
っ
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
こ
れ
も
ま
た
官
制
に
絡
む
問
題
と
い
え
よ
う

か
。
確
た
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
思
い
を
さ
し
は
さ
み
つ
つ

本
稿
を
読
了
し
た
。
難
解
な
資
料
に
取
り
組
ま
れ
た
著
者
に
敬
意
を
表

す
る
と
と
も
に
、
不
明
を
顧
み
ぬ
拙
い
評
文
の
許
し
を
乞
う
。

（
七
野

敏
光
）

森
田
成
満
著
「
清
代
法
に
於
け
る
同
謀
共
殴
致
死
事
案
の
処

罰
の
仕
組
み
」（『
星
薬
科
大
学
一
般
教
育
論
集
』
二
六
）

同
「
清
代
刑
法
に
於
け
る
共
同
犯
罪
」（『
星
薬
科
大
学
一
般
教
育
論

集
』
二
七
）

同
「
清
代
刑
法
に
於
け
る
自
殺
関
与
者
の
罪
責
」（『
星
薬
科
大
学

一
般
教
育
論
集
』
二
八
）

評
者
が
書
評
を
担
当
す
る
論
文
は
、
森
田
成
満
氏
に
よ
る
近
年
の
三

本
、
す
な
わ
ち
「
清
代
法
に
於
け
る
同
謀
共
殴
致
死
事
案
の
処
罰
の
仕

組
み
」（
以
下
「
第
一
論
文
」
と
称
す
る
）、「
清
代
刑
法
に
於
け
る
共

同
犯
罪
」（
以
下
「
第
二
論
文
」
と
称
す
る
）、「
清
代
刑
法
に
於
け
る

自
殺
関
与
者
の
罪
責
」（
以
下
「
第
三
論
文
」
と
称
す
る
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
論
文
は
い
ず
れ
も
清
代
の
刑
法
に
関
す
る
も
の
で
、
相
互
に

関
連
す
る
内
容
も
少
な
く
は
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の

主
題
を
扱
う
論
文
で
あ
っ
て
、
前
後
の
論
文
に
お
い
て
同
一
主
題
を
発

展
的
に
扱
う
と
い
っ
た
継
承
関
係
は
存
在
し
な
い
。

第
一
論
文
は
、
清
代
の
同
謀
共
殴
致
死
事
案
の
処
罰
に
つ
い
て
、
律

例
に
照
ら
し
て
罪
を
定
め
る
定
罪
手
続
と
、
定
罪
手
続
で
監
候
と
さ
れ

た
事
案
に
対
し
て
行
わ
れ
る
秋
審
手
続
と
に
区
分
し
、
両
手
続
の
役
割

に
着
目
し
て
考
察
を
行
う
。

第
一
節
で
は
、
ま
ず
広
く
清
代
の
人
命
事
案
に
つ
い
て
、「
一
命
一

抵
」
と
呼
ば
れ
る
同
害
報
復
的
刑
罰
を
原
則
と
し
て
、
そ
の
一
部
を
修

正
す
る
形
で
処
罰
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
に
主
題
た
る
同

謀
共
殴
致
死
事
案
に
つ
い
て
、
行
為
者
の
事
実
認
識
が
殴
打
ま
で
で
あ

っ
た
こ
と
、
全
体
と
し
て
殴
打
の
意
思
の
共
同
が
あ
れ
ば
同
謀
と
み
な

さ
れ
た
こ
と
、
犯
罪
者
は
一
人
の
首
犯
と
複
数
の
従
犯
と
に
分
か
れ
、

下
手
し
致
命
に
重
い
傷
を
与
え
た
者
を
首
犯
と
す
る
こ
と
な
ど
に
言
及

す
る
。
そ
し
て
科
さ
れ
る
刑
罰
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
違
法
性
と
責
任
を

総
合
的
に
評
価
す
る
も
の
で
、
典
型
的
な
人
命
犯
罪
を
定
め
る
律
例
を

軸
と
し
て
情
況
に
よ
っ
て
加
減
さ
れ
、
そ
の
加
減
事
由
は
犯
罪
類
型
に

よ
り
異
な
り
得
る
と
し
た
上
で
、
同
謀
共
殴
致
死
事
案
に
関
し
て
は
、

従
犯
が
死
亡
し
た
場
合
や
両
家
の
同
謀
共
殴
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
家

の
一
人
が
死
亡
し
て
被
害
者
と
殺
害
者
に
有
服
の
親
族
関
係
が
あ
っ
た

場
合
に
首
犯
が
減
刑
に
な
っ
た
と
す
る
。

第
二
節
で
は
、
定
罪
手
続
と
秋
審
手
続
と
で
認
定
事
実
に
大
差
が
無

か
っ
た
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
後
者
で
は
同
害
報
復
的
刑
罰
の
仁
徳
に

よ
る
修
正
可
能
性
を
探
る
た
め
に
前
者
で
検
討
し
な
か
っ
た
動
機
、
目

的
、
親
の
介
護
の
要
否
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て

秋
審
に
お
け
る
処
断
の
準
則
と
し
て
、
行
為
に
着
眼
し
て
宥
恕
す
べ
き

事
由
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
に
緩
決
ま
た
は
可
矜

と
す
る
こ
と
、
恩
赦
後
あ
る
い
は
配
所
で
の
人
命
事
案
な
ど
で
は
前
後

の
犯
罪
の
軽
重
を
見
て
処
遇
を
決
め
る
こ
と
、
父
母
の
介
護
が
必
要
な
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場
合
に
留
養
を
認
め
る
と
い
っ
た
行
為
と
は
関
係
な
い
事
実
を
考
慮
す

る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。

第
二
論
文
は
、
名
例
律
「
共
犯
罪
分
首
従
」
条
に
規
定
さ
れ
る
共
同

犯
罪
に
つ
い
て
、
犯
罪
の
成
立
と
処
罰
の
側
面
か
ら
解
明
す
る
。

第
一
節
で
は
、
共
同
犯
罪
を
「
複
数
人
が
共
謀
し
て
集
団
で
な
す
有

意
の
違
法
な
行
為
」（
第
二
論
文
二
頁
）
と
定
義
し
、
犯
罪
の
主
体
と

な
る
集
団
に
つ
い
て
は
「
一
人
の
主
導
者
と
随
従
者
と
か
ら
な
る
有
機

的
な
団
体
」（
第
二
論
文
二
頁
）
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
清
代
の
共
同

犯
罪
は
殺
人
、
傷
害
、
強
盗
、
窃
盗
な
ど
限
ら
れ
た
犯
罪
の
み
に
存
在

す
る
各
則
的
法
理
で
あ
っ
て
、「
擅
入
皇
城
宮
殿
等
門
」
な
ど
一
人
の

直
接
的
な
身
体
の
動
作
そ
の
も
の
が
犯
罪
と
な
る
自
身
犯
に
お
い
て
は
、

団
体
で
な
し
た
行
為
と
と
ら
え
ら
れ
な
い
た
め
共
同
犯
罪
が
存
在
し
な

い
と
指
摘
す
る
。
ま
た
共
同
犯
罪
の
成
立
に
は
、
謀
議
に
加
わ
り
結
果

を
達
成
す
る
た
め
に
共
に
行
う
と
い
う
同
一
方
向
へ
の
意
思
の
共
有
が

必
要
で
あ
り
、
謀
議
が
確
認
で
き
な
い
行
為
や
意
思
が
同
方
向
に
向
か

っ
て
い
な
い
行
為
は
共
同
犯
罪
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
謀
議
に
関
し

て
は
、
九
十
歳
以
上
の
老
人
や
幼
児
は
自
ら
の
意
思
が
無
い
と
評
価
さ

れ
る
こ
と
、
無
意
の
犯
罪
や
時
に
臨
ん
で
な
し
た
犯
罪
は
謀
議
が
成
立

し
な
い
こ
と
、
共
謀
の
及
ぶ
範
囲
ま
で
し
か
共
同
犯
罪
が
成
立
し
な
い

こ
と
な
ど
を
述
べ
、
第
一
論
文
で
扱
っ
た
同
謀
共
殴
致
死
に
つ
い
て
は

暴
行
ま
で
の
共
同
犯
罪
と
傷
害
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
単
独
犯
罪
が
併
合

す
る
特
別
な
犯
罪
類
型
と
理
解
す
る
。

第
二
節
で
は
、
首
犯
に
法
定
刑
を
科
し
従
犯
は
首
犯
か
ら
一
等
を
減

じ
た
刑
を
科
す
と
い
う
首
従
の
法
が
共
同
犯
罪
の
処
罰
の
原
則
的
な
法

理
で
あ
る
と
紹
介
し
た
上
で
、
同
謀
共
殴
致
死
な
ど
共
同
犯
罪
と
単
独

犯
罪
が
併
合
す
る
特
別
の
犯
罪
類
型
に
お
い
て
は
単
独
犯
罪
に
着
眼
し

て
量
刑
す
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
共
同
犯
罪
に
お
け
る
身
分
に
関
し
て
、

他
の
犯
罪
者
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
が
基
本
的
な
法
理
と
し
た
上
で
、

そ
れ
を
修
正
す
る
法
理
と
し
て
、
首
犯
に
身
分
が
あ
り
従
犯
が
凡
人
の

場
合
は
首
犯
の
影
響
を
受
け
て
従
犯
の
刑
が
加
重
さ
れ
る
こ
と
、
首
犯

が
凡
人
で
従
犯
に
身
分
が
あ
る
場
合
は
従
犯
の
影
響
を
受
け
て
首
犯
の

刑
が
加
重
さ
れ
る
こ
と
、
首
犯
と
従
犯
が
と
も
に
身
分
が
あ
る
場
合
は

そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
と
相
手
方
の
双
方
の
身
分
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
を

挙
げ
る
。

第
三
論
文
は
、
他
人
の
自
殺
に
関
与
し
た
者
が
い
か
に
処
罰
さ
れ
る

か
を
解
明
す
る
も
の
で
、
自
殺
関
与
の
あ
り
方
を
共
同
犯
罪
と
単
独
犯

罪
と
に
区
分
し
て
考
察
を
行
う
。

第
一
節
で
は
、
自
殺
者
と
関
与
者
の
間
に
集
団
と
し
て
把
握
可
能
な

意
思
の
共
有
が
存
在
す
る
場
合
に
共
同
犯
罪
と
さ
れ
る
と
し
た
上
で
、

自
殺
関
与
に
関
す
る
専
条
は
な
い
た
め
、
関
連
し
そ
う
な
条
項
を
作
業

仮
説
と
し
な
が
ら
事
実
認
定
を
行
う
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
用
い
ら
れ

る
条
項
は
通
例
、
謀
殺
条
で
あ
り
、
関
与
者
は
加
功
の
従
犯
と
し
て
絞

監
候
と
な
る
が
、
考
慮
す
べ
き
格
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
定
案
手

続
に
お
け
る
比
付
や
夾
箋
声
明
、
あ
る
い
は
秋
審
手
続
な
ど
で
調
整
が

図
ら
れ
る
と
す
る
。

第
二
節
で
は
、
自
殺
者
と
関
与
者
に
集
団
と
し
て
把
握
可
能
な
意
思

の
共
有
を
も
た
ら
す
謀
議
が
な
い
と
き
は
個
人
の
単
独
犯
罪
と
さ
れ
る

と
す
る
。
こ
う
し
た
単
独
犯
罪
に
は
、
一
つ
に
は
脅
迫
、
威
逼
、
教
唆
、

書 評
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幇
助
を
一
方
的
に
行
っ
て
自
殺
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
場
合
で
、
犯
罪

性
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
不
応
為
と
し
て
処
罰
す
る
場
合
か
ら
謀
殺
と
し

て
処
罰
す
る
場
合
ま
で
あ
る
と
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
嘱
託
を
受
け
て

殺
害
し
た
も
の
の
意
思
の
共
有
が
あ
る
と
認
定
で
き
な
い
場
合
で
、
専

条
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
に
よ
り
、
専
条
が
無
い
場
合
は
一
般
的
な
条
項

と
し
て
故
殺
条
や
闘
殺
の
条
項
で
処
罰
を
行
う
と
す
る
。
そ
し
て
実
際

に
科
す
刑
罰
の
調
整
は
、
共
同
犯
罪
の
場
合
と
同
じ
く
、
比
付
や
夾
箋

声
明
、
秋
審
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

以
上
、
三
本
の
論
文
を
簡
単
に
紹
介
し
た
が
、
全
体
に
共
通
す
る
特

徴
と
し
て
は
、
各
論
文
が
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
を
考
察
す
る
に
止
ま

ら
ず
、
そ
れ
ら
の
考
察
を
通
じ
て
清
代
の
刑
法
全
体
に
お
け
る
各
特
徴

と
い
う
べ
き
も
の
を
解
明
す
る
こ
と
を
強
く
企
図
す
る
形
で
考
察
を
行

っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
論
文
は
「
清
代
に
於
け
る
人
命

事
案
に
対
す
る
処
罰
の
仕
組
み
の
全
体
像
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を
得

る
」（
第
一
論
文
一
六
頁
）
こ
と
を
目
的
と
し
て
掲
げ
、
同
謀
共
殴
致

死
事
案
の
処
罰
を
考
察
し
た
結
果
、「
清
代
命
案
の
刑
法
は
秩
序
維
持

を
目
的
に
す
る
同
害
報
復
的
刑
罰
と
仁
徳
に
沿
う
寛
容
さ
の
せ
め
ぎ
合

い
」（
第
一
論
文
三
五
頁
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
立

決
事
案
と
監
候
事
案
と
に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
す
る
定
罪
手
続
と
監
候
事

案
の
刑
の
減
免
の
可
能
性
を
探
る
秋
審
手
続
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る

と
理
解
す
る
。
第
二
論
文
は
、
共
同
犯
罪
の
解
明
に
よ
っ
て
「
清
代
刑

法
に
現
れ
る
人
間
観
の
特
徴
を
窺
う
こ
と
も
で
き
る
」（
第
二
論
文
二

頁
）
と
し
た
上
で
、
戴
炎
輝
、
滋
賀
秀
三
両
氏
の
共
犯
を
巡
る
論
争
に

お
い
て
両
氏
に
共
通
す
る
「
共
同
犯
罪
を
人
を
独
立
し
た
主
体
性
の
強

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
個
人
が
共
同
し
て
な
し
た
犯
罪
」

（
第
二
論
文
二
〇
頁
）
と
す
る
理
解
に
対
し
て
、
共
同
犯
罪
は
「
主
体

性
、
独
立
性
に
乏
し
い
人
間
観
の
特
徴
を
反
映
」（
第
二
論
文
二
頁
）

す
る
も
の
で
、「
人
の
集
合
体
が
犯
罪
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

犯
罪
の
主
体
を
一
人
の
主
導
者
と
随
従
者
と
か
ら
な
る
有
機
的
な
団
体

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
」（
第
二
論
文
二
頁
）
と
す
る
著
者
の
理
解
を

冒
頭
で
仮
説
的
に
提
示
し
、
そ
れ
を
具
体
的
事
例
に
よ
っ
て
論
証
す
る

と
い
う
方
向
で
考
察
が
進
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
三
論
文
は
、
清
代
の

自
殺
に
関
し
て
「
犯
罪
類
型
と
し
て
は
っ
き
り
し
た
成
文
条
項
に
す
べ

て
が
な
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
分
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
刑
法
の
諸
特
徴

が
現
れ
出
る
」（
第
三
論
文
八
頁
）
と
い
う
認
識
の
も
と
、
自
殺
関
与

者
の
処
罰
の
解
明
を
通
じ
て
「
事
実
認
定
の
な
し
方
の
特
徴
や
そ
の
重

要
性
、
清
代
刑
法
に
お
け
る
人
間
観
、
ま
た
成
文
条
項
の
働
き
を
見

る
」（
第
三
論
文
七
頁
）
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
結
語
に
お
い
て
、

特
に
成
文
条
項
の
役
割
に
着
目
し
た
法
的
処
理
の
な
し
方
の
分
類
と
し

て
、
成
文
条
項
の
要
件
を
満
た
す
事
実
を
認
定
し
て
適
用
す
る
場
合
、

そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
条
項
は
な
い
と
判
断
し
て
比
付
を
行
う
場
合
、

適
用
す
べ
き
条
項
は
あ
る
も
の
の
そ
れ
と
は
異
な
る
処
断
を
す
る
場
合

の
三
つ
を
挙
げ
る
。

個
々
の
主
題
を
扱
う
三
論
文
を
通
じ
て
著
者
が
解
明
す
る
と
こ
ろ
の

清
代
刑
法
の
各
特
徴
は
、
全
体
的
に
は
概
ね
首
肯
で
き
る
内
容
と
い
え

る
。
具
体
的
事
例
を
用
い
て
の
論
証
も
説
得
力
が
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら

三
論
文
を
、
清
代
刑
法
全
体
を
論
じ
る
際
の
い
わ
ば
各
論
と
し
て
位
置

づ
け
た
場
合
、
内
容
的
に
不
十
分
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
存
在
す
る
と
評
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者
に
は
感
じ
ら
れ
た
。

一
例
と
し
て
請
旨
即
行
正
法
を
挙
げ
る
と
、
第
二
論
文
に
お
い
て
著

者
は
、
共
同
犯
罪
に
お
い
て
首
犯
に
身
分
が
あ
り
従
犯
が
凡
人
の
場
合

は
首
犯
の
影
響
を
受
け
て
従
犯
の
刑
が
加
重
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
の
具
体
的
事
例
と
し
て
尊
属
殺
人
の
従
犯
の
凡
人
に
つ
い
て
絞
監
候

を
絞
立
決
と
す
る
乾
隆
期
の
条
例
と
、
期
親
尊
長
の
殺
人
の
従
犯
の
凡

人
を
絞
監
候
に
定
擬
し
て
請
旨
即
行
正
法
と
す
る
嘉
慶
期
の
条
例
お
よ

び
事
案
を
紹
介
す
る
。
評
者
が
別
稿
（
拙
稿
「「
請
旨
即
行
正
法
」
考

―
―
清
代
乾
隆
・
嘉
慶
期
に
お
け
る
死
刑
裁
判
制
度
の
一
考
察
―
―
」

〔『
専
修
法
学
論
集
』
九
八
号
、
二
〇
〇
六
年
〕）
で
明
ら
か
に
し
た
よ

う
に
、
嘉
慶
期
以
降
に
お
け
る
請
旨
即
行
正
法
は
手
続
的
に
律
例
に
準

拠
し
て
監
候
と
定
擬
し
た
上
で
死
刑
の
即
時
執
行
を
奏
請
す
る
方
法
で

あ
る
。
こ
の
場
合
の
擬
律
は
あ
く
ま
で
も
監
候
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ

て
こ
れ
は
律
例
の
処
罰
体
系
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
そ
の
外
側
に
お
い

て
加
重
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
監
候
を
立
決

に
変
更
す
る
場
合
、
こ
れ
は
律
例
が
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
刑
罰
の
加
重

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
律
例
の
処
罰
体
系
を
変
更
す
る
内
容
を
有
す
る

こ
と
に
な
る
。
監
候
を
立
決
に
す
る
こ
と
と
請
旨
即
行
正
法
と
で
は
、

同
じ
加
重
と
い
っ
て
も
律
例
の
処
罰
体
系
を
変
更
す
る
か
否
か
で
大
き

く
異
な
る
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
そ
の
よ
う
な
手
続

的
差
異
に
着
目
せ
ず
一
律
に
「
加
重
」
と
理
解
す
る
。

こ
の
よ
う
に
手
続
的
差
異
に
着
目
し
な
い
背
景
に
は
、
上
記
の
例
に

お
い
て
乾
隆
期
の
監
候
を
立
決
に
す
る
条
例
と
嘉
慶
期
の
請
旨
即
行
正

法
の
条
例
を
単
純
に
並
列
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は

清
代
に
お
け
る
時
期
的
な
差
異
を
さ
ほ
ど
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
が
考

え
ら
れ
よ
う
。
一
般
に
近
代
法
史
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
光
緒
新
政
以
降

を
除
外
す
る
と
し
て
も
、
入
関
か
ら
光
緒
新
政
ま
で
は
二
五
〇
年
以
上

に
亘
る
も
の
で
あ
り
、
清
代
刑
法
も
そ
の
間
に
お
い
て
当
然
に
変
化
が

生
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
変
化
か
ら
生
じ
る
時
期
的
な
差
異
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
、
時
期
が
異
な
る
個
々
の
具
体
的
事
例
を
用
い
て
清
代
刑

法
の
特
徴
を
解
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
清
代
の
ど
の
時
期
に
も
存

在
し
な
い
架
空
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

（
鈴
木

秀
光
）

中
村
正
人
著
「
清
律
に
お
け
る
自
首
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
―

―
強
盗
犯
の
自
首
を
中
心
に
し
て
」（『
金
沢
法
学
』
五
二
―
一
）

筆
者
は
清
代
の
刑
事
法
を
主
な
対
象
と
し
て
実
証
性
の
高
い
研
究
を

さ
れ
て
き
た
法
制
史
家
で
あ
る
。

こ
の
論
考
は
強
盗
犯
の
自
首
に
着
眼
し
て
そ
の
制
度
の
変
遷
を
丹
念

に
追
い
か
け
て
そ
の
背
景
を
探
ろ
う
と
す
る
。
悔
い
改
め
て
自
首
し
た

者
の
刑
罰
を
軽
減
す
る
こ
と
と
そ
れ
に
よ
る
社
会
秩
序
の
悪
化
と
い
う

ジ
レ
ン
マ
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
刑
法
制
度
の
変
遷
の
背
景
を
解
明
す
る
こ
と
が
筆
者
の
近
年

の
関
心
で
あ
っ
て
そ
う
い
う
観
点
か
ら
留
養
制
度
を
見
た
論
考
を
既
に

公
に
さ
れ
て
い
る
｛
清
律
『
犯
罪
存
留
養
親
』
条
考
（
金
沢
法
学
四
二

の
二
、
四
三
の
三
）、
清
律
『
犯
罪
存
留
養
親
』
条
補
考
（
同
誌
四
五

の
二
、
四
六
の
二
）｝。
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