国
で
は
、
国
際
養
子
の
認
否
を
め
る
議
論
が
さ
か
ん
で
あ
る
。

（U
）
た
だ
し
、
日
本
に
お
い
て
は
こ
の
点
の
意
識
が
未
だ
弱
い
と
さ
れ
る
。
鈴
木
博
人
「
福
祉
制
度
と
し
て
の
養
子
制
度
特
別
養
子
縁
組

の
父
母
の
同
意
を
手
が
か
り
に
し
て
」
三
七
二
＝
一
七
五
、
四
一
一
一
頁
。

（川叩）

ω
（U
5
E身
長

号

E
8
1
E
B
E
E
3
2
Z
E由
吉
田
ご
ロ

h
Q
S
W
E
N－
勾
急
ミ
室
、

F
p
h
Eさ
守
（

h
F
E
E
S

同）円何回印
H

申甲山山）］｛∞品・

（
川
叩
）
養
子
制
度
の
沿
革
に
つ
い
て
、

Z
ぐ

F
0
4
司
巾
同
ロ
色
町
田
町
〉
号
℃
巴
。
ロ
門
担
当
一
一
勺
山
田
F

一勺月
R
E－
自
己

F
M
E
H
B
w
E
ω
Z
同巾門的’』

開
岳
巾
－

S
F
冨
冨
白
色
巾
出
口
（
包
己
）
む
、
。
a

n

N

q

お
お
な

l
判
む
き
守
ト
む
さ
き
丸
、
ミ

S
よ
S

H

p

h

q

ミ号、
M
F民常的
h
N
S
丸
岡
高
ー
た
お
h
H

（C
C司
C
M『。円円四
N
O
C
C
）
ω（）吋

ω
2・

（
印
）
前
注
参
照
。
ま
た
、
英
国
で
養
子
修
養
の
法
制
度
化
が
遅
れ
た
理
由
の
歴
史
的
考
察
に
つ
い
て
、
川
田
昇
『
イ
ギ
リ
ス
親
権
法
史
』

（
一
粒
社
、
一
九
九
七
年
）
二
八
七
1
三
三
一
頁
。

（
日
）
吋
ロ
m－2
7
〉己
C
H
】円円。ロ
F
担当－
H
）白
2
・H
U
H
－g
巾
ロ
グ
出
口
弘
司
三
己
H
・巾ゅ（ロ
KH
甲山
σ。〈巾）
ω
H
C

（
臼
）
（
U

回
ω
3
0口
同
ロ
門
目
。
ロ
。
ロ
包
問
団
円
、
邸
宅
出
口
巳

p
q巾丘町
CC門同（∞三円
qt司。
3
F
呂
田
）
第
四
章
、
七
一
二
、
七
四
頁
。

（日）

h
む
き
お
お
礼
h
u
Q
ミお
H
F
。。札
h
日・

（
日
）
吋
口
問
］
U
F
〉
門
回
。
三
円
。
ロ
ド
担
当
－
Hν
目

2
・
3
0
2
2
F
山
口
弘
司
三
口
叶
町
唱
（
巴
甲
山
σ。〈巾）
ω
H
0
・

（
日
）
ホ
l
ス
パ

l
グ
（
出
ミ
岳
民
間
町
）
委
員
会
の
勧
告
に
よ
り
一
九
三
九
年
養
子
（
規
制
）
法
が
成
立
。
一
つ
は
血
縁
上
の
母
親
の
同
意

の
必
要
性
の
強
調
と
い
う
形
で
の
制
約
で
あ
り
、
白
分
に
関
す
る
情
報
や
子
供
の
居
場
所
に
つ
い
て
母
親
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
完

三，、
日間

（阪大法学） 53 (1 240) 240〔2003.5〕
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4t1ヤ
~
道
主
己
印
刷
お
将

!l
t:__j

い
’
神
布
市
援
要
今
年

J盤
盟
~
~
キ

J笈
~＼
W

キ）ト-0--\J
I

 Jぐ
，＿＼）
ぷ
や

,¥Jo
I

 ）
与
二
日
索
J

年~／
1
 -F8-F.l!トt担

当
’
企

覇軍
GITS~mw

ピ
」
ミ

F
い
綿
山
中
－

t--ヤ
r<ぬ

J
~
害
型
炉
心
海
陸
相
割
合

J制
曜

,...J,(Jo
I
)
 G

生~
!l j梅

市
援
要
G
主盟主~

G
幅民主ヨ今年Jil:同

時
,.,;:iE;斗

’

‘A
d
o
p
t
i
o
n
-
f
r
o
m
 Contract to 

Status
？’（

n48 
above) 191-193

圏
雲
ム

G!i!害
AJ
件
起
~GfilE縫

製
緩
和
音
ヤ
F
ν
海

，（！ヤ
E
盟

'.'R刻

ム
ム
い
二
時
。

（活）
制

4言
明

J!i二
,(Jj糊

仏
国
土
全
命
裂
拘
引
門
店
主
主
た

~ti!司
ム
）
い
繍
ゆ
蜂
~
M
ヒ
小
リ
ム

J；如
E己
保
ム

J,...J,\..!0
'English 

A
d
o
p
t
i
o
n
 
L
a
w
:
 
Past, 

Present, a
n
d
 Future

’（
n49 above) 

323. Childeren A
c
t
 1975,28. 

（包）
A
d
o
p
t
i
o
n
 A
c
t
 1976.

‘English A
d
o
p
t
i
o
n
 L
a
w
:
 Past, Present, a

n
d
 Future

’（
n49 above) 

323. 

（
宮
）
‘
English

A
d
o
p
t
i
o
n
 L
a
w
:
 Past, Present, a

n
d
 Future' 

(n49 above) 
324. 

（色）
Children 

A
c
t
 
1975,c.72. 

A
d
o
p
t
i
o
n
 
A
c
t
 
1976.

‘English 
A
d
o
p
t
i
o
n
 
L
a
w
:
 
Past, 

Present, 
a
n
d
 
Future' 

(n49 

above) 
324. 

(
g
）
‘
English A

d
o
p
t
i
o
n
 L
a
w
:
 Past, Present, a

n
d
 Future

’（
n49 above) 

329. 

（呂）
H
 K
r
a
u
s
e
 Illegitimacy: 

L
a
w
 a
n
d
 Social Policy 

(Bobbs-Merrill 1971); I
 Pinchbech a

n
d
 M

 H
e
w
i
t
t
 Children 

in 
English Society 

(Routledge &
 K
e
g
a
n
 Paul 1973); 

J
 Boswell 

T
h
e
 Kindness 

of 
Strangers 

(Pantheon B
o
o
k
 

1988) 
428-434;J 

H
e
y
w
o
o
d
 ‘T

h
e
 State a

n
d
 the I

m
p
o
r
t
a
n
c
巴
of

the F
a
m
i
l
y
’
in 

Children 
in 

Care 
(2nd e

d
n
 R
o
u
t
 

ledge a
n
d
 K
e
g
a
n
 Paul L

t
d
 1959) 

135. 

（~） 
1

 -F-'IJ-'IJ叶
斗

11
川
次
今
年

J屯
交
い
二

，＼..！~若手
~~1輸

出
土
主
’

I
 -F-F 1

叶
l
よ＇.！：！

111
渓
日
比
ミ
ミ

＼＇－（！
A
J
W
：足
時

0
iii!

翠
’
室
利
（
包
）
’

斗
Jg;

’
与
Jf.!ヰ

)Im(
。
選
択
’

主要部＼＇.－＇
GE;正常盟会へ

E
G1椴トト豆綿：！：！＇

I
 -F-F-'IJ

叶
G
I
-
F
O
O
＜
会
々

I
-S-F-F

時
U'.!:!1

l
-
F
O
O
＜
己
主
F

尽
__j,;J

心
身
1J与二時。

J
Eekelaar

‘T
h
e
 Politics of P

r
a
g
m
a
t
i
s
m
:
 F
a
m
i
l
y
 L

a
w
 R
e
f
o
r
m
 in 

E
n
g
l
a
n
d
 a
n
d
 W
a
l
e
s
’（

2001) 

E
u
r
o
p
e
a
n
 Journal of L

a
w
 R
e
f
o
r
m
,
 14. 

(f6) 
L
a
w
 a
n
d
 Parenthood 

(n52 above) 
74. 

（忍）
P
r
i
m
e
 Minister

’s
 Re
v
i
e
w
 A

d
，ゆ
が
on

(July 2000) 
12. 

I
 10
0
1
 I国

ー
な
州
自
己
.
＠
：
士
号

J
Q
者
冊
桝
。
巡
~
’
室
利
（
宰
）
。

（呂）
L
a
w
 a
n
d
 Parenthood 

(n52 above) 
82 ~

除
堕

i。

（事）
W
h
i
t
e
 P
a
p
e
r
 Adoption -

A
 N
e
w
 A
p
p
r
o
a
c
h
 (Dec. 2000) 

para. 6.18, 
6.22. 

，烈誕Q「刊記ロ枠三阿世嘉」判記簿巡係



i見

（
訂
）
入
山
号
交
N

．g
l
h
v『町
N

七
人
山
還
さ
h
R
P

（
ロ
宰
出
σ。J
H

巾
）
詰

（
伺
）
入
山
人
。
、
凡
な
S

（
口
出
品
目
σ
C
〈巾）

E－

（
的
）
前
崎
、
脚
注
（
2
）
、
一
五
四
、
二
ハ
一
頁
。

（
刊
）
そ
も
そ
も
、
子
供
の
な
い
者
の
親
に
な
る
資
質
を
評
価
す
る
と
い
う
の
に
は
無
理
が
あ
り
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
成
長
を
支
援
す

る
こ
と
が
適
切
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
判
断
に
あ
た
っ
て
、
不
信
感
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
過
程
の
明
瞭
性
、
透
明
性
の
重
要
性
が

説
か
れ
る
。
み
号
、
尽
き
（
ロ
呈
出
σ。〈巾）
ω由
・
養
親
の
選
定
基
準
が
専
断
的
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
は
、
ホ
1
ト
ン
報
止
円
以
来
見
ら
れ

る。
（
口
）
〉
己
。
℃
円
一
。
ロ
〉
－
－
cさ
出
口
門
巾
由
児
巾
m
C］白色。口出

5
2・

（
η
）
巴
巾
℃
山
ユ
B
O
E
C
町田町出］同
Z
C
E門
同
町
百
円
巾
自
己
河
内
凶
m
z－
阻
止
。
ロ
少
〈
C
］〉己
C
H）
Z
C
ロ－
m印

Z
2
巳
℃
白
門
戸
N
N
・
ま
た
、
地
方
自
治
体
も
必
ず

し
も
養
親
た
ち
に
、
こ
の
よ
う
な
金
銭
的
支
援
の
存
在
を
周
知
さ
せ
て
は
い
な
い
。

（刀）

h
y－－己『巾コ〉円円］坦叶印
L

Y
］
日
か
ら
〉
己
。
℃
色
。
コ
〉
円
門
戸
申
呂
へ
統
合
。

（
九
）
養
子
家
族
を
支
援
す
る
継
続
的
義
務
に
つ
い
て
、
よ
り
明
確
な
立
法
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
吋
ロ
mロ
佐
〉
色
。
℃
昨
日
C
ロ
戸
血
気
（
ロ
ち

出

σ
C〈
め
）

ωω
∞・

（
同
）
こ
れ
は
、
一
九
七
二
年
の
ホ
l
ト
ン
委
員
会
の
勧
告
以
来
、
現
在
の
政
府
の
政
策
で
も
あ
る
o
h吾
、

s
s
S
E
白σ
C
4
巾）

ω吋
・
一
九

六
六
年
に
七
三
%
、
一
九
七
一
年
に
は
六
O
%
も
の
養
子
縁
組
が
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
す
る
。
同
ロ
丘
一
佐

〉
門
宮
七
色
。
ロ
戸
山
者
一
句
白

F
E
a
m
Rロ
？
山
口
己
目
見
己
目
ベ
ロ
会
出
σ。司巾）
ω
忠一

n
Eミ
町
尽
き
N
§

（
リ
ミ
町
（
口
白
血
σ。
〈
巾
）
例
と
し
て
、
カ
ソ
リ

ッ
ク
子
供
ソ
サ
ヤ
テ
ィ
な
ど
。

（
町
内
）
先
述
、
本
文
二
二
九
頁
参
照
。

（
打
）
本
稿
で
は
養
子
制
度
を
素
材
と
し
、
判
断
能
力
の
乏
し
い
子
供
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
主
に
支
援
者
の
側
に
焦
点
が
当
て
ら

れ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
よ
り
一
般
に
、
被
支
援
者
を
単
な
る
一
方
的
保
護
の
対
象
で
は
な
く
、
自
覚
的
に
、
必
要
な
部
分

の
支
援
を
求
め
う
る
主
体
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る
も
の
と
な
り
、
「
白
立
」
の
意
味
を
、
誰
の
助
け
も
借
り
な
い
こ
と
か
ら
、
必
要

に
応
じ
て
選
択
し
な
が
ら
援
助
を
受
け
て
い
く
こ
と
へ
と
変
化
さ
せ
る
も
の
と
考
え
る
。

主h
長岡

（阪大法学） 53 (1 242) 242〔2003.5〕


