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コ
メ
ン
ト

和

{変

宜
思

田

北
海
道
大
学
の
和
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。

伊
東
先
生
は
与
え
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
が
「
保
護
法
益
と
し
て
の
競
争
秩
序
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
そ
う
い
う
内
容
に
な
り
ま
し
た
が
、

競争秩序への多元的アプローチ (4.完)

私
は
も
う
少
し
広
く
、
競
争
秩
序
に
は
限
定
せ
ず
、
刑
法
に
よ
る
競
争
の
保
護
と
い
う
形
で
大
き
く
分
け
て
二
点
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま

す。
ま
ず
一
点
目
は
伊
東
先
生
の
報
告
の
主
に
前
提
と
な
る
話
で
す
が
、
犯
罪
論
に
お
け
る
競
争
の
保
護
の
在
り
方
の
全
体
を
見
ょ
う
と
思
い

ま
す
。
競
争
の
保
護
と
関
係
し
て
犯
罪
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
構
造
の
異
な
る
こ
つ
の
類
型
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
一
つ
は
あ
る

行
為
者
の
不
正
な
競
争
行
為
を
他
の
競
争
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
処
罰
す
る
と
い
う
類
型
で
す
。

典
型
的
な
の
が
知
的
財
産
権
の
侵
害
罪
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
の
保
護
法
益
は
具
体
的
な
他
の
競
争
者
の
財
産
権
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
競
争
秩
序
の
保
護
で
は
な
く
、
早
い
者
勝
ち
の
競
争
秩
序
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
具
体
的
な
財
産
権
の
保
護
が
図
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
類
似
す
る
け
れ
ど
も
若
干
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
が
、
二
重
売
買
に
お
け
る
横
領
罪
に
よ
る
処
罰
で
す
。
例
え
ば
、

X
が
自
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己
の
所
有
す
る
不
動
産
を

Y
に
売
却
し
所
有
権
の
移
転
が
認
め
ら
れ
た
後
、
当
該
不
動
産
を

Z
に
も
売
却
し
、

Z
に
つ
い
て
先
に
移
転
登
記

を
完
了
し
た
と
い
う
場
合
に
、
譲
渡
人
で
あ
る

X
に
故
意
が
あ
れ
ば
横
領
罪
が
成
立
し
、
第
二
譲
受
人
た
る

Z
が
少
な
く
と
も
背
信
的
な
悪

意
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
横
領
の
共
同
正
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
の
は
、

Y
-
Z聞
の
競
争
を
直
接
問
題
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
ず
二
重
売

買
さ
れ
な
い
と
い
う

Y
の
利
益
は
、
第
三
者
た
る

Z
と
の
関
係
が
保
護
に
値
し
ま
せ
ん
の
で
、

Z
が
競
争
行
為
に
よ
っ
て
直
接
侵
害
で
き
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Z
が
競
争
行
為
に
よ
っ
て
直
接
侵
害
し
得
る
の
は
、
所
有
権
を
確
定
的
に
獲
得
す
る
と
い
う

Y
の
利
益
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
所
有
権
を
確
定
的
に
獲
得
す
る
と
い
う

Y
の
利
益
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
で
も
、
も
し

Z
が
確
定
的
に
所
有
権
を
獲
得
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す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も

Y
に
利
益
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
逆
に

Z
が
確
定
的
に
所
有
権
を
獲
得
し
な
い
場
合
に
は
、

Y
の
利
益
は
侵
害
さ
れ
な
い
わ
け
で
す
。
従
っ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ

Z
を
処
罰
す
る
根
拠
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
第
二
譲
受
人
で
あ
る

Z
を
処
罰
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
二
重
売
買
さ
れ
な
い
と
い
う

Y
の
利
益
を
譲
渡
人

X
が

直
接
侵
害
し
、

Z
は
そ
の
共
犯
に
な
る
と
い
う
構
成
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
知
的
財
産
権
侵
害
の
場
合
は
、
不

正
な
競
争
行
為
自
体
が
他
の
競
争
者
の
財
産
権
を
直
接
侵
害
す
る
の
に
対
し
て
、
二
重
売
買
に
お
け
る
横
領
罪
の
場
合
は
、
競
争
行
為
に
よ
っ

て
直
接
侵
害
さ
れ
る
利
益
の
保
護
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
第
二
譲
受
人
で
あ
る

Z
は
、
正
当
な
競
争
に
よ
っ
て
自
己
が
確
定
的
に
所
有
権
を
獲
得
す
る
か
否
か
と
は
全
く
関
係
な
く
、
故
意
が
あ
れ
ば
横
領
の
共
犯
と
な
る

の
が
理
論
的
帰
結
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
単
純
悪
意
者
は
所
有
権
を
確
定
的
に
獲
得
す
る
と
考
え
る
の
だ
と
し
ま
す
と
、
そ
の
場
合
で
も
横
領
罪
の
共
犯
が
認
め

ら
れ
る
場
合
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
刑
法
か
ら
は
民
事
法
上
の
全
く
適
法
な
行
為
に
対
し
て
犯
罪
を
認
め
る
こ

Z
が
単
純
悪
意
に
過
ぎ
ず
、
確
定
的
に
所
有
権
を
確
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ヤ
は
り

Y
に
対
す
る
不
法
行
為
を

と
は
避
け
た
い
の
で
、



ぜ
ひ
認
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
二
つ
目
の
類
型
で
す
。
刑
法
に
よ
る
競
争
の
保
護
の
も
う
一
つ
の
類
型
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
他
の
競
争
者
で
は
な
く
、
競
争
の

第
三
者
た
る
取
引
の
相
手
方
の
利
益
の
保
護
を
図
る
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、

X
と
Y
が
競
争
関
係
に
立
っ
と
き
、

X
や
Y
と
取
引
を
す
る

Z
の
利
益
の
保
護
が
問
題
と
な
る
場
合
で
す
。
こ
こ
で
は
、
一
般
に
具
体
的
な
利
益
の
保
護
を
究
極
的
な
目
的
と
し
つ
つ
も
、
保
護
法
益
は

抽
象
的
な
競
争
秩
序
で
あ
る
と
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
と
思
い
ま
す
。
保
護
法
益
と
し
て
の
競
争
秩
序
が
問
題
と
な
る
の
は
こ
ち
ら
の
類
型
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

競争秩序への多元的アプローチ(2・完)

も
っ
と
も
、
競
争
秩
序
の
内
容
に
は
犯
罪
類
型
間
で
ば
ら
つ
き
が
あ
り
ま
す
。
最
も
抽
象
的
な
形
で
自
由
競
争
経
済
秩
序
が
保
護
法
益
と

さ
れ
て
い
る
の
が
、
伊
東
先
生
の
報
告
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
特
に
典
型
的
な
の
は
独
禁
法
の
不
当
な
取
引
制
限

罪
で
す
。
こ
こ
で
の
保
護
法
益
を
、
伊
東
先
生
の
ご
報
告
の
中
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
消
費
者
の
利
益
な
ど
よ
り
具
体
的
な
と
こ
ろ
に

求
め
る
見
解
も
強
く
主
張
さ
れ
て
は
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
見
解
の
主
眼
は
犯
罪
の
成
立
時
期
を
遅
ら
せ
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。
競
争
秩
序
を
害
し
な
く
て
も
消
費
者
の
利
益
を
害
す
れ
ば
独
禁
法
犯
罪
は
成
立
す
る
な
ど
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
そ
こ
で
は
競
争
秩
序
に
加
え
て
消
費
者
の
利
益
が
保
護
法
益
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
由
競
争
経
済
秩
序
が
保
護
対
象

と
な
る
こ
と
は
実
質
的
に
争
わ
れ
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
保
護
対
象
た
る
競
争
秩
序
の
概
念
内
容
に
つ
い
て
は
独
禁
法
の
方
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
刑
法
独
自
の
概
念
を
考
え

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
、
そ
こ
で
独
自
に
考
え
を
進
め
ら
れ
た
伊
東
先
生
に
は
、
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
少
し

違
う
こ
と
を
言
え
ば
、
暗
黙
の
う
ち
に
観
念
さ
れ
て
い
る
の
は
自
由
競
争
経
済
秩
序
に
保
護
の
必
要
性
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
長
期
的
に
見

る
と
消
費
者
の
利
益
に
?
な
が
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
よ
り
具
体
的
な
競
争
秩
序

が
保
護
法
益
と
さ
れ
る
の
が
刑
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
る
談
合
罪
や
競
売
入
札
妨
害
罪
で
す
。
公
の
競
売
や
入
札
に
限
定
さ
れ
た
競
争
秩
序

北法56(3・315)1353
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と
も
言
う
べ
き
競
売
入
札
の
公
正
が
保
護
法
益
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
は
参
加
者
の
自
由
公
正
な
競
争
に
よ
っ
て
債

権
者
や
競
売
入
札
施
行
者
の
利
益
が
確
保
さ
れ
る
と
い
う
点
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
長
期
的
に
見
た
関
係
者
の
抽

象
的
利
益
と
い
う
よ
り
も
具
体
的
な
利
益
の
確
保
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

独
禁
法
犯
罪
と
談
合
罪
、
競
売
妨
害
罪
と
で
保
護
法
益
た
る
競
争
秩
序
が
異
な
る
概
念
内
容
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

次
の
点
に
直
接
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
自
然
人
に
つ
い
て
、
不
当
な
取
引
制
限
罪
と
談
合
罪
と
の
罪
数
関
係

が
観
念
的
競
合
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
保
護
法
益
が
当
該
事
案
に
お
い
て
一
致
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
両
者
は
法
条
競
合
と
な
り
重
い

不
当
な
取
引
制
限
罪
の
み
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
が
、
一
般
に
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
う
す
る
と
、
両
者
の
保
護
法
益
は
ど
こ
が
違
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
ヒ
ン
ト
は
成
立
要
件
の
違
い
に
あ
り
そ

う
で
す
。
す
な
わ
ち
談
合
罪
は
一
回
限
り
の
談
合
に
も
成
立
す
る
の
に
対
し
て
、
入
札
談
合
が
不
当
な
取
引
制
限
罪
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、

一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
の
実
質
的
制
限
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
時
間
的
継
続
性
や
取
引
規
模
の
大
き
さ
が
要
求
さ
れ
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て
い
ま
す
。

そ
の
違
い
は
、
談
合
罪
の
保
護
法
益
た
る
競
争
秩
序
は
当
該
競
売
入
札
に
お
け
る
債
権
者
、
施
行
者
の
具
体
的
利
益
の
保
護
に
向
け
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
不
当
な
取
引
制
限
罪
に
お
け
る
競
争
秩
序
は
、
よ
り
長
期
的
に
見
て
消
費
者
の
利
益
に
資
す
る
抽
象
的

な
経
済
秩
序
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
新
規
参
入
の
阻
止
を
目
的
と
し
た
寡
占
市
場
に
お
け
る
価
格
引
き

下
げ
カ
ル
テ
ル
に
、
当
該
市
場
の
事
業
者
全
員
が
参
画
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
短
期
的
に
は
消
費
者
の
利
益
に
な
る
協
定
で
あ
っ
て
も
不
当

な
取
引
制
限
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
表
れ
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
あ
た
り
で
、
伊
東
先
生
の
報
告
の
内
容
と
直
接
関
係
す
る
部
分
に
来
ま
す
が
、
網
羅
的
に
は
無
理
な
の
で
、
三
点
ほ
ど
コ
メ
ン
ト
し

た
い
と
思
い
ま
す
。



一
つ
は
現
状
と
し
て
の
法
益
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
は
純
粋
な
事
実
と
し
て
の
現
状
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
、
刑
法
で
は
母
親
が
ミ
ル
ク
を
与
え
ず
に
赤
ち
ゃ
ん
を
見
殺
し
に
し
た
場
合
に
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
が
成
立
す
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
不
作
為
行
為
時
に
お
け
る
赤
ち
ゃ
ん
の
事
実
と
し
て
の
生
命
が
確
か
に
保
護
対
象
に
は
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

行
為
時
点
に
お
い
て
生
き
て
い
た
赤
ち
ゃ
ん
が
あ
る
時
点
に
お
い
て
死
亡
し
た
と
い
う
、
そ
の
落
差
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、

ち
ゃ
ん
と
ミ
ル
ク
を
与
え
て
い
れ
ば
赤
ち
ャ
ん
は
そ
の
時
点
で
生
き
て
い
た
は
ず
な
の
に
そ
う
し
な
か
っ
た
の
で
そ
の
時
点
で
死
亡
し
た
と

い
う
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
期
待
さ
れ
た
状
態
と
の
落
差
を
問
題
に
し
て
法
益
侵
害
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ

け
で
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
純
粋
な
事
実
と
し
て
の
現
状
で
は
な
く
て
、
人
々
が
法
的
に
期
待
さ
れ
る
行
為
に
出
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
実
現
さ
れ

る
状
態
が
保
護
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
、
あ
る
べ
き
理
想
状
態
で
は
な
い
と
し
て
も
一
定
の

競争秩序への多元的アプローチ(2・完)

事
実
に
プ
ラ
ス
し
た
規
範
的
考
慮
が
要
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
第
一
点
目
の
指
摘
で
す
。

二
点
目
で
す
が
、
あ
る
基
準
の
達
成
の
た
め
に
刑
法
を
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
話
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
い
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
た
だ
一
般
論
と
し
て
ど
ん
な
場
合
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
少
な
く
と
も
基
準
達
成
に
向
け
ら
れ

た
現
在
の
公
衆
の
期
待
感
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
そ
れ
自
体
と
し
て
保
護
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

構
成
に
し
て
処
罰
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
将
来
に
お
い
て
基
準
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
に
今
か
ら
動
い
て
い
く
こ

と
に
対
す
る
現
在
の
人
々
の
期
待
感
が
保
護
法
益
で
あ
る
と
言
え
る
場
合
に
は
、
処
罰
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

第
三
点
目
で
す
が
、
刑
法
に
よ
る
限
定
的
な
処
罰
の
話
で
す
け
れ
ど
も
、
刑
罰
と
行
政
処
分
の
比
較
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
若
干
コ
メ
ン

ト
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
刑
法
の
方
が
行
政
処
分
よ
り
も
心
理
的
な
衝
撃
は
大
き
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
は
司
法
に
対
す
る
恐
怖

と
い
う
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
課
徴
金
ま
で
含
め
る
と
、
具
体
的
な
事
案
に
よ
っ
て
は
、
金
額
が
莫
大
に
な
り
得
る
課
徴
金
の
方
が
、
少
な
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く
と
も
上
限
の
あ
る
罰
金
よ
り
も
衝
撃
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
質
的
に
は
刑
罰
の
方
が
一
般
に
は
心
理
的
衝

撃
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
罰
金
と
課
徴
金
を
比
較
し
ま
す
と
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
財
産
の
は
く
奪
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
罰
金

を
支
払
わ
な
い
場
合
に
は
労
役
場
に
留
置
さ
れ
ま
す
し
、
ま
た
執
行
猶
予
や
仮
出
獄
の
裁
量
的
取
消
事
由
と
な
る
と
い
う
形
で
、
罰
金
は
身

体
の
拘
束
と
関
係
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
罰
金
以
上
の
刑
罰
に
は
各
種
法
令
上
の
資
格
制
限
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
や
は
り
刑
罰
の
方
が
行
政
処
分
よ
り
も
一
般
に
重
い
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
結
局
、
伊
東
先
生

が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
経
済
法
の
分
野
に
お
い
て
も
行
政
処
分
は
よ
り
悪
質
性
の
低
い
事
案
で
認
め
ら
れ
、
刑
罰
は
法
定
刑
に
対
応
し
た

非
難
に
値
す
る
よ
う
な
悪
質
性
の
高
い
事
案
で
初
め
て
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
時
間
の
経
過
に
伴
っ
て
事
態
が
悪
化
し
て
い
く
と
い
う
場
合
に
限
っ
て
考
え
ま
す
と
、
行
政
処
分
は
低
い
危
険
の
段
階
で
認
め

ら
れ
、
刑
罰
は
よ
り
高
い
危
険
が
生
じ
て
初
め
て
科
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
手
続
き
と
し
て

も
行
政
処
分
の
方
が
、
当
該
事
案
に
お
け
る
危
険
の
実
現
を
回
避
す
る
た
め
に
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で

-V
よ、っ。

最
後
に
、
課
徴
金
と
罰
金
の
関
係
に
つ
い
て
、
若
干
、
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

課
徴
金
に
加
え
て
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
、
憲
法
三
九
条
が
規
定
す
る
二
重
処
罰
の
禁
止
に
触
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
前
提
と
し
て
課
徴
金
は
違
法
な
利
益
の
は
く
奪
か
制
裁
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
ま
す
。
現
在
の
課
徴
金
は
一
般
に
違
法
な

利
益
の
は
く
奪
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
し
、
さ
ら
に
、
今
後
、
課
徴
金
の
算
定
基
準
を
引
き
上
げ
で
も
な
お
違
法
な
利
益
の
は
く

奪
と
と
ら
え
る
余
地
は
あ
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
利
益
の
は
く
奪
と
考
え
る
の
は
刑
罰
と
の
関
係
で
二
重

処
罰
の
禁
止
を
回
避
す
る
と
い
う
意
味
が
強
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
逆
に
民
事
上
の
不
当
利
得
返
還
請
求
と
の
衝
突
が
問
題
と
な
り
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ま
す
の
で
、
利
益
は
く
奪
と
考
え
れ
ば
問
題
が
解
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
利
益
の
は
く
奪
で
あ
る
こ
と
は
制
裁
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

範
囲
で
利
益
は
く
奪
手
段
と
な
る
没
収
は
刑
罰
で
す
。
制
裁
と
し
て
利
益
を
は
く
奪
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
さ
ら
に
課
徴
金
の
減
免
制
度
と
い
う
も
の
を
つ
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
純
粋
に
制
裁
と
考
え
る
こ
と
の
合
理
性
が
高
ま
り
ま
す
。
違

一
{
疋
の

法
な
利
益
を
利
益
と
し
て
積
極
的
に
容
認
す
る
こ
と
は
、
カ
ル
テ
ル
解
消
の
た
め
で
あ
っ
て
も
合
理
的
に
認
め
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
す
。

競争秩序への多元的アプローチ(2・完)

課
徴
金
を
制
裁
と
考
え
る
と
二
重
処
罰
の
問
題
が
生
じ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
憲
法
二
一
九
条
が
禁
止
し
て
い
る
の
は
同
じ

規
定
の
制
裁
を
同
一
の
事
案
に
つ
い
て
重
ね
て
科
す
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、
あ
る
事
案
に
対
し
て
異
な
る
種
類
の
制
裁
を
複
数
科
す
こ
と
は
、

制
裁
の
全
体
と
し
て
残
虐
な
刑
罰
に
当
た
ら
な
い
限
り
詐
さ
れ
る
と
い
う
立
場
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
由
刑
と
罰
金
を
併
科
す

る
こ
と
に
何
の
問
題
も
な
い
の
と
同
様
、
自
由
刑
と
課
徴
金
を
科
す
こ
と
も
、
罰
金
と
課
徴
金
を
科
す
こ
と
も
、
二
重
処
罰
の
問
題
は
生
じ

さ
せ
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
思
い
ま
す
。
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