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ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
慶
麿
義
塾
の
伊
東
と
申
し
ま
す
。
正
直
申
し
上
げ
て
、
今
ま
で
ず
っ
と
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
座
っ
て
聞
い
て

お
り
ま
し
た
が
、
非
常
に
居
づ
ら
い
感
じ
が
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、

レ
ジ
ュ
メ
も
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
シ
ン
プ
ル
な
こ
と
を
お
話
し
す
る
の
で
、
あ
え
て
レ
ジ
ュ
メ
も
い
ら
な
い
だ
ろ
う
、
と
考
え
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
刑
事
法
学
と
い

う
の
が
、
ど
う
も
こ
の
競
争
法
の
議
論
の
中
で
浮
い
て
い
る
、
話
が
か
み
合
わ
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
異
次
元
の
状
況
に
あ
る
よ
う

な
気
が
し
て
、

で
き
る
限
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
議
論
に
合
わ
せ
て
お
話
を
し
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
と
考
え
、
あ
ま
り
規
定
路
線
を
書
き
た
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く
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
お
話
自
体
は
、
先
程
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
シ
ン
プ
ル
と
い
い
ま
す
か
、
プ
リ
ミ
テ
ィ

ブ
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
な
り
ま
す
の
で
、
繰
り
返
し
気
味
に
な
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
確
認
し
な
が
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、

レ
ジ
ュ
メ
を
省
略
し
た
失
礼
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。



シンポジウム

私
に
与
え
ら
れ
た
テ
l
マ
は
「
保
護
法
益
と
し
て
の
競
争
秩
序
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
報
告
を
さ
せ
よ
う
と
考
え
ら
れ
た
際
に
は
、
お

そ
ら
く
、
私
が
法
益
概
念
を
一
八
0
0
年
代
か
ら
歴
史
的
に
ず
っ
と
辿
る
研
究
を
や
っ
た
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
主
と
し
て
刑
事
法
的
な
法
益
の
概
念
規
定
を
「
競
争
秩
序
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
や
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
と

い
う
こ
と
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
こ
れ
ま
で
に
報
告
さ
れ
た
先
生
方
と
は
異
質
な
議
論
に
な
っ
て
く
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ご
存
じ
の
通
り
、
法
益
概
念
そ
の
も
の
は
一
般
法
論
上
の
概
念
で
す
の
で
、
ど
こ
か
で
本
来
一
致
し
て
い
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
目
的
は
二
つ
あ
っ
て
、
第
一
が
「
多
元
的
ツ
l
ル
の
相
互
関
係

の
検
討
」
、
そ
れ
か
ら
第
二
が
「
各
実
定
法
分
野
に
お
け
る
競
争
秩
序
概
念
(
な
い
し
公
正
競
争
概
念
)
の
異
同
」
と
い
う
も
の
の
検
討
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
ま
ず
は
刑
事
法
分
野
に
お
い
て
「
競
争
秩
序
」
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
思
い
描
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
お
話

し
し
、
そ
の
後
、
色
々
な
法
領
域
の
中
で
の
手
段
と
し
て
刑
事
法
が
ど
う
作
用
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
若
干
勝
手
に
お
話
し
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
早
速
で
す
け
れ
ど
も
、
若
干
次
元
が
違
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
訳
で
す
が
、
刑
事
実
体
法
の
解
釈
論
で

「
競
争
秩
序
」
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
実
質
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
ご
く
簡
単
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
刑
事
法
の
場
合
、
刑
法
典
と
そ
れ
以
外
の
法
典
に
は
非
常
な
差
が
あ
る
の
だ
と
い
う
発
想
が
あ
り
、
刑
法
典
及
び
質
的
に
刑
法
典
中
の
罪

に
比
肩
す
る
よ
う
な
罪
を
規
定
す
る
準
刑
法
典
と
も
い
う
べ
き
特
別
法
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
刑
事
刑
法
(
穴
ユ
ヨ
ロ
巳
'
2
5
P
R
Z
)
と
い

う
言
い
方
を
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
を
特
別
刑
法
、
あ
る
い
は
、
行
政
刑
法
(
〈

q
g
z
g
m
Z
S『

『

R
Z
)
と
い
う
言
い
方

を
し
ま
す
。

こ
の
特
別
刑
法
や
行
政
刑
法
に
は
、
当
然
、
競
争
法
、
従
っ
て
、
競
争
刑
法
も
入
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
競
争
刑
法
と
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い
う
の
か
、
あ
る
い
は
、
経
済
刑
法
と
い
う
の
か
、
呼
び
方
は
人
に
よ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
特
別
刑
法
、
あ
る
い
は
、
行
政
刑
法
に

関
す
る
解
釈
論
と
い
う
の
は
、
こ
の
二

O
年
位
の
間
に
、
格
段
の
展
開
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ご
存
じ
の
通
り
、
二
組
の
大
き
な
特
別
刑

法
に
関
す
る
コ
メ
ン
タ

l
ル
が
刊
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
実
定
法
解
釈
に
関
し
て
は
進
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
理
論
学
的
に
は
か
な
り
未
開
な
状
態
が
続
い
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
独
禁
法
あ
る
い
は
不
正
競
争
防
止
法
等
で
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
な
競
争
」
あ
る
い
は
「
公
正
な
競
争
」
と

い
う
よ
う
な
も
の
を
保
護
す
る
た
め
の
罰
則
の
解
釈
も
、
進
ん
で
き
た
と
は
い
え
、
理
論
学
的
に
は
な
お
未
聞
の
状
態
に
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
刑
事
法
学
者
に
と
っ
て
も
、
「
自
由
な
競
争
」
と
「
公
正
な
競
争
」
と
い
う
法
益
自
体
は
、
観
念
し
が
た
い
、
あ
る
い
は
、

競争秩序への多元的アプローチ(2・完)

観
念
し
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
に
申
し
上
げ
れ
ば
、
刑
法
典
九
六
条
の
三
第
二
項
に
談
合
罪
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
し
、
同
条
一
項
の
入
札
妨
害
罪
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
談
合
罪
の
法
益
に
つ
い
て
は
、
独
禁
法
の
法
益
と
ほ
と
ん
ど
同
じ

な
の
だ
と
、
私
自
身
も
含
め
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
刑
法
学
者
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
現
在
の
法
典
上
の
位
置
等
か
ら
で

す
と
、
官
公
庁
の
入
札
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
官
公
庁
の
利
益
を
害
す
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
官
公
庁
の
職
務
の
円
滑
と
い
う
観
点
か

ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
が
通
常
で
す
が
、
談
合
罪
と
い
う
の
は
や
は
り
自
由
競
争
秩
序
の
保
護
を
法
益
と
す
る
と
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
、

と
い
う
見
解
は
か
な
り
有
力
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
よ
う
に
理
解
に
進
化
が
生
じ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
「
自
由
な
競
争
」
あ
る

い
は
「
公
正
な
競
争
」
と
い
う
法
益
の
内
実
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
者
が
イ
メ
ー
ジ
的
に
使
っ
て
い
る
だ
け
で
煮
詰
め
ら
れ
て

い
な
い
、
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

あ
ま
り
詳
し
い
紹
介
は
し
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
今
申
し
上
げ
た
よ
う
な
状
態
の
典
型
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
経
済
刑
法
の
法
益
と
い
う

北法56(3・289)1327



シンポジウム

の
は
一
体
何
な
の
か
と
い
う
議
論
が
い
ま
だ
に
続
い
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
経
済
刑
法
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
と
捉
え
る

か
と
い
う
問
題
で
す
が
、
当
然
、
独
禁
法
や
不
正
競
争
防
止
法
な
ど
の
罰
則
の
法
益
も
入
っ
て
く
る
訳
で
す
。
そ
こ
で
の
典
型
的
な
定
義
の

北j去56(3・290)1328

一
例
と
し
て
は
、
経
済
犯
罪
と
は
「
一
般
消
費
者
又
は
経
済
主
体
で
あ
る
企
業
、
商
人
、
公
的
機
関
等
の
財
産
的
・
経
済
的
利
益
を
侵
害
し

又
は
危
険
に
す
る
行
為
」
で
あ
る
、
こ
う
い
う
概
念
規
定
が
あ
り
ま
す
。

神
山
敏
雄
先
生
等
の
見
解
で
す
が
、
こ
こ
で
は
法
益
主
体
、
個
人
の
法
益
の
侵
害
も
し
く
は
危
殆
化
が
な
け
れ
ば
経
済
犯
罪
に
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
入
ら
な
い
も
の
に
対
し
て
は
刑
罰
的
な
対
応
を
為
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
構
成
を
し
て

い
く
訳
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
問
題
と
な
る
代
表
的
な
例
と
し
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
・
ト
レ

l
デ
イ
ン
グ
(
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
)
あ
る
い
は
損
失
補
填
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
正
に
ア
ン
フ
ェ
ア
な
や
り
方
の
処
罰
如
何
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
あ

る
意
味
で
は
被
害
者
は
い
な
い
か
ら
で
す
。
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
は
儲
け
ま
す
が
、
他
の
人
に
害
を
加
え
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
間
接
的
な
意

味
で
は
害
が
あ
る
日
訳
で
す
が
、
刑
法
的
に
は
直
接
的
な
害
は
な
い
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
批
判
は
あ
り
ま
す
が
、
先
程
、
森
平
先
生
の
お
話
し
に
な
ら
れ
た
消
費
者
保
護
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
誰
か
の
損
害
の
発
生

と
い
う
こ
と
を
介
入
根
拠
と
す
る
と
い
う
一
つ
の
行
き
方
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
色
々
な
犯
罪
類
型
を
取
っ
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
が
常
に
言
え
る
と
は
限
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
も
う
少
し
広
げ
て
考
え
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
個
人
の
法
益
の
侵
害
・
危
殆

化
と
い
う
損
害
が
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
先
程
来
の
議
論
に
出
て
来
て
い
る
「
外
郭
秩
序
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
個
人

法
益
の
保
護
の
た
め
に
シ
ス
テ
ム
と
し
て
維
持
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
超
個
人
的
利
益
と
い
う
も
の
も
法
益
と
し
て
保
護
し
ま
し
ょ

う
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
恐
ら
く
現
在
の
主
流
の
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。
芝
原
邦
爾
先
生
の
見
解
が
代
表
例
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
形

で
拡
張
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
現
在
の
経
済
刑
法
の
法
益
論
の
も
う
一
つ
の
行
き
方
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
行
き
方
は
、
逆
に
い
え
ば
、
法
益
の
統
一
的
な
把
握
を
諦
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
事
実
上
は
、
罰
則
と



し
て
存
在
す
る
理
由
を
法
益
と
し
て
説
明
す
る
、
後
は
適
合
的
に
何
と
か
色
々
な
形
で
解
釈
論
と
し
て
合
理
化
し
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
敢
え
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
刑
事
法
的
な
「
保
護
法
益
と
し
て
の
競
争
秩
序
」
の
定
義
と
い
う
課

題
に
応
え
る
に
は
、
最
初
か
ら
出
直
し
と
良
い
ま
し
ょ
う
か
、
定
義
そ
の
も
の
を
こ
こ
で
や
り
直
す
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

テ
ー
マ
は
「
競
争
秩
序
」
と
い
う
も
の
を
定
義
し
ろ
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
取
り
敢
え
ず
は
、
「
公
正
な
競
争
秩
序
」
と

い
う
風
に
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
先
程
か
ら
の
議
論
で
も
、
競
争
秩
序
の
「
倫
理
性
」
、
あ
る
い
は
、
長
谷
川
先
生
の
表
現
に
拠
れ
ば
、

「
公
平
性
」
、
「
道
徳
的
公
正
」
等
々
が
言
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
何
か
価
値
賓
辞
が
な
い
と
落
ち
着
き
が
悪
い
せ
い
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

一
応
そ
の
辺
を
使
う
こ
と
に
し
た
い
と
思

す
。
な
お
、

実
定
法
上
で
も
不
正
競
争
防
止
法
な
ら
ば
「
公
正
な
競
争
」
と
い
う
風
に
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、

い
ま
す
が
、
そ
の
意
味
は
後
述
す
る
通
り
で
す
。

競争秩序への多元的アプローチ(2・完)

ま
ず
、
法
益
と
い
う
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
内
実
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
実
体
の
も
の
、
ど
う
い
う
属
性
の
も
の
を
捉
え
た
ら
良
い
の

か
、
と
問
題
で
す
が
、
歴
史
的
に
見
る
と
、
刑
事
実
体
法
学
で
は
、
大
き
く
二
つ
に
捉
え
方
が
分
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
、
客
体
性
あ
る
い
は
因
果
的
対
象
性
と
い
う
も
の
を
要
求
す
る
行
き
方
で
す
。
「
因
果
的
構
成
」
と
呼
び
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、

そ
の
よ
う
な
客
体
、
あ
る
い
は
、
対
象
の
担
っ
て
い
る
法
秩
序
に
と
っ
て
の
価
値
性
と
い
う
も
の
に
着
服
す
る
行
き
方
、
「
価
値
的
構
成
」

と
い
う
風
に
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。
若
い
院
生
た
ち
が
習
っ
た
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ
る
新
カ
ン
ト
派

的
な
表
現
を
用
い
れ
ば
、
存
在
と
存
在
に
フ
ェ
ア
ハ
フ
テ
ン

(g号
急
百
)
し
て
い
る
価
値
の
い
ず
れ
な
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。

ど
ち
ら
の
捉
え
方
が
良
い
の
か
と
い
う
問
題
は
一
先
ず
措
き
ま
す
が
、
こ
の
い
ず
れ
の
構
成
に
よ
っ
て
も
、
法
益
は
「
犯
罪
行
為
時
に
お

北法56(3・291)1329

い
て
現
に
存
在
す
る
」
状
態
、
そ
の
法
的
保
護
の
客
体
な
い
し
因
果
的
対
象
あ
る
い
は
価
値
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に

あ
る
も
の
が
法
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
少
し
分
か
り
ゃ
す
く
吾
一
ヲ
ん
ば
、
犯
罪
行
為
時
に
は
存
在
し
な
い
望
ま
し
い
状
態
、
あ
る
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い
は
、
そ
の
よ
う
な
価
値
の
達
成
と
い
、
つ
も
の
を
刑
罰
の
負
科
根
拠
に
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
、
正
に
「
保
護
」
な
の

で
す
。
何
か
を
保
護
す
る
の
で
あ
っ
て
、
何
か
を
作
り
出
す
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
従
っ
て
、
「
あ
る
べ
き
」
状
態
と
い
う
よ
う

な
も
の
を
害
し
た
か
ら
処
罰
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
一
先
ず
言
い
換
え
ま
す
と
、
「
「
公
正
」
な
競
争
秩
序
」
と
い
う
の
は
、
「
「
我
が
国
市
場
経
済
の
中
で
歴
史
的
に
生
じ
展

閉
し
て
き
た
犯
罪
行
為
時
に
お
い
て
現
に
存
在
し
て
い
る
」
競
争
秩
序
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
報
告

メ
モ
に
は
「
我
が
国
の
「
自
由
主
義
」
市
場
経
済
」
と
入
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
長
谷
川
先
生
の
ご
指
摘
な
ど
を
聞
い
て
い
ま
す
と
、
自
由

主
義
と
い
う
表
現
は
除
い
て
お
い
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
と
考
え
、
取
り
敢
え
ず
、
市
場
経
済
と
い
う
言
葉
だ
け
に
し
て
お
き
ま
す
。
「
「
我
が

国
の
市
場
経
済
の
中
で
歴
史
的
に
生
じ
展
開
し
て
き
た
犯
罪
行
為
時
に
お
い
て
現
に
存
在
し
て
い
る
」
競
争
秩
序
」
で
す
。

つ
ま
り
、
「
公
正
で
あ
る
」
と
い
う
と
価
値
的
な
賓
辞
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
刑
事
法
に
と
っ
て
は
実
は
あ
ま
り
意
味
は
な
い
の
で
す
。
あ

る
い
は
、
法
益
全
体
に
と
っ
て
も
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
市
場
経
済
の
歴
史
的
・
技
術
的
な
性
格

と
い
う
も
の
を
帯
び
て
生
じ
て
く
る
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
点
が
、
第
一
に
強
調
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

も
う
少
し
言
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
時
間
の
関
係
か
ら
、
そ
こ
は
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
。
今
申
し
上
げ
た
よ

う
な
形
で
、
法
益
の
保
護
を
「
現
に
あ
る
も
の
」

の
保
護
に
限
り
ま
す
と
、
将
来
的
な
「
あ
る
べ
き
状
態
」

の
達
成
は
ど
う
す
る
の
だ
、
と

い
う
問
題
が
常
に
出
て
き
ま
す
。
刑
事
法
に
関
し
て
言
え
ば
、
保
護
法
益
を
そ
の
よ
う
に
限
定
し
た
場
合
に
、
通
常
は
黙
示
の
合
意
で
し
ょ

う
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
「
あ
る
べ
き
状
態
」
の
達
成
は
行
政
の
責
務
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ

ま
た
無
意
識
的
か
意
識
的
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
「
あ
る
べ
き
状
態
」
を
目
指
す
行
政
施
策
の
達
成
の
た
め
に
刑
罰
を
使
う
こ
と
は
許
さ

れ
る
、
と
い
う
こ
と
も
通
常
は
黙
示
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
、
こ
れ
は
立
証
さ
れ
て
い
な
い
命
題
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
認
め
ら
れ
な
い
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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今
議
論
し
て
い
る
事
柄
は
お
分
か
り
に
な
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
、
環
境
保
護
を
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
理
解
し
や
す

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
水
質
の
保
護
と
い
っ
て
も
、
純
粋
に
理
想
的
な
水
質
と
い
う
の
は
、
今
は
最
早
存
在
し
な
い
訳
で
す
。
現

に
あ
る
質
の
水
を
守
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
よ
り
清
純
な
望
む
べ
き
質
の
水
に
戻
す
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
「
法
益
保
護
」

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
、
水
質
保
護
の
為
に
排
出
基
準
を
定
め
て
、
例
え
ば
一
九
九
O
年
時
点
の
水
質
に
戻
す
た
め
の
排
出
基
準
を
定
め
、
そ
れ
に
違
反

し
た
者
を
処
罰
し
ま
す
。
こ
れ
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
余
り
議
論
が
あ
り
ま
せ
ん
。
筋
論
で
い
け
ば
、
こ
の
よ

う
な
や
り
方
は
恐
ら
く
使
え
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
設
定
さ
れ
た
基
準
を
守
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
の
回
復
力
等
を
通
じ
て

水
質
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
は
良
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
刑
罰
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
理
論
的
に
は
許
さ
れ
な
い
の
だ
ろ

ぅ
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
私
の
個
人
的
な
考
え
方
で
す
し
、
余
り
よ
く
議
論
さ
れ
て
い
な
い
問
題
で
す
。

競争秩序への多元的アプローチ(2・完)

定
義
の
次
の
段
階
に
移
り
ま
し
ょ
う
。
先
程
は
、
「
現
状
」
と
し
て
の
法
益
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
し
た
。
次
は
、
先
程
申
し
上
げ
た
「
因

果
的
構
成
」
と
「
価
値
的
構
成
」
の
ど
ち
ら
が
良
い
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
民
事
法
の
先
生
方
な
ど
に
は
、
余
り
違
い
が
あ
る
と
い

う
気
は
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
端
的
に
申
し
上
げ
る
と
、
「
価
値
的
構
成
」
に
お
い
て
は
法
益
の
危
殆
化
石
立
が
寄

E
a
)

あ
る
い
は
侵
害
と
い
う
の
は
、
法
の
認
め
る
価
値
に
内
在
す
る
尊
重
要
求
あ
る
い
は
妥
当
要
求
、
つ
ま
り
、
法
規
範
が
破
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
、
そ
れ
だ
け
に
な
り
ま
す
。
法
益
と
は
、
法
規
範
、
あ
る
い
は
、
法
規
範
に
よ
る
命
令
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
で

す
。
や
は
り
古
い
世
代
の
方
な
ら
す
ぐ
に
お
分
か
り
の
は
ず
で
す
が
、
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
法
的
な
発
想
で
い
き
ま
す
と
、
ヴ
エ
ル
ト

(JF豆
、

客
観
的
価
値
と
い
う
の
は
個
別
的
な
事
柄
に
関
係
な
く
正
に
次
元
を
超
え
て
妥
当
す
る
よ
う
な
価
値
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
規
範

そ
の
も
の
で
あ
る
訳
で
す
。
価
値
が
侵
害
さ
れ
る
、
危
殆
化
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
規
範
が
{
寸
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
体
刑
法
の
立
場
か
ら
見
て
、
規
範
が
守
ら
れ
た
・
守
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
犯
罪
の
実
体
を
示
せ
る
か
、
と

北法56(3・293)1331
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い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
「
価
値
的
構
成
」
は
や
は
り
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
辺
り
は
、
刑
法
学

界
で
は
尚
も
相
当
に
分
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
法
益
は
価
値
な
の
だ
と
い
う
方
も
沢
山
お
ら
れ
ま
す
。

さ
て
、
そ
う
し
ま
す
と
、
今
ま
で
に
申
し
上
げ
た
「
現
状
」
と
し
て
の
法
益
、
そ
し
て
ま
た
、
「
因
果
的
構
成
」
を
為
す
べ
き
法
益
と
い

う
こ
と
か
ら
、
先
程
の
「
公
正
な
競
争
秩
序
」
と
い
う
法
益
を
さ
ら
に
言
い
換
え
ま
す
と
、
「
「
我
が
国
の
市
場
経
済
の
中
で
歴
史
的
に
生
じ

展
開
し
て
き
た
、
犯
罪
行
為
時
に
お
い
て
現
に
存
在
し
て
い
る
」
「
競
争
が
行
わ
れ
て
い
る
状
態
」
」
そ
の
も
の
、
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
短
く
言
い
換
え
て
し
ま
え
ば
、
「
我
が
国
の
市
場
経
済
下
で
の
当
該
時
点
に
お
け
る
」
「
競
争
状
態
そ
れ
自
体
」
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。実

は
当
た
り
前
の
こ
と
を
申
し
上
げ
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
が
、
問
題
は
こ
こ
か
ら
で
し
て
、
そ
れ
で
は
「
競
争
状
態
そ
れ
自
体
」
と
は

如
何
な
る
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
伺
っ
て
い
て
も
、
実
は
、
皆
さ
ん
誰
も
定
義
さ
れ
な
い
の
で
す
。

「
競
争
」
と
い
う
も
の
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
れ
は
も
う
私
の
専
門
か
ら
完
全
に
外
れ
ま
す
が
、
敢
え
て
申

し
上
げ
れ
ば
、
「
競
争
」
と
い
う
の
は
「
事
業
者
聞
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、
各
自
の
提
供
す
る
商
品
や
役
務
の
優
劣
な
い
し
需
要
者
購
買
度

の
競
い
合
い
を
通
じ
て
、
そ
の
事
業
の
発
展
・
成
長
を
促
す
た
め
の
対
抗
的
な
活
動
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
競
争

が
市
場
経
済
を
構
成
す
る
基
盤
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
先
程
の
「
我
が
国
の
市
場
経
済
下
で
の
当
該
時
点
に
お
け
る
」
「
競
争
状
態
そ
れ
自
体
」
と
い
う
法
益
の
内
実

と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
「
我
が
国
に
お
け
る
自
由
な
市
場
の
形
成
・
維
持
を
果
た
し
て
い
る
対
抗
的
事
業
活
動
の
全
体
で
あ
る
」
と
言
い

換
え
ら
れ
、
何
と
な
く
分
か
っ
て
来
た
か
な
と
い
う
気
が
し
な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
「
我
が
国
の
市
場
経
済
下
で
の
当
該
時
点
に
お
け
る
」
「
競

争
状
態
そ
れ
自
体
」
と
い
う
再
定
義
を
聞
い
た
と
き
に
は
、
な
、
ぜ
そ
の
よ
う
な
も
の
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
、
と
い
う
風
に
感

じ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
市
場
と
い
う
も
の
が
競
争
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
発
想
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で
置
き
換
え
て
い
き
ま
す
と
、
そ
の
対
抗
的
事
業
活
動
を
保
護
す
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
が
法
益
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
辿
り
着
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
取
り
敢
え
ず
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
「
公
正
な
競
争
秩
序
」
と
い
う
の
は
「
我
が
固
に
お
け
る
自
由
な
市
場
の

形
成
・
維
持
を
果
た
し
て
い
る
対
抗
的
事
業
活
動
の
総
体
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
相
当
に
ハ
ッ
キ
リ
し
て
き
た
と

思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
益
と
し
て
は
、
な
お
中
間
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
先
に
、
お
そ
ら
く
、
先
程
か

ら
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
「
市
場
経
済
」
と
い
う
よ
う
な
大
き
な
最
終
的
な
達
成
目
標
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
た
だ
、
取
り
敢
え
ず
は
、
こ
こ
で
今
申
し
上
げ
た
「
我
が
国
に
お
け
る
自
由
な
市
場
の
形
成
・
維
持
を
果
た
し
て
い
る
対
抗
的
事

業
活
動
の
総
体
・
全
体
」
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
「
公
正
な
競
争
秩
序
」
と
い
う
も
の
の
内
実
を
捉
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま

す

競争秩序への多元的アプローチ(2・完)

そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
刑
事
実
体
法
の
機
能
と
い
う
も
の
を
性
格
付
け
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
訳
で
す
が
、
持
ち

時
間
を
超
え
て
し
ま
い
そ
う
で
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
ご
く
簡
単
に
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
結
論
的
に
申
し
上
げ
れ
ば
、
今
の
よ
う
な
法

益
の
定
義
を
し
て
も
、
そ
れ
を
害
す
る
行
為
を
全
面
的
に
刑
事
罰
の
対
象
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
統
性
・
妥
当
性
を
別
と
し
て
も
、
無

理
で
し
ょ
う
。
罪
刑
法
定
主
義
か
ら
見
て
、
そ
の
よ
う
な
試
み
は
、
お
よ
そ
構
成
要
件
的
な
規
定
が
難
し
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に

は
、
現
在
の
刑
法
で
は
、
い
わ
ゆ
る
謙
抑
主
義
、
補
充
性
の
原
則
、
あ
る
い
は
、
刑
法
の
断
片
性
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
断
片
性
と
い
う

の
は
、
法
益
の
保
護
は
全
面
的
な
も
の
で
あ
る
訳
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
も
断
片
化
す
る
性
格
を
内
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ピ
ン
デ
イ
ン

グ

(
E
E
E
m
)
は
こ
れ
を
立
法
の
欠
陥
と
呼
ん
だ
の
で
す
が
、
現
在
の
刑
法
学
は
、
そ
れ
は
む
し
ろ
刑
法
の
本
質
で
あ
っ
て
、
断
片
性
の

な
い
よ
う
な
刑
法
的
保
護
は
む
し
ろ
良
く
な
い
の
だ
と
考
え
る
立
場
に
移
行
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
謙
抑
主
義
、
あ
る
い
は
、
刑
法
の

断
片
性
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
正
統
化
し
得
な
い
試
み
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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シンポジウム

反
面
、
そ
れ
な
ら
ば
、
今
申
し
上
げ
た
よ
う
な
「
公
正
な
競
争
」
を
害
す
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
、
破
壊
す
る
よ
う
な
行
為
を
放
置
し
て

お
い
て
良
い
か
と
い
え
ば
、
放
置
で
き
な
い
行
為
も
現
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
い
か
に
類
型
化
す
る
か
と
い
う
こ

と
が
問
題
で
す
が
、
留
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
「
公
正
な
競
争
秩
序
」
の
保
護
と
い
う
の
は
、
不
正
競
争
防
止
法
を
例
に
と
っ
て

申
し
上
げ
れ
ば
、
実
は
構
成
要
件
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
手
段
そ
の
も
の
が
不
正
競
争
防
止
法
よ
り
も
は
る
か
に
重
い
罪
に
よ
っ
て
処

罰
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
先
程
の
偽
ブ
ラ
ン
ド
で
す
が
、
相
手
方
が
知
ら
な
い
の
に
乗
じ
て
偽
ブ
ラ
ン
ド
を
売
り
付
け
る
と
い
う
の
は
、
多
く
の
場
合
は

詐
欺
に
な
る
訳
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
事
業
聞
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
業
務
妨
害
罪
で
捕
捉
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
多
い
で
し
ょ
う
。

不
正
競
争
防
止
法
の
法
定
刑
は
、

一
四
条
で
、
一
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
O
O
万
円
以
下
の
罰
金
で
す
が
、
刑
法
犯
の
財
産
犯
と
い
う
の
は
、

基
本
的
に
、

一
O
年
以
下
の
懲
役
ま
で
行
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
不
正
競
争
防
止
法
で
類
型
化
す
べ
き
犯
罪
、
不
正
な
競
争
行
為
と
い
う
の
は
、
先
程
申
し
上
げ
た

F
5
5包
'

毒血
p
n
n
Z、
核
心
的
な
刑
法
に
お
い
て
既
に
捕
捉
さ
れ
て
い
る
も
の
以
外
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
れ
ら
よ
り
も
重
い
も
の
を
本
来
は
捉
え
る
べ

き
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
現
在
の
不
正
競
争
防
止
法
の
罰
則
の
使
い
方
と
い
う
の
は
、
広
い
範
囲
の
も
の
を
捉
え
過
ぎ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、

捉
え
よ
う
と
し
過
ぎ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
刑
法
が
い
わ
ゆ
る
無
体
財
産
権
と
い
い
ま
す
か
、
情
報
や
企
業
秘
密
等

を
保
護
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
刑
法
の
財
産
犯
が
「
財
物
」
保
護
を
中
心
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
に
、
一
種
緊
急
避
難
的

に
不
正
競
争
防
止
法
の
罰
則
で
凌
い
で
い
る
側
面
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
本
来
の
在
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

ま
す
。類

型
化
の
視
点
恭
二
つ
だ
け
申
し
上
げ
る
と
、
先
程
申
し
上
げ
た
法
益
定
義
か
ら
し
て
、
事
業
者
と
し
て
対
抗
的
活
動
が
で
き
な
い
よ
う
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な
状
況
を
作
出
す
る
よ
う
な
行
為
、
も
う
少
し
一
五
ヲ
ん
ば
、
対
抗
的
活
動
を
し
て
い
る
事
業
の
一
方
の
存
続
そ
の
も
の
が
難
し
く
な
る
よ
う
な

行
為
に
対
し
て
は
、
相
当
に
重
い
刑
を
使
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
よ
り
軽
い
も
の
に
つ
い
て
の
対
応
に
関
し
て
は
、

ま
た
色
々
意
見
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
刑
罰
法
の
使
い
方
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
使
い
方
と
い
う
の
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

色
々
勝
手
な
こ
と
を
言
い
ま
し
た
の
で
、
御
異
論
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
後
ほ
ど
議
論
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(
拍
手
)

競争秩序への多元的アプローチ(2・完)
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