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暴
論
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
る
男
女
差
別
i
i
差
別
と
い
う
と
「
い
け
な
い
も
の
」
と
い
う
印
象
を
与
え
る
が
、
本
稿
で
は
、
価

値
中
立
的
に
用
い
る
。
区
別
と
言
い
換
え
て
も
同
じ
で
あ
る
ー
が
良
い
か
悪
い
か
を
判
断
す
る
の
に
、
私
は
、
次
の
よ
う
な
基
準

を
も
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
同
じ
差
別
が
人
種
に
つ
い
て
さ
れ
て
い
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
次
に
、
同
じ
差
別
が
男
女
逆

に
さ
れ
て
い
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
こ
の
二
つ
に
合
格
す
れ
ば
そ
の
男
女
差
別
は
合
憲
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
合
格

す
る
の
は
稀
で
あ
る
。
今
考
え
つ
く
の
は
、
「
女
優
」
を
女
性
に
、
「
男
優
」
を
男
性
に
限
定
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
い
う
く
ら
い
で

あ
る
、
逆
に
、
J
R
の
「
ナ
イ
ス
ミ
デ
ィ
パ
ス
」
は
、
か
り
に
憲
法
の
人
権
規
定
の
適
用
が
あ
れ
ば
違
憲
で
あ
る
。
合
格
し
な
い
と

き
は
、
さ
ら
に
、
男
女
が
例
外
な
く
異
な
っ
て
い
る
特
徴
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
か
考
え
る
。
だ
か
ら
、
産
前
産
後
の
休
暇
が
女
性
に

限
定
さ
れ
て
い
て
も
そ
れ
は
合
憲
で
あ
る
・
も
っ
と
戦
将
来
ひ
ょ
っ
と
し
て
男
性
も
崖
が
で
き
る
世
の
中
蘂
な
い
と
は
か
ぎ
桝
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ら
な
い
か
ら
「
妊
産
婦
」
で
は
な
く
「
妊
産
人
」
と
す
る
ほ
う
が
よ
り
良
い
か
も
し
れ
な
い
が
そ
こ
ま
で
は
い
う
ま
い
。
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以
上
の
考
え
が
学
問
的
に
正
し
い
と
論
証
す
る
自
信
は
ま
だ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
問
題
の
｝
面
の
真
理
を
言
い
当
て
て
い
る
と

い
う
ひ
そ
か
な
自
負
は
あ
る
。
結
局
、
男
女
差
別
の
な
か
で
許
さ
れ
る
も
の
と
し
て
最
後
ま
で
残
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
妊
娠
・
出

産
と
い
う
母
性
保
護
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
は
、
数
年
前
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
制
定
の
際
、
「
保
護
」
か
「
平
等
」
か
と
い
う
論
点
で
激
し
く
争
わ
れ
た
。
男

女
雇
用
機
会
均
等
法
の
制
定
と
引
き
換
え
に
、
労
働
基
準
法
の
女
子
保
護
規
定
の
緩
和
や
廃
止
が
提
案
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
女
子

保
護
規
定
の
緩
和
ー
こ
の
言
葉
は
、
法
律
家
以
外
の
人
に
は
理
解
し
に
く
い
ら
し
い
。
要
す
る
に
女
性
が
「
働
く
（
働
か
さ
れ
る
？
）

自
由
」
を
も
っ
と
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ー
が
、
形
式
的
な
男
女
平
等
に
か
な
う
の
か
、
そ
れ
と
も
実
質
的
な
男
女
平
等
を

阻
害
す
る
の
か
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
と
き
の
労
働
基
準
法
改
正
が
、
保
護
規
定
の
「
充
実
し
も
行
っ
た
こ
と
は
、

不
評
の
「
緩
和
」
に
比
べ
れ
ば
知
ら
れ
て
い
な
い
。
現
在
、
産
後
休
暇
は
八
週
間
で
あ
る
（
第
六
五
条
第
二
項
）
が
、
従
前
の
六
週

間
か
ら
八
週
間
に
延
長
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
と
き
で
あ
る
。
ま
た
、
妊
産
婦
の
時
間
外
労
働
と
深
夜
労
働
も
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
た

（
第
六
六
条
）
。
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女
子
保
護
規
定
は
二
つ
に
分
け
て
考
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
妊
娠
・
出
産
の
可
能
性
が
あ
る
女
性
一
般
を
対
象
と
し
た

間
接
的
母
性
保
護
と
妊
産
婦
を
対
象
と
し
た
直
接
的
母
性
保
護
で
あ
る
。
我
が
国
の
労
働
基
準
法
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
縮
小
の
方

向
に
、
後
者
に
つ
い
て
は
拡
大
の
方
向
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
後
者
の
拡
大
が
ま
だ
十
分
と
は
い
え

な
い
だ
ろ
う
が
。
私
は
、
こ
の
方
向
は
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
男
女
の
異
な
る
取
り
扱
い
は
、
で
き
る

だ
け
少
な
い
ほ
う
が
よ
い
し
、
も
し
、
ど
う
し
て
も
異
な
る
取
り
扱
い
を
す
る
と
き
に
は
、
説
得
的
な
理
由
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
、
ひ
と
つ
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
男
女
労
働
者
一
般
を
対
象
と
し
た
労
働
保
護
を
も
っ
と
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充
実
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
ぬ
ま
で
轡
過
ぎ
て
し
ま
う
悪
名
高
い
蓬
労
死
」
の
現
状
を
許
す
よ
う
な
蕎
基
準
法
で
は

困
る
。少

し
脱
線
す
る
が
、
育
児
休
業
法
も
、
好
評
と
は
い
い
が
た
い
。
曰
く
、
育
児
休
業
中
の
所
得
保
漿
な
け
れ
ば
絵
に
描
い
た
餅

で
あ
る
。
曰
く
、
育
児
休
業
の
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
嚢
主
に
対
す
る
罰
則
が
な
い
。
い
ち
い
ち
ご
も
っ
と
も
だ
ろ
う
・
し
か
し
・

．
偏
の
葎
は
、
少
な
く
と
も
、
．
」
れ
ま
で
の
我
が
国
の
法
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
「
革
命
的
」
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
内
容
を
も
っ

て
い
る
。
我
が
国
の
法
で
は
、
育
児
は
女
性
が
す
る
も
の
と
決
め
ら
れ
て
い
た
。
「
決
め
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
の
は
男
性
が
育
児
を

し
た
か
ら
と
い
っ
て
法
的
制
裁
皆
つ
け
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
が
、
労
働
基
準
法
の
育
児
時
間
は
女
子
労
響
の
み
の
権
利
だ
し

（
笙
ハ
七
条
）
、
警
や
保
母
、
看
護
婦
に
の
み
適
用
さ
れ
て
い
た
従
来
の
青
児
休
業
法
」
も
、
そ
の
対
象
は
女
子
だ
け
だ
っ
た
・

し
か
し
、
今
回
の
法
律
は
男
女
舞
別
で
あ
る
。
男
性
も
可
と
い
う
だ
け
で
は
、
実
際
に
育
児
休
業
を
と
る
男
性
は
稀
だ
ろ
う
・
私

で
も
そ
．
つ
墨
つ
。
．
篇
の
顯
の
先
進
国
と
み
な
さ
れ
て
い
る
ス
ウ
重
ア
ン
で
も
、
男
性
の
と
る
比
率
は
二
〇
％
震
だ
と
い
う
・

だ
が
、
法
律
で
女
性
が
や
る
と
決
ま
っ
て
い
る
の
と
婁
ど
ち
ら
で
も
ど
う
ぞ
と
い
う
の
は
大
違
い
で
あ
る
・
夫
婦
同
姓
を
強
制
す

る
民
法
第
七
五
〇
条
は
、
現
在
批
判
の
的
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
っ
て
、
旧
民
法
に
お
け
る
よ
う
災
の
姓
を
称
す
る
こ
差

な
っ
て
い
る
の
と
比
べ
れ
ば
大
違
い
だ
ろ
う
。

．
」
の
よ
。
つ
に
、
果
法
も
．
あ
分
野
だ
け
み
る
と
、
男
女
平
等
に
関
し
て
な
か
な
か
良
い
方
向
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
何
よ
り
、
法
が
男
女
の
異
な
る
取
り
扱
い
に
警
戒
感
を
持
ち
始
め
た
の
が
好
ま
し
い
・

ア
メ
リ
カ
人
と
い
・
つ
の
は
、
法
的
な
問
撃
突
藷
め
て
考
え
る
国
暴
の
貌
犯
・
こ
・
つ
い
う
勇
女
平
等
と
い
う
「
お
題
量

の
な
か
妄
性
の
保
護
を
ど
・
つ
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
最
も
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
と
み
ら
れ
る
問
題
に
も
盛
ん
に
法
的
議
論
が
交
わ
さ

れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
．
偏
の
母
性
保
護
規
定
を
婁
平
等
と
の
関
係
か
ら
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
な
の
か
を
・
最
近
の
ア
メ
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リ
カ
法
の
な
か
で
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
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　（

P
＞
　
こ
れ
以
外
に
、
女
性
の
一
般
的
な
家
庭
責
任
を
理
由
に
女
子
保
護
規
定
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
、
（
現
在
は
と
も
か
く
）
数
　
ヱ

　
　
　
年
前
ま
で
は
よ
く
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
も
は
や
通
用
す
る
議
論
で
は
な
か
ろ
う
。
I
L
O
は
、
す
で
に
一
九
八
一
年
・

　
　
　
「
家
庭
責
任
を
も
つ
労
働
者
の
…
機
会
と
待
遇
の
平
等
に
関
す
る
条
約
」
（
第
一
五
六
号
）
で
、
家
庭
責
任
が
あ
る
労
働
者
の
保
護
は
性

　
　
　
に
中
立
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
し
、
我
が
国
で
も
、
新
し
く
制
定
さ
れ
た
育
児
休
業
法
は
、
か
よ
う
な
思
想
と
の
訣

　
　
　
別
を
宵
三
茜
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　（

Q
）
　
入
工
妊
娠
中
絶
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
、
中
絶
反
対
派
の
主
張
の
ひ
と
つ
に
「
生
命
は
受
精
に
始
ま
る
」
ー
ー
だ
か
ら
中
絶
は

　
　
　
殺
人
に
あ
た
る
と
い
う
の
が
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
の
あ
る
裁
判
官
が
、
こ
れ
を
認
め
る
と
、
受
精
後
に
受
精
卵
の
子
宮
へ
の
着

　
　
　
床
を
妨
げ
る
I
U
D
と
い
う
避
妊
方
法
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
中
絶
反
対
派
の
主
張
は
お
か
し
い
ー
つ
ま
り
確
立

　
　
　
さ
れ
て
い
る
避
妊
の
権
利
に
介
入
す
る
こ
と
に
な
る
ー
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
判
決
の
な
か
で
い
っ
て
い
る
が
、
良
く
も
悪
く
も

　
　
　
我
が
国
の
法
律
家
に
は
考
え
つ
か
な
い
理
屈
だ
と
思
う
。
壽
げ
ω
聾
タ
響
言
舞
ぎ
鎖
婁
蕊
Φ
舞
樽
§
ψ
P
蓬
◎
（
H
Φ
゜
・
。
）

　
　
　
（
ω
審
く
魯
ω
し
こ
8
g
霞
ユ
轟
ぎ
冨
詳
島
ω
ω
①
昌
仲
ぎ
ぴ
q
貯
冨
溝
Y

ジ
箋
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
霞
ー
ル
ズ
判
決

　
公
民
権
法
が
制
定
さ
れ
た
「
一
九
六
四
年
以
来
、
最
も
重
要
な
性
差
別
事
件
」
と
評
さ
れ
る
「
全
米
自
動
車
労
働
組
合
対
ジ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ソ
ン
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
」
判
決
が
、
こ
こ
で
の
主
要
な
検
討
対
象
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
争
点
は
、
最
高
裁
判
決
の
言
葉
を
借
り

段
「
使
用
者
娃
生
殖
能
力
の
あ
る
女
性
労
難
髪
女
性
蕎
者
が
妊
娠
す
る
か
も
し
れ
な
い
胎
児
の
屡
へ
の
懸
念
を
理
由
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に
、
特
定
の
職
種
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
被
上
訴
人
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
は
、
電
池
の
製
造
工
程
に
お
け
る
鉛
の
被
曝
が
胎
児
に
有
害
と
な
り
う
る
こ
と
を

認
識
し
つ
つ
も
、
初
め
、
女
性
労
働
者
を
排
除
す
る
と
い
う
ポ
リ
シ
ー
を
と
ら
な
か
っ
た
。
｝
九
七
七
年
の
ポ
リ
シ
ー
で
は
・
「
母
と

な
り
得
る
女
性
の
す
べ
て
が
母
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
実
際
に
母
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
妊
娠

能
力
の
あ
る
者
を
す
べ
て
、
い
ず
れ
好
娠
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
違
法
な
差
別
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
・
子
供

を
も
つ
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
女
性
は
、
鉛
を
被
曝
す
る
職
種
を
選
ば
な
い
よ
う
警
告
す
る
に
と
ど
め
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
五
年
後
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
は
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、
生
殖
能
力
が
な
い
こ
と
の
医
学
的
証
明

が
あ
る
者
を
除
い
て
、
O
S
H
A
（
職
業
安
全
衛
生
局
）
の
基
準
以
上
の
被
曝
の
可
能
性
が
あ
る
職
種
か
ら
女
性
を
排
除
す
る
ポ
リ

シ
ー
を
と
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八
三
年
ま
で
に
妊
娠
し
た
女
性
労
働
者
の
う
ち
八
人
の
血
中
の

鉛
が
、
O
S
H
A
が
子
供
を
も
う
け
よ
う
と
し
て
い
る
労
働
者
に
は
有
害
と
す
る
基
準
を
越
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　一

續
ｪ
四
年
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
の
女
性
労
働
者
た
ち
か
ら
、
こ
の
ポ
リ
シ
ー
が
、
一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
七

編
に
違
反
す
る
性
差
別
で
あ
る
と
い
う
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。
連
邦
地
方
裁
判
所
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
と
も
合
法
判
決
を
下
し
た
の

で
、
墜
獅
は
、
轟
量
．
同
裁
判
所
に
、
蟄
的
上
訴
を
申
し
立
て
た
。
ま
た
、
別
の
連
邦
控
訴
裁
判
所
も
、
や
は
り
、
合
法
判
決
を

下
し
て
い
た
（
別
訴
）
が
、
そ
の
理
由
づ
け
を
一
部
異
に
し
て
い
た
の
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
裁
量
的
上
訴
を
認
め
・
こ
の
問

題
に
連
邦
最
高
裁
判
所
と
し
て
の
解
釈
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
結
論
に
つ
い
て
は
全
員
…
致
で
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
違
法
判
決
を
下
し
た
。
こ
の
う
ち
五
入
の
裁
判
官

の
見
解
を
代
表
す
る
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
宮
の
法
廷
意
見
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
事
件
の
第
一
の
争
点
は
、
問
題
の
胎
児
保
護
ポ
リ
シ
ー
が
、
公
民
権
法
第
七
編
が
定
義
す
る
差
別
に
あ
た
る
の
か
・
そ
れ
と
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も
文
面
上
は
性
に
中
立
で
差
別
に
あ
た
ら
ず
差
別
的
効
果
を
も
つ
だ
け
か
で
あ
っ
た
。
周
知
の
と
お
り
、
公
民
権
法
第
七
編
で
は
、

一
度
差
別
の
存
在
が
認
定
さ
れ
る
と
そ
れ
が
合
法
と
さ
れ
る
余
地
は
き
わ
め
て
狭
い
の
で
、
違
法
な
差
別
だ
と
い
う
攻
撃
を
う
け
た

側
は
、
差
別
の
存
在
自
体
を
否
定
す
る
ー
公
民
権
法
第
七
編
の
定
義
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
争
い
方
を
す
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
事
件
で
も
そ
う
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
原
審
の
第
七
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
こ
れ
を
容
れ
た
。
法
廷
意
見
は
、
連
邦
控
訴
裁

判
所
が
明
示
的
な
性
差
別
で
は
な
く
「
差
別
的
効
果
」
を
も
つ
だ
け
だ
と
判
断
し
た
の
は
誤
り
だ
と
す
る
。

　
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
の
ポ
リ
シ
ー
に
偏
見
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
生
殖
能
力
の
あ
る
男
性
は
、
特
定

　
の
職
種
に
就
い
て
、
そ
の
生
殖
能
力
を
危
険
に
さ
ら
す
か
ど
う
か
の
選
択
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、
生
殖
能
力
の
あ
る

　
女
性
に
は
な
い
。
…
…
被
上
訴
人
の
胎
児
保
護
ポ
リ
シ
ー
は
、
女
性
に
対
す
る
明
示
的
な
性
差
別
に
あ
た
る
。
…
…

　
　
第
一
に
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
の
ポ
リ
シ
ー
は
、
生
殖
能
力
の
有
無
だ
け
で
は
な
く
、
性
と
出
産
能
力
に
基
づ
い

　
て
、
労
働
者
を
分
類
し
て
い
る
。
被
上
訴
人
は
、
そ
の
労
働
者
の
す
べ
て
の
ま
だ
妊
娠
し
て
い
な
い
子
供
を
保
護
し
よ
う
と
し
て

　
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
鉛
の
被
曝
に
は
男
性
の
生
殖
シ
ス
テ
ム
も
衰
弱
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
い
う
証
拠
が
認
録
上
あ
る
に
も
か

　
か
わ
ら
ず
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
は
、
そ
の
女
性
労
働
者
の
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
子
孫
に
降
り
か
か
る
か
も
し

　
れ
な
い
危
険
に
の
み
関
心
を
示
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
ポ
リ
シ
ー
が
「
す
べ
て
の
労
働
者
の
子
孫
を
効
果
的
か
つ
平
等
に
保

　
護
」
し
て
い
な
か
っ
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
は
、
第
＝
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
「
ヘ
イ
ズ
判
決
」
の
当
事
者

　
だ
っ
た
な
ら
敗
訴
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
…
…
女
性
労
働
者
に
の
み
生
殖
能
力
が
な
い
こ
と
の
証
明
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ

　
る
か
ら
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
の
ポ
リ
シ
ー
は
、
文
面
上
差
別
的
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
さ
ら
に
、
法
廷
意
見
は
、
こ
の
「
結
論
は
、
一
九
七
八
年
妊
娠
差
別
禁
止
法
に
よ
っ
て
も
補
強
さ
れ
る
」
と
理
由
づ
け
て
、
ま
た

「
悪
意
の
不
存
在
は
、
文
面
上
差
別
的
な
ポ
リ
シ
ー
を
、
差
別
的
効
果
は
あ
る
も
の
の
性
に
中
立
な
ポ
リ
シ
ー
に
変
え
る
も
の
で
は

196



アメリカ法にみる母性保護と男女平等

な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
争
点
が
重
要
な
の
は
、
そ
の
あ
と
の
判
断
基
準
が
全
く
違
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
明
示
的
な
性
差
別
に
あ
た
る
と
す
れ
ば
、

公
民
権
法
第
七
編
が
規
定
す
る
「
真
性
職
業
資
格
」
（
び
o
惹
艶
儀
Φ
0
8
ξ
節
戯
8
既
ρ
艶
一
謎
8
鉱
§
）
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
限
り
、

違
法
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
差
別
的
効
果
」
が
あ
る
だ
け
だ
と
す
れ
ぼ
、
そ
れ
よ
り
か
な
り
緩
や
か
な
ー
1
と
い
っ
て
か
な
り

厳
し
い
が
ー
「
業
務
上
の
必
要
性
」
基
準
に
合
格
す
れ
ば
よ
い
。

　
原
審
の
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
「
業
務
上
の
必
要
性
」
基
準
を
適
用
し
て
合
格
と
し
た
。
し
か
し
、
推
測
だ

が
、
こ
の
ポ
リ
シ
ー
が
「
差
別
的
効
果
」
を
も
つ
だ
け
と
突
っ
張
る
の
に
は
少
し
無
理
を
感
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
か
り
に
「
真

性
職
業
資
格
」
基
準
を
適
用
し
て
も
合
法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
法
廷
意
見
は
、
当
然
、
「
真
性
職
業
資
格
」
基
準
を
適
用
す
る
。

　
こ
の
事
件
の
第
二
の
争
点
は
、
こ
の
「
真
性
職
業
資
格
」
基
準
を
ど
の
よ
う
に
適
用
す
る
か
で
あ
っ
た
。
適
用
の
し
た
か
に
よ
っ

て
は
、
原
審
の
よ
う
に
合
法
判
決
に
も
な
り
う
る
。
ま
た
、
法
廷
意
見
が
、
個
別
意
見
の
裁
判
官
と
見
解
を
異
に
し
た
の
も
こ
こ
で

あ
っ
た
。

　
ま
ず
、
「
「
真
性
職
業
資
格
」
の
抗
弁
は
狭
い
規
定
で
あ
り
、
当
裁
戦
所
も
こ
れ
を
狭
く
解
釈
し
て
き
た
」
と
し
て
、
基
本
的
な
態
度

を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
基
準
は
、
「
業
務
上
の
必
要
性
」
基
準
の
よ
う
に
、
単
に
、
職
務
に
関
連
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

労
働
者
の
職
務
遂
行
能
力
に
影
響
を
与
え
る
資
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

　
こ
こ
で
は
、
主
に
、
「
真
性
職
業
資
格
」
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
「
安
全
性
」
の
例
外
と
い
わ
れ
る
も
の
が
検
討
さ
れ
る
。
法
廷
意
見

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
性
や
妊
娠
が
労
働
省
の
職
務
遂
行
能
力
を
現
実
に
妨
害
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
、
使
用
者
は
こ
の
点
に
関
す

る
関
心
を
女
性
労
働
者
の
活
動
の
う
ち
で
特
定
の
業
務
の
「
本
質
」
に
あ
た
る
部
分
に
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
廷
意
見
は
、
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そ
の
具
体
例
を
次
の
さ
つ
に
あ
げ
諄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
溜

　
「
ド
ザ
ー
ド
対
ロ
ー
リ
ン
ソ
ン
判
決
に
お
い
て
、
当
裁
判
所
は
、
女
性
自
身
に
対
す
る
危
険
は
差
別
を
正
当
化
し
な
い
こ
と
を

　
示
し
た
。
我
々
は
、
こ
の
事
件
で
、
最
高
警
備
男
子
刑
務
所
の
囚
人
に
接
触
す
る
エ
リ
ア
で
は
男
性
の
看
守
だ
け
を
雇
う
こ
と
を

　
許
容
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、
雇
用
の
リ
ス
ク
を
秤
に
か
け
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
個
々
の
女
性
の
決
定
以
上
の
も
の
が
問
題

　
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
、
女
性
看
守
を
雇
用
し
た
結
果
、
看
守
が
女
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
暴
動
が
発
生
す
れ

　
ば
、
他
人
の
安
全
に
対
し
て
現
実
的
な
リ
ス
ク
が
生
ず
る
限
り
に
お
い
て
、
性
を
「
真
性
職
業
資
格
」
と
認
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
性
差
別
が
許
容
さ
れ
た
の
は
、
性
が
、
刑
務
所
の
治
安
維
持
と
い
う
看
守
の
職
務
遂
行
能
力
に
関
連
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」

　
ま
た
、
妊
娠
し
た
フ
ラ
イ
ト
・
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
の
レ
イ
オ
フ
の
合
法
性
を
支
持
し
た
下
級
審
判
決
も
、
そ
の
理
由
は
乗
客
の
安
全

に
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
胎
児
の
安
全
性
は
母
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
あ
る
職
種
に
就
く
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
者
本
人
に
危
険
が
降
り
か
か
っ
て
も
、
「
危
険
だ
か
ら
や
め
て
お
き
な
さ
い
」

ど
使
用
者
が
い
う
の
は
余
計
な
お
節
介
で
あ
っ
て
、
危
険
だ
か
ら
や
め
て
お
く
か
危
険
を
顧
み
ず
働
く
か
は
労
働
者
が
判
断
す
べ
き

問
題
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
使
用
者
が
介
入
で
き
る
ー
「
真
性
職
業
資
格
」
基
準
が
満
た
さ
れ
る
の
は
、
危
険
が
労
働
者
本
人
を
超

え
て
、
刑
務
所
の
看
守
が
所
内
の
秩
序
維
持
を
で
き
な
い
と
か
航
空
会
社
が
乗
客
を
安
全
に
運
べ
な
い
と
か
業
務
の
本
質
を
阻
害
す

る
と
こ
ろ
ま
で
及
ん
だ
と
き
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
ふ
う
に
「
真
性
職
業
資
格
」
を
限
定
し
て
解
釈
す
る
と
、
本
件
の
結
論
は
決
ま
っ
た
も
同
然
で
あ
ろ
う
。

　
「
我
々
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
が
「
真
性
職
業
資
格
」
を
立
証
で
き
な
い
と
結
論
す
る
の
に
困
難
は
な
い
。
生

殖
能
力
の
あ
る
女
性
も
、
記
録
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
他
の
者
と
同
様
に
、
能
率
的
に
電
池
製
造
に
参
加
し
て
い
る
。
ジ
a
ン
ソ
ン
・

　
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
が
表
明
し
て
い
る
次
世
代
の
福
祉
に
関
す
る
道
徳
的
・
倫
理
的
関
心
は
、
女
性
に
は
不
妊
を
求
め
る
「
真
性
職
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業
資
格
」
を
立
証
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。
将
来
の
子
の
福
祉
に
関
す
る
決
定
は
、
そ
の
両
親
を
雇
う
使
用
者
や
裁
判
所
で
は

な
く
、
子
を
妊
娠
し
、
出
産
し
、
養
育
す
る
両
親
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
連
邦
議
会
は
、
妊
娠
差
別
禁
止
法
に
よ
っ
て
修

正
さ
れ
た
第
七
編
に
よ
っ
て
、
こ
の
選
択
を
行
っ
た
。
ジ
葺
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
は
、
そ
の
生
殖
能
力
を
理
由
に
、
女
性

を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。
第
七
編
と
妊
娠
差
別
禁
止
法
は
、
不
妊
手
術
を
受
け
な
い
と
い
う
理
由
で
、
女
性
を
解
雇
す
る
こ
と
を
、

全
く
許
し
て
い
な
い
。

　
次
世
代
の
福
祉
に
関
す
る
関
心
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
の
業
務
の
「
本
質
的
」
部
分
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
（
原

判
決
の
反
対
意
見
が
適
切
に
指
摘
す
る
よ
う
に
）
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
の
仕
事
は
、
胎
児
へ
の
危
険
な
し
に
電
池
を

製
造
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
航
空
の
仕
事
が
墜
落
し
な
い
よ
う
に
飛
行
機
を
飛
ば
す
こ
と
と
変
わ
り
は
な
い

と
い
う
の
は
言
葉
の
遊
び
に
過
ぎ
な
い
」

　
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
は
、
鉛
を
被
曝
し
て
い
る
あ
い
だ
に
ど
の
女
性
が
妊
娠
す
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
生
殖
能

力
の
あ
る
女
性
を
す
べ
て
排
除
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、
会
社
は
生
殖
能
力
の
あ
る
女
性
を
す
べ
て

排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
我
々
の
結
論
に
照
ら
し
て
、
い
く
ら
か
論
理
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
、
あ
る
い
は

実
質
的
に
は
す
べ
て
の
女
性
が
、
関
与
す
る
職
務
を
安
全
か
つ
効
率
的
に
遂
行
で
き
な
い
と
考
え
る
根
拠
と
な
る
事
実
を
ジ
ョ
ン

ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
が
全
く
示
し
て
い
な
い
こ
と
は
指
摘
す
る
に
値
す
る
。
こ
の
わ
ず
か
な
記
録
に
よ
っ
て
も
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
の
関
心
は
、
女
性
の
ご
く
一
部
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
女
性
労
働
者
の
な
か
で
報
告

さ
れ
て
い
る
八
件
の
妊
娠
に
つ
い
て
、
新
生
児
に
異
常
分
娩
や
そ
の
他
の
異
常
が
あ
っ
た
と
い
う
証
明
は
な
か
っ
た
。
記
録
上
ジ
ョ

ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
の
女
性
労
働
者
の
出
生
率
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
全
國
的
な
統
計
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
に

妊
娠
す
る
の
は
、
生
殖
能
力
の
あ
る
女
性
の
う
ち
で
約
九
％
で
あ
る
。
そ
し
て
、
出
生
率
は
三
〇
歳
を
超
え
た
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
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労
働
者
で
は
こ
％
に
下
が
っ
て
い
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
の
胎
児
期
の
障
害
に
…
関
す
る
懸
念
が
い
か
に
真
摯
な
も
　
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
生
殖
能
力
が
あ
る
女
性
労
働
者
の
実
質
的
に
は
す
べ
て
が
職
務
を
遂
行
で
き
な
い
こ
と
の
証
明
の
出
発
点

　
と
も
な
る
も
の
で
は
な
い
」

　
女
性
労
働
者
の
お
な
か
の
な
か
に
い
る
l
l
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
で
き
る
胎
児
は
、
電
池
の
製
造
と
は
何
の
関
係
も
な
い
か
ら
、

胎
児
に
ど
ん
な
危
険
が
降
り
か
か
ろ
う
と
も
、
使
用
者
が
口
出
し
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
次
に
、
万
一
、
胎
児
に
障
害
が
発
生
し
た
場
合
、
使
用
者
の
不
法
行
為
責
任
が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、

女
性
労
働
者
に
胎
児
へ
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
十
分
な
情
報
を
与
え
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
退
け
て
い
る
。

　
最
後
に
、
結
論
の
部
分
は
次
の
よ
う
に
威
勢
が
い
い
。

　
「
修
正
さ
れ
た
第
七
編
が
性
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
胎
児
保
護
ポ
リ
シ
ー
を
禁
止
し
て
い
る
と
い
う
本
日
の
我
々
の
判
決
は
、
驚

　
く
べ
き
も
の
で
も
前
例
の
な
い
も
の
で
も
な
い
。
か
つ
て
、
女
性
の
現
在
や
将
来
の
子
孫
に
関
す
る
懸
念
は
、
女
性
に
雇
用
の
平

　
等
な
機
会
を
否
定
す
る
口
実
だ
っ
た
。
連
邦
議
会
は
、
妊
娠
差
別
禁
止
法
に
お
い
て
、
女
性
の
妊
娠
す
る
能
力
に
基
づ
く
差
別
を

　
禁
止
し
た
。
我
々
は
、
妊
娠
差
別
禁
止
法
が
い
わ
ん
と
し
て
い
る
意
味
の
こ
と
を
判
決
の
な
か
で
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
女
性
の
子
孫
を
残
す
役
割
が
彼
女
と
家
族
に
と
っ
て
彼
女
の
経
済
的
役
割
よ
り
も
重
要
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
は
、
個
々
の

　
使
用
者
に
と
っ
て
適
切
で
は
な
い
の
と
同
様
、
裁
判
所
に
と
っ
て
も
適
切
で
は
な
い
。
連
邦
議
会
は
、
こ
の
選
択
を
、
彼
女
が
決

　
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
女
性
に
委
ね
た
の
で
あ
る
」

　
こ
の
判
決
は
、
最
近
の
連
邦
最
高
裁
判
所
と
し
て
は
珍
し
く
と
い
っ
て
良
い
く
ら
い
、
勇
象
し
い
判
決
で
あ
っ
た
。
判
決
を
報
ず

る
翌
日
の
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
」
も
、
「
五
人
の
裁
判
官
は
、
力
強
い
表
現
の
ハ
リ
ー
・
A
・
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
の
法

廷
意
見
で
、
こ
の
争
点
に
関
す
る
最
も
広
範
な
見
解
を
採
用
し
、
公
民
権
法
は
、
す
べ
て
の
胎
児
保
護
ポ
リ
シ
ー
を
禁
止
し
て
い
る
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｛
8
）

と
宣
言
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。

　
（
3
）
q
°
》
ゆ
≦
’
郵
楠
o
蕊
象
O
o
艮
『
包
ω
L
鷺
ψ
9
迄
霧
Ω
り
曾
ソ

　
（
4
）
　
妊
娠
や
出
産
を
計
画
中
の
者
に
限
定
せ
ず
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
女
性
を
対
象
と
し
た
理
由
を
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

　
　
　
ズ
は
、
三
点
あ
げ
て
い
る
。
①
受
精
か
ら
女
性
が
妊
娠
と
気
づ
く
ま
で
の
間
に
鉛
に
被
曝
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
②
血
中
の
鉛
濃
度

　
　
　
が
低
下
す
る
に
は
、
鉛
に
被
曝
す
る
職
種
を
離
れ
て
か
ら
相
当
の
期
間
が
必
要
で
、
し
ば
し
ば
妊
娠
期
間
に
食
い
込
む
．
③
妊
娠
と

　
　
　
い
う
も
の
は
、
予
定
外
の
こ
と
や
気
づ
か
な
い
う
ち
に
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
ω
良
響
弩
印
駕
o
鼠
凶
P
O
罠
費
自
器
践
司
露
鉱

　
　
　
津
o
房
o
鉱
8
℃
o
瀞
δ
ω
”
H
欝
娼
禽
慧
ω
臨
窪
⑦
Q
巾
震
U
一
ω
o
甑
ヨ
貯
鋤
鉱
◎
P
お
欝
い
替
゜
い
転
』
。
。
メ
。
。
O
H
°
我
が
国
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
こ

　
　
　
れ
く
ら
い
あ
れ
ば
、
非
常
に
説
得
的
な
理
由
と
み
な
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
（
5
）
　
第
四
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
も
き
「
業
務
上
の
必
要
性
」
基
準
を
適
周
。
≦
甑
讐
け
ダ
9
貰
①
零
男
昏
。
α
同
ζ
鱒
｛
O
》
自
ゆ
。
。
輔
）
°
第

　
　
　
一
一
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
当
該
胎
児
保
護
ポ
リ
シ
ー
に
つ
い
て
は
、
「
業
務
上
の
必
要
性
」
基
準
に
合

　
　
　
格
し
な
い
と
し
て
、
違
法
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
湿
姥
Φ
ω
タ
ω
ぎ
浮
鴇
竃
①
篤
◎
凱
鮎
瓢
8
鷺
叶
鉾
遷
㊦
男
鑓
昌
お
（
O
》
津
お
◎
。
爵

　
　
　
ロ
ー
。
レ
ビ
ュ
ー
の
論
調
も
公
民
権
法
第
七
編
を
厳
格
に
解
釈
し
て
違
法
と
結
論
す
る
も
の
よ
り
、
女
性
労
働
者
の
リ
ス
ク
が
男
性
労

　
　
　
働
者
に
比
べ
て
相
当
に
大
き
い
場
合
、
「
合
理
的
」
ポ
リ
シ
ー
に
つ
い
て
は
許
容
す
る
も
の
が
主
流
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
切
の
o
ぎ
び

　
　
　
箆
o
ヨ
㌶
巳
竃
噌
〈
‘
○
吋
癩
◎
⇒
8
切
魯
鉱
く
三
器
轟
び
凶
切
¢
唱
o
一
凶
9
①
ρ
認
9
Q
劉
ピ
菊
撃
い
鵠
お
弘
器
O
（
6
◎
。
Φ
y

　
（
6
）
　
妊
娠
・
出
産
に
基
づ
く
差
別
を
性
差
別
と
み
な
し
禁
止
す
る
趣
旨
で
あ
る
。

　
（
7
）
U
9
冨
a
ダ
幻
9
。
註
ぎ
゜
。
§
”
お
ω
q
ψ
も
。
卜
。
｝
（
お
謡
）
。

　
（
8
＞
累
郵
円
ぎ
①
ρ
9
費
9
昏
。
同
”
掃
⑩
O
飴
跨
≧
“
8
｝
°
ω
゜
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論

　
ま
ず
、
母
性
保
護
の
合
法
性
を
支
持
し
た
と
み
ら
れ
る
四
年
前
の
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
と
の
関
連
か
ら
検
討
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
八
七
年
、
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
預
金
貸
付
組
合
」
判
決
に
お
い
て
、
産
休
を
保
障
す
る
州
法
が
妊
娠
差

別
禁
止
法
に
違
反
し
な
い
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
判
決
と
の
関
係
を
ど
う
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
事
件
で
は
、

労
働
条
件
に
関
し
て
、
産
休
が
他
の
疾
病
に
よ
る
休
業
に
比
べ
て
優
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。
な
ぜ
問
題
に
な
る
の

か
釈
然
と
し
な
い
向
き
も
多
い
と
思
う
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
「
差
別
の
禁
止
」
が
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
優
先
的
取
り
扱
い
の
禁
止

も
意
味
す
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
六
対
三
の
多
数
決
で
、
前
述
の
結
論
に
至
っ
た
が
、
法
廷
意
見
は
、
妊
娠
差
別
禁
止
法
が
、
妊
娠
・
出
産

の
不
利
叢
り
扱
い
は
公
民
権
法
第
七
糎
養
し
な
い
と
し
左
九
七
六
年
の
ギ
ル
バ
ー
ト
灘
に
対
抗
す
る
形
で
制
定
さ
れ
た

こ
と
に
着
目
し
、
連
邦
議
会
の
意
図
は
、
妊
娠
に
関
す
る
給
付
の
最
低
線
を
決
め
る
こ
と
で
あ
り
、
天
井
を
設
け
る
こ
と
で
は
な
か
っ

た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
連
邦
議
会
で
の
議
論
は
、
妊
娠
に
対
す
る
不
利
益
取
り
扱
い
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
点
が
多
く
、
反
対
に

優
先
的
取
り
扱
い
を
定
め
る
州
法
は
そ
の
存
在
は
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
改
廃
し
よ
う
と
い
う
議
論
は
な
か
っ
た
と
す
る
。

こ
の
両
者
は
、
女
性
に
平
等
な
雇
用
機
会
を
確
保
す
る
と
い
う
共
通
の
目
的
に
資
す
る
も
の
だ
と
結
ん
で
い
る
。

　
こ
の
判
決
は
、
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
」
判
決
同
様
、
微
妙
な
事
件
だ
っ
た
。
法
廷
意
見
は
、
産
休
の
優
遇
は
、
今
世

紀
初
頭
の
女
性
保
護
立
法
と
異
な
り
、
伝
統
的
な
固
定
観
念
の
反
映
で
は
な
く
、
妊
娠
・
出
産
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。
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と
も
に
母
性
保
護
措
置
と
み
ら
れ
る
も
の
が
、
」
方
で
は
合
法
と
さ
れ
、
別
の
…
機
会
に
は
違
法
と
さ
れ
た
の
は
ど
う
説
明
さ
れ
る

だ
ろ
う
か
。

　
ひ
と
つ
は
、
産
休
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
実
際
に
妊
娠
し
た
女
性
に
限
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
。
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
の
胎
児
保
護
ポ
リ
シ
ー
は
、
そ
う
い
う
限
定
が
な
く
、
広
く
生
殖
可
能
な
女
性
一
般
を
対
象
に
し
て
い
た
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
の
胎
児
保
護
ポ
リ
シ
ー
の
違
法
性
を
浮
き
彫
り
に
は
し
て

い
る
が
、
合
法
・
違
法
を
分
け
る
分
岐
点
と
は
思
わ
れ
な
い
。
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
」
判
決
の
法
廷
意
見
は
、
妊
娠
し

た
フ
ラ
イ
ト
・
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
の
レ
イ
オ
フ
に
論
及
し
た
際
に
、
妊
婦
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
胎
児
の
保
護
だ
け
で
は
、

差
劉
が
正
当
化
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
し
、
な
に
よ
り
、
妊
娠
差
別
禁
止
法
が
か
よ
う
な
差
別
を
許
さ
な
い
趣
旨
と
法
廷

意
見
は
解
釈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
あ
と
は
、
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
」
に
お
け
る
鉛
の
被
曝
が
男
性
の
生
殖
…
機
能
に
も
有
害
だ
っ
た
こ
と
ー
ど
の
程
度

か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
ー
が
あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
も
、
法
廷
意
見
は
、
理
由
づ
け
を
補
強
す
る
た
め
に

触
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
判
決
理
由
」
と
は
み
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
法
廷
意
見
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
男
性
に
は
無
害
で
も

違
法
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
法
廷
意
見
と
そ
の
論
理
の
大
部
分
を
岡
じ
く
す
る
ス
カ
リ
ァ
裁
判
官
の
結
果
的
同
意
意
見
は
、
鉛
の
被

曝
が
男
性
の
生
殖
シ
ス
テ
ム
に
有
害
か
ど
う
か
は
無
関
係
で
、
た
と
え
無
害
で
も
女
性
を
特
別
扱
い
す
る
こ
と
は
差
別
に
あ
た
る
と

し
て
い
る
。

　
結
局
、
両
判
決
の
法
廷
意
見
だ
け
か
ら
で
は
、
二
つ
の
判
決
を
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
（
9
）
　
O
簿
謀
o
ヨ
訂
糊
豊
興
巴
ω
゜
俸
じ
》
白
・
白
・
P
ダ
〇
二
興
量
』
お
d
b
り
゜
卜
。
お
（
お
・
。
刈
）
°
釜
田
泰
介
「
「
性
に
よ
る
優
遇
扱
い
」
と
9
邑

　
　
　
潟
凝
簿
ω
》
9
第
七
編
」
同
志
社
ア
メ
リ
カ
研
究
第
二
四
号
五
七
頁
（
一
九
八
八
）
、
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「
女
性
労
働
者
に
限
定
し
た
胎
児
保
護
ポ
リ
シ
ー
は
、
す
べ
て
違
法
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
こ
の
判
決
の
要
点
で
あ
ろ
う
。
そ
う

す
る
と
、
間
接
的
母
性
保
護
は
い
う
に
及
ば
ず
、
直
接
的
母
性
保
護
も
、
女
性
労
働
者
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い
な
い
強
制
的
な
も

の
は
や
は
り
違
法
と
い
う
評
価
を
う
け
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
は
、
要
す
る
に
、
あ
る
職
種
に
就
く
こ
と
に
よ
っ

て
労
働
者
本
入
に
危
険
が
降
り
か
か
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
が
業
務
の
本
質
を
阻
害
す
る
と
こ
ろ
ま
で
及
ば
な
い
限
り
、
「
危
険
だ
か
ら

や
め
て
お
き
な
さ
い
」
と
使
用
者
が
い
う
の
は
余
計
な
お
節
介
で
あ
っ
て
、
危
険
だ
か
ら
や
め
て
お
く
か
危
険
を
顧
み
ず
働
く
か
は

労
働
者
が
判
断
す
べ
き
問
題
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
「
使
用
者
が
考
慮
に
入
れ
て
良
い
の
は
、
女
性
が
仕
事
を
遂
行
す

る
能
力
だ
け
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
我
が
国
で
な
ら
ほ
と
ん
ど
問
題
と
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
母
性
保
護
措
置
を
全

員
一
致
の
判
断
で
違
法
と
断
じ
た
。
そ
の
う
ち
、
五
人
の
裁
判
官
は
、
全
面
的
な
違
法
説
を
と
っ
た
。
胎
児
保
護
ポ
リ
シ
ー
に
つ
い

て
、
い
わ
ば
、
条
件
付
合
法
論
を
と
る
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
で
す
ら
、
そ
の
条
件
は
相
当
厳
格
な
も
の
で
あ
っ
て
、
我
が
国
で
い
う
と

こ
ろ
の
直
接
的
母
性
保
護
措
置
の
ご
く
一
部
だ
け
が
合
格
と
い
う
レ
ベ
ル
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
考
え
方
は
、
職
場
の
労
働
環
境
が
飛

躍
的
に
改
善
さ
れ
た
な
ら
ば
、
手
放
し
の
賞
賛
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
の
地
の
労
働
条
件
が
我
が
国
と
比
べ
て
劇

的
に
優
れ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
結
局
、
労
働
保
護
よ
り
も
男
女
平
等
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
政
策
決
定
の
産
物
だ
っ

た
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。



アメリカ法にみる母性保護と男女平等

　
周
知
の
と
お
り
、
労
働
法
は
、
個
人
主
義
的
契
約
観
の
修
正
の
う
え
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
男
女
平
等
の
思
想
は
、

個
人
主
義
の
延
長
線
に
あ
る
も
の
で
紮
・
璽
す
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
判
決
の
法
慧
見
に
は
、
こ
の
両
者
を
墾
し

て
妥
協
点
を
見
つ
け
よ
う
と
い
う
思
想
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
（
む
し
ろ
、
そ
れ
を
試
み
た
の
は
ホ
ワ
イ
ト
結
果
的
同
意
意
見
だ
ろ
う
）

　
こ
れ
ま
で
、
約
二
〇
年
間
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
性
差
別
に
関
す
る
数
多
く
の
判
決
を
下
し
て
き
た
。
そ
の
う
ち

性
差
別
が
違
憲
・
違
法
で
あ
る
と
い
う
判
決
を
、
私
は
お
お
む
ね
好
ま
し
い
も
の
と
考
え
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、
性
に
基
づ
く
男

女
の
役
割
分
業
に
対
す
る
法
の
支
持
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
こ
こ
ま
で
く
る
と
ど
ん

な
も
の
だ
ろ
う
。
違
法
の
結
論
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
広
い
判
決
理
由
を
全
面
的
に
支
持
す
る
に
は
い
さ
さ
か
の
た
め
ら
い
を

感
じ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
事
件
の
原
告
側
の
弁
護
士
で
す
ら
、
法
廷
意
見
の
理
由
づ
け
の
広
汎
さ
に
は
び
っ
く
り
し
た
と
伝

　
　
　
（
1
2
）

え
ら
れ
る
。

　
も
う
百
年
近
く
前
の
一
九
〇
八
年
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
労
働
保
護
を
男
女
平
等
に
優
先
さ
せ
た
。
女
性
の
み
の
最
長
労
働
時

間
法
を
支
持
し
た
三
－
了
論
で
あ
る
・
嬰
共
通
の
蕎
保
護
法
を
違
轡
し
た
三
年
前
の
・
ク
ナ
転
灘
三
緒
に
読
む

と
き
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
判
決
は
、
そ
の
後
の
法
に
お
け
る
性
差
別
容
認
の
出
発
点
に
な
っ
た
と
批
判
さ
れ
る
が
、
当
時
と
し
て
は
や
む

を
得
な
い
側
面
も
強
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
一
個
の
パ
ン
が
得
ら
れ
な
い
な
ら
、
パ
ン
は
、
半
分
で
も
あ
っ
た
ほ
う
が
良
い
に
決
ま
っ

て
い
る
。
そ
れ
を
想
起
す
る
と
き
、
今
回
の
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
」
判
決
は
、
ま
さ
に
隔
世
の
感
が
あ
る
。

　
（
1
1
）
　
ベ
ッ
カ
ー
も
、
「
胎
児
保
護
ポ
リ
シ
ー
の
支
持
者
は
、
女
性
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
子
孫
を
残
す
機
能
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
女
性

　
　
　
を
個
人
と
し
て
扱
う
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
切
Φ
o
ズ
の
が
4
。
⊆
℃
鑓
p
o
富
㎝
・
象
H
卜
。
ω
b
。
・
ベ
ッ
カ
ー
は
、
ま
た
、
「
多
く

　
　
　
の
裁
判
官
は
女
性
を
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
て
み
て
い
る
の
で
、
あ
ま
り
に
も
簡
単
に
使
用
者
の
主
張
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
」
と

　
　
　
批
判
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
た
ち
は
、
そ
う
い
っ
た
偏
見
か
ら
自
由
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
囲
傷
．
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曇ム
轟醸 説

　
　
縁
お
①
轡

（
1
2
）
の
唇
鑓
ま
審
゜
。
鴇
簿
切
り
鐸
8
｝
°
ω
’

（
捻
）
竃
罵
雛
㊦
・
δ
触
Φ
－
q
。
類
§
霧
糞
墓
姦
廷
意
見
に
お
い
て
も
、
ミ
ュ
ー
了
判
決
は
・
「
か
つ
て
・
女
性
の
現
在
や
奨

　
　
の
子
孫
に
関
す
る
慧
は
、
女
性
に
雇
用
の
平
等
な
機
会
を
否
定
す
る
曼
だ
っ
た
」
と
い
う
例
と
し
て
・
否
定
的
に
引
用
さ
れ
て

　
　
い
る
。

（
1
4
）
8
§
費
く
°
窯
磐
く
。
『
ぎ
ド
o
。
・
d
°
ψ
食
§
崩
γ
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