
 

Instructions for use

Title 北海道大学教養部における「法学」の授業(2)(完)：現場教師の全くの中間報告

Author(s) 米倉, 明

Citation 北大法学論集, 21(4), 1-89

Issue Date 1971-03

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/27907

Type bulletin (article)

Note 論説

File Information 21(4)_P1-89.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


(2)(完〉北海道大学教養部における「法学」の授業
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説

五

筆

者

の

構

想

論

ま
ず
、
筆
者
の
構
想
の
骨
子
を
述
べ
、
続
い
て
、
本
稿
末
に
添
付
す
る
「
表
」
お
よ
び
サ
ン
プ
ル
を
参
照
し
な
が
ら
、
そ
の
具
体
像
を

展
開
し
た
い
。

筆
者
の
構
想
の
骨
子
は
こ
う
で
あ
る
。
教
養
課
程
の
教
育
目
的
ひ
い
て
は
「
法
学
」
の
授
業
の
教
育
目
的
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
基
本

方
針
と
し
て
先
述
し
た
(
三
参
照
)
と
こ
ろ
に
譲
り
、
も
は
や
く
り
返
さ
な
い
。
授
業
の
方
法
と
し
て
は
、
判
例
を
素
材
に
し
て
、
議
論

を
学
生
間
あ
る
い
は
教
師
と
学
生
と
の
聞
で
進
め
る
と
い
う
方
法
を
採
用
す
る
。
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、
素
材
を
判
例
に
と
り
、
そ
れ
に

相
当
数
の
設
聞
を
付
し
て
お
き
、
そ
れ
を
二
週
間
前
に
学
生
に
配
付
し
た
う
え
、
授
業
に
お
い
て
は
、
そ
の
設
聞
に
つ
き
、
学
生
の
間
(
数

と
し
て
は
二

O
O名
ぐ
ら
い
が
限
度
で
あ
ろ
う
。
す
く
な
い
方
が
望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
担
当
教
官
の
数
の
限
度
が
あ
る
の
で
あ
ま
り
わ

が
ま
ま
も
い
え
な
い
)
で
討
論
さ
せ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
教
師
も
加
わ
っ
て
討
論
す
る
。
「
正
解
」
の
存
否
、
そ
の
決
定
と
い
う
よ
う
な

こ
と
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
。
報
告
担
当
者
と
で
も
い
う
べ
き
者
は
別
段
指
定
し
な
い
で
、
授
業
に
の
ぞ
ん
で
そ
の
場
で
発
言
さ
せ
る
。
も

っ
と
も
、
問
題
に
も
よ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
予
め
報
告
担
当
者
を
指
定
し
て
お
き
、
彼
等
に
報
告
さ
せ
、
そ
れ
を
土
台
に
し
て
討
論
を

う
な
が
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
教
師
は
消
極
的
に
ふ
る
ま
う
こ
と
に
す
る
。

筆
者
は
、
構
想
と
し
て
は
、
右
の
よ
う
な
や
り
方
で
一
貢
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
準
備
と
し
て
、
教
材
判
例
を
四
一
件
作
成
し

た
(
「
表
」
お
よ
び
サ
ン
プ
ル
参
照
)
。
し
か
し
、
実
践
と
な
る
と
、
印
刷
事
情
な
ど
の
諸
事
情
に
妨
げ
ら
れ
て
、
構
想
ど
お
り
に
は
実
行
し

え
な
か
っ
た
。
将
来
、
再
び
「
法
学
」
を
担
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
難
点
を
克
服
し
て
、
構
想
ど
お
り
に

l
時
聞
が
経
過
す
る
か

ら
に
は
、

む
ろ
ん
教
材
判
例
の
入
れ
か
え
、
設
問
の
改
訂
な
ど
の
手
を
加
え
て
|
授
業
を
展
開
し
て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
「
構
想
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
教
科
内
容
、
教
材
作
成
、

そ
の
配
列
と
い
っ
た
点
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

. 

軍

•• 
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他
、
教
室
で
援
業
に
参
加
さ
せ
る
学
生
の
人
数
(
一
応
二

O
O名
ぐ
ら
い
と
は
考
え
て
い
る
が
)
と
か
、
そ
の
着
席
の
配
置
と
か
、
授
業

補
助
者
(
教
材
判
例
の
作
成
を
補
助
し
た
り
、
試
験
の
採
点
添
削
を
行
な
う
あ
る
い
は
補
助
す
る
者
)
と
し
て
し
か
る
べ
き
者
を
使
用
す

る
可
能
性
と
か
、
と
い
っ
た
点
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
検
討
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
及
び
え
な
か
っ
た
。

か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
、
本
稿
は
全
く
の
中
間
報
告
た
る
を
免
れ
ぬ
。

さ
て
、
「
構
想
」
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
説
明
を
施
す
段
階
に
き
た
。
こ
れ
か
ら
の
説
明
に
さ
い
し
て
は
、
筆
者
が
参
照
す
る
旨
を
指
示

す
る
ほ
か
、
随
時
、
「
表
」
あ
る
い
は
サ
ン
プ
ル
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
以
下
の
叙
述
の
う
ち
に
は
、
あ
ま
り
に
技
術
的
な
こ
と
が

ら
、
教
育
を
す
る
以
上
当
然
だ
と
も
い
え
る
こ
と
が
ら
も
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
省
い
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
念
の

(2)(完〉

た
め
記
し
て
お
い
た
。
適
宜
、
飛
ば
し
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

第
一
に
、

と
り
あ
げ
る
項
目
・
法
領
域
の
範
囲
に
つ
い
て
。
項
目
に
つ
い
て
い
え
ば
、
従
来
の
「
法
学
」
教
科
書
の
と
り
あ
げ
て
き
た

項
目
と
さ
ほ
ど
の
差
は
な
い
。
む
し
ろ
、
筆
者
の
構
想
の
方
が
す
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
憲
法
関
係
の
項
目
は
、
並
行
し
て
開
講
さ
れ
て
い

る
憲
法
の
援
業
を
意
識
し
て
(
実
は
先
述
の
と
お
り
憲
法
担
当
者
と
の
連
絡
は
つ
い
て
い
な
い
の
で
は
あ
る
が
)
、
減
ら
し
て
あ
ふ
見
民
訴

北海道大学教養部における「法学」の授業

法
、
刑
訴
法
上
の
専
門
技
術
的
な
原
則
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
法
領
域
は
な
る
べ
く
広
く
わ
た
る
よ
う
に
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
教
材
判
例
は
、

そ
の
主
体
を
民
法
と
し
て
、
商
法
、
憲
法
、
行
政
法
、
条
例
、
労
働
法
、
社
会
保
障
法
、
刑
法
、
弁

護
士
法
、
裁
判
所
法
、
民
訴
法
、
刑
訴
法
、
条
約
に
わ
た
っ
て
い
る
。
結
局
、
項
目
、
カ
バ
ー
す
あ
法
領
域
に
関
す
る
限
り
、
従
来
の
「
法

学
」
教
科
書
と
九
品
は
な
い
で
あ
ろ
仁
一
日
大
差
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
素
材
の
扱
い
方
に
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
判
例
を
素
材
と
し

ノ
乙
ゅ
・

て
、
そ
れ
に
設
聞
を
付
し
て
、
終
始
(
つ
ま
り
中
途
で
講
義
に
切
り
か
え
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
方
針
で
貫
ぬ
く
。
も
っ
と
も
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
こ
の
方
針
も
現
実
と
の
妥
協
を
し
い
ら
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
け
れ
ど
も
、

そ
の
よ
う
な
妥
協
は
次
善
の
策
と
し
て
の
地

位
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
)
討
論
方
式
で
授
業
を
進
め
て
行
く
。
筆
者
の
構
想
に
お
い
て
は
、
教
育
目
的
を
問
題
処
理
能
力
の
養
成
と
規

北法21(4・3)599



説

定
し
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
方
法
と
し
て
、
学
生
の
主
体
性
を
大
幅
に
認
め
、
彼
等
じ
し
ん
で
問
題
解
決
を
工
夫
す
る
よ
う
に
仕
向
け

る
の
で
あ
る
。

論

第
二
に
、
章
別
テ

1
7
と
そ
の
配
列
の
順
序
に
つ
い
て
。
章
別
テ

l
マ

(
そ
れ
は
ま
た
、
項
目
を
規
定
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
〉
お
よ

び
そ
の
配
列
の
順
序
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
っ
て
み
れ
ば
、
判
例
に
は
い
っ
て
、
次
い
で
そ
れ
を
ぬ
け
出
て
、
判
例
を
つ

く
り
出
す
制
度
、
人
に
及
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
法
学
へ
の
導
入
と
し
て
、
判
例
(
民
刑
の
)
を
数
件
あ
げ
、
判
例
に
慣
れ
さ
せ
、

か
っ
、
法
と
他
の
ル
l
ル
と
の
異
同
、
関
連

を
考
え
さ
せ
る
こ
と
と
し
(
第
一
章
〉
、
次
に
、
裁
判
に
よ
る
社
会
統
制
と
題
し
て
、
第
一
次
・
第
二
次
統
制
、
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
と

そ
う
で
な
い
方
法
に
よ
る
紛
争
解
決
と
の
異
同
、

を
と
り
あ
げ
(
第
二
章
)
、
続
い
て
、
判
例
そ
の
も
の
に
注
目
さ
せ
て
、
判
例
の
読
み

方
、
判
例
が
社
会
の
需
要
に
対
応
し
て
発
展
す
る
(
立
法
に
も
影
響
す
る
〉
そ
の
例
、
判
例
の
変
更
さ
れ
る
例
、

を
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ

(
第
三
章
)
、
次
に
、
判
例
・
法
律
学
に
必
ず
伴
う
と
も
い
え
る
「
解
釈
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
技
術
の
い
く
つ
か
、

お
よ
び
、
解
釈
の
性

質
を
問
題
と
し
(
付
随
的
に
で
は
あ
る
が
予
防
法
学
に
も
ふ
れ
る
)
(
第
四
章
)
、

さ
ら
に
、
判
決
の
作
成
さ
れ
る
過
程
(
裁
判
過
程
論
あ

る
い
は
司
法
過
程
論
)
に
ふ
れ
(
結
論
形
成
、
法
解
釈
、
事
実
認
定
〉
ハ
第
五
章
)
、
最
後
に
、
司
法
制
度
を
と
り
あ
げ
、
今
日
の
わ
が
国

の
司
法
制
度
の
問
題
点
の
一
端
(
訴
訟
と
金
、
貧
困
、
法
曹
一
元
論
、
司
法
権
の
独
立
)
に
ふ
れ
る
|
司
法
制
度
を
支
え
る
法
曹
を
(
も
)

養
成
す
る
教
師
と
そ
の
教
育
対
象
で
あ
る
学
生
の
有
す
る
問
題
点
も
、
こ
こ
で
ふ
れ
る
l
こ
と
に
す
る
(
第
六
章
)
。

つ
ま
り
、
判
例
を
素
材
と
し
つ
つ
、
判
例
に
慣
れ
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
判
例
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
方
向
へ
向
い
、

ひ
い
て
、

そ
の
判
例
を
つ
く
り
出
す
過
程
、

つ
く
り
出
す
人
へ
、
そ
の
よ
う
な
過
程
で
判
例
を
つ
く
り
出
す
人
が
お
か
れ
て
い
る
制
度
へ
、
さ
ら
に
、

そ
の
よ
う
な
人
を
つ
く
る
人
お
よ
び
そ
の
つ
く
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
人
へ
と
、
向
う
の
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う
な
テ
l
マ
の
選
定
・
配
列

は
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
判
例
中
心
主
義
と
で
も
い
う
方
法
|
素
材
と
し
て
判
例
を
用
い
る
。
そ
の
よ
う
に
す
る
目
的
は
学
生
を
し
て

' 
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法
と
は
人
が
創
造
・
運
用
す
る
も
の
(
裁
判
の
非
機
械
的
性
質
の
強
調
)
、
法
と
は
判
例
で
あ
る
、

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
あ
る
ー
を
採
る
か
ら
に
は
、
む
し
ろ
必
然
的
な
帰
結
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
判
例
中
心
主
義
を
採
る
以
上
は
、
判
例
に
慣
れ

さ
ら
に
は
そ
の
判
例
を
つ
く
る
人
、
制
度
い
か
ん
と
い
う
よ
う
に
問
題
が
発
展
す
る
の

そ
の
よ
う
な
方
向
へ
発
展
さ
ぜ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
或
る
こ
と
ば
に
つ
い

さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
判
例
そ
の
も
の
へ
、

は
自
然
の
流
れ
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
、

ま
た
、

て
の
裁
判
所
の
解
釈
は
こ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
る
の
に
判
例
を
用
い
る
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
で
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
方
向
へ

ま
で
発
展
さ
せ
て
こ
そ
、

(
判
例
法
の
創
造
・
運
用
)
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、

を
十
分
に
(
多
面
的
に
)
わ
き
ま
え
て
い
る
と
い
い
う

る
人
間
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

(2)(完〉

上
記
の
よ
う
な
章
別
テ
!
マ
は
、
第
三
章
、
第
六
章
の
よ
う
に
、
北
海
道
大
学
法
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
と
り
あ
げ
る
科
目
が
存
し

そ
の
欠
を
不
十
分
な
が
ら
補
う
意
味
も
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
い
も
の
に
つ
い
て
、

北海道大学教養部における「法学」の授業

第
三
に
、
中
心
項
目
、
付
随
項
目
に
つ
い
て
。
「
表
」
に
は
、
中
心
項
目
、
付
随
項
目
と
い
う
欄
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
説
明
し
て

お
こ
う
。

中
心
項
目
と
は
、
章
別
テ
l
マ
に
そ
い
、
こ
う
い
う
こ
と
を
議
論
さ
せ
た
い
、
教
え
た
い
と
い
う
項
目
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら

の
う
ち
に
は
、
他
の
章
に
お
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
項
目
で
は
あ
る
が
、
当
の
判
例
に
関
し
て
と
り
あ
げ
る
の
も
適
切
な
た
め
に
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
も
の
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
中
心
項
目
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
学
生
に
議
論
さ
せ
る
た
め
に
「
設
問
」
の
形
を
と
る
場
合
も
あ

る
。
設
開
化
さ
れ
な
い
で
「
説
明
」
で
終
る
も
の
も
あ
る
(
「
設
問
」
「
説
明
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
。

付
随
項
目
と
は
、
当
の
判
例
を
と
り
あ
げ
る
さ
い
に
、

つ
い
で
に
ふ
れ
て
お
こ
う
と
い
う
項
目
で
あ
る
。
中
心
項
目
の
場
合
に
は
、
中

心
項
目
が
ま
ず
定
ま
っ
て
、
次
に
、
判
例
が
選
ば
れ
る
、

と
も
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
付
随
項
目
の
場
合
に
は
順
序
は
逆
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
付
随
項
目
に
も
章
別
テ
l
マ
と
関
連
す
る
も
の
が
ふ
く
ま
れ
て
は
い
る
。
付
随
項
目
に
つ
い
て
も
、
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説

区
別
す
れ
ば
、
設
開
化
さ
れ
る
も
の
と
、
設
開
化
さ
れ
な
い
で
、
「
説
明
」
で
終
る
も
の
と
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
付
随
項
目
は
、
内

容
上
か
ら
、
分
け
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

論

ま
ず
、
当
の
判
例
に
お
い
て
登
場
す
る
用
語
に
つ
い
て
、
そ
の
判
例
を
理
解

す
る
の
に
必
要
な
限
度
で
と
り
あ
げ
る
も
の
、
次
に
、
法
令
用
語
、
裁
判
用
語
の
基
礎
的
な
も
の
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る
も
の
を
用
語
と

は
限
ら
ず
法
令
・
裁
判
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識
(
た
と
え
ば
、
法
令
の
形
式
的
効
力
の
序
列
、
判
例
集
の
変
遷
〉
を
と
り
あ
げ
る
も

の
、
そ
の
他
、
当
の
判
例
を
と
り
あ
げ
る
つ
い
で
に
ふ
れ
て
お
く
の
が
適
当
な
も
の
(
た
と
え
ば
、

〔
判
例
ロ
〕
に
お
い
て
権
利
意
識
に
ふ

れ
て
お
く
よ
う
に
〉
を
と
り
あ
げ
る
。

中
心
項
目
・
付
臨
項
目
い
ず
れ
も
重
要
度
に
お
い
て
は
差
は
な
く
、
筆
者
に
よ
れ
ば
い
ず
れ
も
習
得
さ
せ
た
い
も
の
で
あ
っ
て
、
中
心

項
目
は
省
略
し
え
な
い
が
、
付
随
項
目
は
省
略
し
て
も
よ
い
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
〈
し
か
し
、
後
述
の
よ
う
に
、
時
間
と
の
妥
協
の

結
果
、
や
む
な
く
二
個
の
判
例
で
他
の
判
例
に
代
え
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
た
め
に
付
閲
項
目
を
省
く
こ
と
に
な
る
場
合
も
あ
り
う
る
)
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
両
項
目
と
も
、
学
生
じ
し
ん
が
調
べ
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。
「
説
明
」
に
お
い
て
、
筆
者
が
若
干
の
説
明
を
加
え

る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
る
(
「
説
明
」
と
は
い
う
も
の
の
筆
者
が
説
明
せ
ず
学
生
の
調
べ
る
の
に
一
任
す
る
。

学
生
が
「
説
明
」
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
が
多
い
)
。

項
目
が
重
複
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
、
先
の
判
例
(
援
業
)
で
と
り
あ
げ
た
も
の
を
、
再
び
、
後
の
判
例
(
援
業
)
で
と
り
あ
げ
る
こ

と
も
あ
る
。
異
な
っ
た
判
例
を
素
材
に
す
る
な
ら
ば
、
二
度
ぐ
ら
い
項
目
が
重
複
し
て
も
、
学
生
に
と
っ
て
も
さ
し
て
退
屈
で
も
あ
る
ま

い
し
、
議
論
の
徹
底
化
と
い
う
見
地
か
ら
は
か
え
っ
て
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
判
例
の
選
定
に
つ
い
て
。
こ
の
点
は
最
重
要
点
だ
け
れ
ど
も
、
適
当
な
判
例
の
選
定
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も

容
易
で
は
な
い
。
適
当
な
判
例
と
い
う
以
上
、
章
別
テ
l
マ
に
即
し
た
問
題
を
と
り
出
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は

む
ろ
ん
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
全
体
を
通
じ
て
考
慮
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

事
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ま
ず

ω判
例
の
争
点
か
ら
い
え
ば
、
法
律
(
解
釈
)
の
み
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。
契
約
も
、
約
款
も
、
就
業
規

則
も
、
慣
習
も
、
先
例
と
し
て
の
判
例
も
、
登
場
し
て
く
る
よ
う
に
し
た
。
裁
判
の
基
準
と
な
り
う
る
も
の
は
、
法
律
だ
け
に
限
ら
れ
る

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
も
(
そ
の
ほ
か
、
素
材
に
変
化
を
も
た
せ
る
た
め
に
も
)
、
こ
の
よ
う
な
配
意
は
必
要
で

内

5
ノ
一
)

あ
る
。次

に
山
判
事
案
が
学
生
の
興
味
を
ひ
き
そ
う
な
問
題
に
関
す
る
も
の
を
選
ぶ
よ
う
に
努
め
た
。
も
っ
と
も
、
興
味
を
ひ
き
そ
う
な
問
題
に

関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
ま
り
に
事
実
関
係
が
複
雑
な
場
合
に
は
、
モ
れ
だ
け
で
す

e
に
、
学
生
の
興
味
は
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
結
局
適
切
で
な
い
。
事
実
関
係
そ
の
も
の
は
単
純
な
事
案
と
し
て
も
、
学
生
に
と
っ
て
あ
ま
り
縁
の
な
い
よ
う
な
問

北海道大学教養部における「法学」の援業 (2)(完〉

題
に
関
す
る
事
案
も
や
は
り
適
切
で
な
い
。
あ
ら
た
め
て
い
え
ば
、
当
の
事
案
の
素
材
と
し
て
の
適
否
は
、
興
味
を
ひ
き
そ
う
な
問
題
に

関
す
る
事
案
か
ど
う
か
、
事
実
関
係
そ
の
も
の
が
複
雑
す
ぎ
な
い
か
、
争
点
の
数
が
多
す
ぎ
な
い
か
、
争
点
を
理
解
す
る
の
が
容
易
か
ど

う
か
(
こ
れ
は
「
説
明
」
事
項
の
数
に
関
係
す
る
〉
、
「
説
明
」
事
項
が
適
当
な
数
に
止
ま
る
か
ど
う
か
(
争
点
の
数
は
二
l
三
個
、

明
」
の
数
は
七

l
八
個
ぐ
ら
い
に
止
ま
る
こ
と
が
理
想
で
あ
ろ
う
)
、
こ
の
他
当
の
判
例
を
援
業
の
ど
の
段
階
で
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
か

(
段
階
、
学
生
の
慣
れ
と
の
相
関
)
と
い
っ
た
点
を
考
慮
し
判
断
す
る
ほ
か
な
い
。
中
心
問
題
は
学
生
の
興
味
を
ひ
き
そ
う
な
問
題
に
関

す
る
事
案
か
ど
う
か
に
あ
る
け
れ
ど
も
(
と
い
う
の
は
、
興
味
を
ひ
く
問
題
に
関
す
る
事
案
な
ら
ば
、
少
々
の
苦
労
も
気
に
な
る
ま
い
か

ら
て
そ
れ
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
ほ
か
に
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
(
争
点
の
数
と
か
)
に
も
|
こ
れ
ら
の
問
題
も
「
興

味
」
の
問
題
と
関
連
し
て
い
る
が
l
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
附
と
り
あ
げ
る
判
例
は
、
最
上
級
審
判
例
に
限
ら
ず
、
下
級
審
判
例
を
も
相
当
数
加
え
る
こ
と
に
し
た
。
下
級
審
判
例
を
も
相
当

数
と
は
い
う
も
の
の
筆
者
の
「
構
想
」
で
は
地
裁
判
例
に
か
た
よ
り
、
簡
裁
判
例
が
一
件
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
高
裁
、
家
裁
判
例
が
皆
無
〈
も

っ
と
も
、
高
裁
判
例
は
最
上
級
審
判
例
を
扱
う
途
中
で
ふ
れ
る
こ
と
に
は
な
る
〉
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
お
り
、
再
考
を
要
す
る
と
考
え

一「

説
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説

る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
下
級
審
判
例
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
概
し
て
そ
れ
は
最
上
級
審
判
例
(
こ
れ
を
と
り
あ
げ
る
場
合
は
、
審
級
を

追
っ
て
と
り
あ
げ
る
)
を
と
り
あ
げ
る
場
合
よ
り
も
短
か
い
の
で
、
学
生
に
と
っ
て
は
と
り
っ
き
易
い
(
と
り
わ
け
で
援
業
の
初
期
の
段

論

階
で
は
こ
の
こ
と
は
無
視
し
え
ま
い
。
学
生
が
判
例
に
慣
れ
て
き
た
段
階
で
も
、
最
上
級
審
判
例
の
連
続
す
る
聞
に
下
級
審
判
例
|
必
ず

し
も
短
か
く
な
く
て
も
よ
い
が
短
か
い
方
が
よ
り
よ
い
ー
を
挿
入
す
る
こ
と
は
息
抜
き
の
機
能
を
果
す
で
あ
ろ
う
〉
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、

最
上
級
審
判
例
を
と
り
あ
げ
る
場
合
に
も
、
審
級
を
追
っ
て
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
終
始
法
律
論
の
み
が
登
場
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
当
の
事
件
の
具
体
的
事
実
関
係
と
の
接
触
(
こ
の
度
合
の
大
き
い
方
が
親
し
み
が
わ
く
で
あ
ろ
う
〉
は
残
つ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、

判
例
に
と
り
つ
い
て
検
討
す
る
に
さ
い
し
て
の
当
の
具
体
的
事
実
関
係
と
の
接
触
の
度
合
は
、
下
級
審
判
例
の
方
が
ま
さ
っ
て
お
り
、
そ

の
こ
と
は
初
学
者
に
親
し
み
を
抱
か
せ
ひ
い
て
は
興
味
を
ひ
く
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
事
実
関
係
と
の
接
触
が
大

き
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
具
体
的
紛
争
の
解
決
方
法
と
し
て
の
裁
判
の
イ
メ
ー
ジ
も
鮮
明
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
初
学
者
(
と

り
わ
け
、
法
律
の
専
門
教
育
を
受
け
な
い
非
法
学
部
進
学
者
)
は
な
る
べ
く
広
く
、
各
審
級
の
裁
判
所
の
裁
判
に
直
接
ふ
れ
て
み
る
(
判

例
を
読
ん
で
み
る
)
こ
と
が
望
ま
し
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
と
い
う
と
き
最
上
級
審
裁
判
所
だ
け
が
裁

判
所
な
の
で
な
く
各
審
級
の
裁
判
所
が
存
す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
或
る
一
定
の
関
係
を
保
っ
て
裁
判
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
、

こ
う
い
う
こ
と
を
た
ん
に
通
り
一
遍
の
知
識
と
し
て
で
な
く
実
感
を
伴
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
州
適
当
な
判
例
を
い
か
に
し
て
発
見
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
一
言
す
る
。

一
つ
は
、
他
人
が
、
こ
の
判
例
は
法
学
教
育

(
そ
の
場
合
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
法
学
部
教
育
が
念
頭
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
)
の
教
材
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
こ
と
を

手
が
か
り
と
し
て
、
そ
れ
が
「
法
学
」
の
授
業
の
素
材
と
し
て
適
当
か
ど
う
か
、
適
当
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
章
に
(
章
別
テ

l
マ
の
下
に
)

所
属
さ
せ
る
べ
き
か
を
考
え
る
。
一
つ
は
、
筆
者
が
過
去
に
お
い
て
行
な
っ
た
判
例
研
究
の
う
ち
か
ら
、
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
択

す
る
。
過
去
に
お
い
て
判
例
研
究
を
行
な
っ
た
判
例
で
あ
る
な
ら
ば
、
事
案
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
ゆ
え
に
、

選
択
も
し
易
い
で
あ

f 
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ろ
う
。
そ
の
他
、

い
か
な
る
情
報
源
を
問
わ
ず
、
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
を
収
集
す
る
。
教
科
書
で
あ
ろ
う
と
、
論
女
で
あ
ろ
う
と
、

判
例
集
で
あ
ろ
う
と
、
判
例
研
究
で
あ
ろ
う
と
、

日
常
接
触
す
る
情
報
源
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
適
当
な
も
の
を
拾
い
集
め
る
わ
け
で
あ

る
。
判
例
研
究
会
な
ど
で
自
己
の
報
告
す
る
判
例
に
せ
よ
、
他
人
の
報
告
す
る
判
例
に
せ
よ
、

そ
の
判
例
に
つ
い
て
、
専
門
学
問
的
な
検

討
の
ほ
か
に
、
教
育
用
と
し
て
の
適
否
と
い
う
観
点
か
ら
、
学
部
の
授
業
用
教
材
と
し
て
の
要
否
・
適
否
、
「
法
学
」
の
援
業
用
教
材
と
し

て
の
要
否
・
適
否
、

ど
の
よ
う
な
テ

l
マ
・
項
目
に
つ
い
て
の
要
否
・
適
否
か
、
両
援
業
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
、
試
験
問
題
と
し
て
の
適

(2)(完〕

格
性
が
あ
る
か
ど
う
か
(
適
格
性
の
存
否
の
基
準
も
決
し
て
明
瞭
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
論
点
を
一
二
|
四
個
ふ
く
み
、
事
案
の
複

雑
さ
も
手
ご
ろ
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
出
題
に
さ
い
し
て
の
加
工
も
し
易
い
も
の
と
い
っ
て
お
く
)
と
い
う
よ
う
な
点
を
検
討
す
る
(
検

討
す
る
と
い
っ
て
も
研
究
会
で
と
り
あ
げ
る
ご
と
に
各
件
に
つ
い
て
逐
一
微
細
に
行
な
う
必
要
も
な
い
し
、
時
間
的
余
裕
も
あ
る
ま
い
か

一
応
の
検
討
に
止
め
、
実
際
に
教
育
用
と
し
て
用
い
る
場
合
に
再
検
討
す
る
)
。
判
例
カ
l
ド
の
一
偶
に
で
も
、
学
部
用
教
材
欄
、
「
法

学
」
用
教
材
欄
を
そ
れ
ぞ
れ
設
け
て
、
右
に
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
メ
モ
し
て
お
く
の
も
一
方
法
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
そ
の
よ
う

な
方
法
を
実
行
し
て
い
る
。

ら

北海道大学教養部における「法学」の授業

問
題
は
、
日
常
接
す
る
判
例
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
か
、
す
く
な
く
と
も
判
例
研
究
と
い
っ
た
研
究
会
の
成
果
を
ど
の
よ
う
に
収
集
・

整
理
し
て
お
く
の
が
得
策
か
、
判
例
カ
l
ド
を
採
用
し
て
い
る
場
合
に
(
そ
も
そ
も
カ
l
ド
を
用
い
る
の
が
適
当
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

も
あ
る
が
て

そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
事
項
を
ど
の
よ
う
な
順
序
で
記
載
し
て
お
く
の
が
得
策
か
(
た
と
え
ば
類
似
判
例
と
比
較
す
る
場
合

に
も
、
事
項
お
よ
び
そ
の
カ
l
ド
上
の
位
置
が
国
定
し
て
い
れ
ば
、
便
利
で
あ
ろ
う
て
と
い
う
問
題
に
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な

問
題
に
つ
い
て
、
筆
者
は
他
人
に
示
し
う
る
だ
け
の
成
案
を
得
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
相
互
の
情
報
交
換
が
さ
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

右
の
問
題
は
た
ん
な
る
記
載
場
所
の
指
定
と
い
う
技
術
論
に
止
ま
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
事
項
を
記
載
す
る
べ
き
か
と
い
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説

う
問
題
は
、
「
判
例
研
究
」
と
し
て
通
用
す
る
た
め
に
は
ミ
ニ
マ
ム
ど
の
程
度
の
こ
と
を
記
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
、

そ
も
そ
も
判
例
研

究
の
目
的
、
方
法
は
ど
う
か
、

と
い
う
問
題
に
連
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
判
例
研
究
の
目
的
、
方
法
に
つ
い
て
の
検
討
を

さ
ら
に
、
具
体
的
に
、
記
載
事
項
(
お
よ
び
そ
の
配
列
の
順
序
も
)
を
指
定
す
る

論

深
め
る
こ
と
じ
た
い
容
易
な
作
業
で
は
な
い
の
み
か
、

こ
と
は
こ
れ
ま
た
容
易
で
は
あ
る
ま
い
。
判
例
カ
i
ド
に
、
専
門
学
問
の
見
地
の
み
な
ら
ず
、
教
育
と
い
う
見
地
を
持
ち
込
み
、
判
例
の

教
材
用
と
し
て
の
要
否
・
適
否
(
さ
ら
に
先
述
の
よ
う
に
試
験
問
題
と
し
て
の
適
格
性
の
存
否
)
を
も
記
載
す
る
と
な
れ
ば
、
そ
の
前
提

と
し
て
、

ど
の
程
度
の
こ
と
を
教
え
る
べ
き
か
、

ひ
い
て
は
教
育
目
的
と
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
掲
げ
る
べ
き
か
、
講
義
体
系
な
い
し

援
業
体
系
は
ど
う
か
(
ど
う
あ
る
べ
き
か
〉
と
い
う
点
に
も
、
各
人
な
り
の
最
終
回
答
を
提
出
す
る
ま
で
行
か
な
く
と
も
、
す
く
な
く
と

も
思
い
を
め
ぐ
ら
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
、
容
易
な
作
業
と
は
い
い
が
た
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
容
易
な
作
業
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
放
置
し
て
お
く
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
作
業
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ

ら
の
作
業
は
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
判
例
カ
l
ド
の
作
り
方
(
研
究
兼
教
育
用
)
を
規
定
す
る
作
業
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
判
例
カ

ー
ド
を
い
か
に
作
成
す
る
か
は
、
作
成
者
の
研
究
・
教
育
の
進
め
方
、
能
率
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
問
題
と
し
て
、

判
例
研
究
を
行
な
う
に
さ
い
し
、
事
前
に
、
判
例
研
究
と
し
て
通
用
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
事
項
に
ふ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
(
ま
た

そ
の
順
序
は
ど
う
か
)
を
は
っ
き
り
意
識
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
通
用
し
う
る
だ
け
の
判
例
研
究
を
行
な
い
う
る
の
か
ど
う
か
疑
わ
し

ぃ
。
ま
た
、
教
育
の
見
地
に
立
っ
て
み
て
も
、
判
例
カ
l
ド
に
よ
っ
て
、
教
育
用
と
し
て
適
切
な
判
例
が
平
常
か
ら
用
意
さ
れ
て
い
る
な

ら
ば
(
相
当
程
度
の
量
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
む
ろ
ん
前
提
と
な
る
|
平
常
か
ら
の
用
意
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
て

援
業
の
教
材
に
は
不
足
な
く
、
判
例
を
具
体
的
に
援
用
し
つ
つ
(
さ
ら
に
は
判
例
を
援
業
の
中
心
素
材
と
し
て
i
講
義
中
心
で
は
な
く
判

例
を
中
心
に
学
生
に
議
論
さ
せ
る
)
援
業
を
進
め
る
こ
と
も
、
容
易
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
試
験
問
題
を
作
成
す
る
場
合
を
考
え
て
み
て

も
、
出
題
問
題
と
し
て
の
適
格
性
を
日
常
接
す
る
判
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
な
ら
ば
、
試
験
問
題
の
作
成
も
比
較
的
短
時
間
内
に
な

軍
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し
う
る
で
あ
ろ
う
。

多
く
の
研
究
者
(
同
時
に
教
師
〉
は
、

一体、

ど
の
よ
う
に
し
て
判
例
を
整
理
し
て
い
る
の
か
、
講
義
ノ

l
ト
を
ど
の
よ
う
に
し
て
作

成
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
試
験
問
題
を
作
成
す
る
の
か
、

な
ど
と
い
っ
た
研
究
、
教
育
の
技
術
的
側
面
を
、
筆
者
は
知
り
た
い
と

か
ね
が
ね
願
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
果
し
え
な
い
で
今
日
ま
で
至
っ
た
。
本
稿
が
な
ん
ら
か
の
機
縁
と
な
っ
て
、

せ
め
て
判
例
カ
l
ド
の

作
成
の
仕
方
に
つ
い
て
教
示
が
え
ら
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

第
五
に
、
判
例
の
記
述
の
仕
方
に
つ
い
て
。
判
例
の
登
載
さ
れ
て
い
る
刊
行
物
を
示
す
ほ
か
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
詳
細
に

記
述
す
る
方
針
を
採
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
認
定
事
実
の
ほ
か
、
主
張
の
細
部
に
つ
い
て
も
1

判
決
の
主
文
、
理
由
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

(2)(完〕

で
あ
る
i
収
録
す
る
方
針
を
採
用
し
た
。
判
例
を
大
ざ
っ
ぱ
に
で
は
な
く
て
細
か
な
点
に
ま
で
わ
た
っ
て
忠
実
に
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た

わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
判
例
を
一
字
一
句
ひ
き
写
す
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
で
き
る
だ
け
判
例
の
も
と
の
姿
に
近
く
な
る
よ

北海道大学教養部における「法学」の援業

う
に
努
め
は
し
た
け
れ
ど
も
、
筆
者
の
表
現
に
直
し
て
紹
介
し
た
個
所
も
あ
る
。
ま
た
、
忠
実
に
紹
介
す
る
と
い
っ
て
も
、

や
は
り
例
外

も
認
め
ざ
る
を
え
ず
、
複
雑
な
事
案
を
単
純
化
し
た
り
、
長
さ
と
い
う
見
地
か
ら
判
決
文
の
一
部
を
省
略
し
た
り
し
た
場
合
も
あ
る
。

記
述
の
仕
方
に
つ
い
て
配
慮
し
た
の
は
順
序
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
配
慮
し
た
点
は
、
判
例
を
そ
の
記
載
さ
れ
て
い
る

ま
ま
の
順
序
で
紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、
認
定
事
実
、
当
事
者
の
主
張
、
裁
判
所
の
判
断
と
い
う
よ
う
に
(
そ
の
よ
う
な
見
出
し
ま
で
は

っ
け
な
い
)
整
理
を
施
し
て
記
載
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
勺
と
い
う
の
は
、
対
象
学
生
が
高
校
卒
業
後
ま
も
な
い
学
生
で
あ
る
こ
と

を
思
え
ば
(
高
校
卒
業
後
最
短
の
者
は
一
ー
l
一
カ
月
半
し
か
経
過
し
て
い
な
い
)
、
そ
の
よ
う
な
学
生
に
対
し
て
、

い
き
な
り
生
の
判
例
そ

の
も
の
を
あ
て
が
っ
て
、
自
分
で
整
理
さ
せ
る
の
は
、
す
く
な
く
と
も
初
め
の
数
件
に
つ
い
て
は
無
理
で
は
な
い
か
、

た
と
え
地
裁
の
比

較
的
単
純
な
事
案
の
も
の
で
あ
っ
て
も
無
理
な
の
で
は
な
い
か
と
危
供
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
毎
判
例
に
つ
き
、
図
(
あ
る
い
は
表
)
を

ま
ず
掲
げ
、

さ
ら
に
は
、
多
数
意
見
、
少
数
意
見
が
多
岐
に
わ
か
れ
て
、

そ
の
ま
ま
で
は
受
け
取
・
る
学
生
の
側
で
整
理
に
と
ま
ど
う
お
そ
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説

れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
「
説
明
」
に
お
い
て
表
を
作
成
し
て
学
生
の
用
に
供
す
る
こ
と
と
し
た
。
筆
者
の
「
構
想
」
で
は
、

四
一
件
全
部
に

つ
い
て
、
筆
者
が
上
記
の
よ
う
な
整
理
を
施
し
た
も
の
を
供
与
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
も
一
応
の
試
み
で
あ
り
、
最
初
か
ら
生
の
判
例

5命

を
あ
て
が
う
仕
方
も
、
途
中
か
ら
そ
の
よ
う
に
す
る
仕
方
も
、
あ
り
う
る
。
こ
れ
ら
の
仕
方
も
試
み
て
み
る
価
値
は
十
分
に
あ
る
。

記
述
の
仕
方
の
う
ち
、
記
述
の
順
序
に
つ
い
て
は
右
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
個
々
の
記
述
の
具
体
的
態
様
(
た
と
え
ば
判
決
の
主

文
の
紹
介
の
態
様
)
(
詳
し
さ
と
い
っ
て
も
よ
い
)
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
な
る
べ
く
判
例
に
忠
実
に
記
述
す
る
方
針
を
採
用
し
た
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
終
始
同
一
の
態
様
を
採
る
こ
と
は
せ
ず
、
ま
た
、
そ
の
必
要
も
な
い
。
回
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、
学
生
の
方
で
も
判
例

に
慣
れ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
初
は
判
例
に
き
わ
め
て
忠
実
な
記
述
を
施
す
に
し
て
も
、
後
に
は
簡
略
化
し
て
記
述
す
れ
ば
足
り
る

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
主
文
の
記
述
に
し
て
も
、
当
初
は
、
判
例
に
忠
実
に
、
本
件
控
訴
を
棄
却
す
る
、

と
記
述
し
て
も
、
後
に
は
、

第
二
審
で
は
控
訴
棄
却
と
か
、
二
審
で
は

X
敗
訴
、

と
い
う
よ
う
な
記
述
を
す
る
こ
と
で
済
ま
せ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

記
述
の
仕
方
を
と
り
あ
げ
る
つ
い
で
に
、
次
の
こ
と
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
筆
者
が
判
例
を
素
材
と
し
て
供
与
す
る
の
は
、
初
学
者

に
訴
訟
・
判
例
と
い
う
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
さ
せ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
判
決
女
の
細
部
に
わ
た
っ
て
の
全
貌
を

当
初
か
ら
一
示
す
こ
と
が
適
当
だ
と
は
い
え
な
い
。
判
決
文
の
全
貌
も
、

一
度
に
示
す
必
要
は
な
く
、
最
終
回
に
至
る
ま
で
に
示
せ
ば
よ
い

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
仮
執
行
宣
言
と
か
訴
訟
費
用
負
担
と
い
っ
た
よ
う
な
、
も
ち
ろ
ん
重
要
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
あ
ま
り
に
専
門
的

そ
れ
を
さ
し
当
り
知
ら
な
く
と
も
訴
訟
・
判
例
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
に
か
描
き
う
る
よ
う
な
事
項
は
、
回
を
多

な
事
項
と
か
、

く
重
ね
た
後
に
登
場
さ
せ
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
判
決
文
の
細
部
に
わ
た
っ
て
の
全
貌
を
当
初
か
ら
明
ら
か
に
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ

け
記
述
の
量
も
増
加
す
る
し
、
「
説
明
」
の
部
分
も
増
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
学
生
の
負
担
が
当
初
と
し
て
は
重
く
な
り
す
ぎ
る
お
そ
れ

が
あ
り
、
そ
れ
に
は
賛
成
し
え
な
い
。

第
六
に
、
判
例
の
配
列
の
仕
方
に
つ
い
て
。
或
る
章
に
所
属
さ
せ
る
べ
き
判
例
を
選
定
し
た
後
は
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
配
列
の
仕
方

t 
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に
つ
い
て
さ
ほ
ど
説
明
す
る
こ
と
も
な
い
。
配
列
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、

一
般
論
と
し
て
は
、
事
案
に
つ
い
て
も
、
判
例
に
つ
い
て
と
り

あ
げ
る
問
題
に
つ
い
て
も
、

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
平
易
か
ら
複
雑
へ
と
並
べ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
し
、
必
要
で
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、

な
か
な
か
一
般
論
ど
お
り
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
或
る
程
度
の
難
易
の
入
れ
か
わ
り
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
第
一
章
の
部
分

が
最
も
問
題
で
あ
る
。
筆
者
が
ま
ず
地
裁
、
簡
裁
の
判
例
を
並
べ
て
い
る
の
は
、
導
入
部
ゆ
え
に
、
な
る
べ
く
平
易
な
も
の
(
長
さ
も
ほ

ど
ほ
ど
の
も
の
)
か
ら
導
く
こ

ιが
必
要
・
適
当
で
あ
る
と
の
考
え
に
よ
る
。
い
き
な
り
最
高
裁
判
例
を
も
ち
出
し
て
悪
い
と
い
う
こ
と

は
む
ろ
ん
な
い
け
れ
ど
も
、
高
校
卒
業
後
一
ー
ー
一
カ
月
半
経
過
程
度
の
、
非
法
学
部
進
学
者
も
多
数
混
じ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
筆
者
の
対

(2)(完〕

象
と
す
る
学
生
に
つ
い
て
は
(
実
は
法
学
部
進
学
者
に
つ
い
て
も
て
最
高
裁
判
例
を
い
き
な
り
あ
て
が
う
こ
と
は
、
平
易
さ
の
度
合
、
長

さ
の
程
度
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
学
生
の
多
く
が
と
り
つ
く
の
に
困
難
で
は
な
い
か
(
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
爾
後
の
授

業
に
好
ま
し
く
な
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
で
あ
ろ
う
〉
と
筆
者
は
危
供
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
危
倶
も
た
ん
な
る
忌

北海道大学教養部における「法学」の授業

憂
で
し
か
な
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
が
。

最
上
級
審
判
例
の
連
続
し
た
後
に
、
下
級
審
判
例
(
必
ず
し
も
短
く
な
く
と
も
よ
い
。
し
か
し
長
い
も
の
は
と
か
く
息
抜
き
と
は
な
り

に
く
い
)
を
挿
入
す
る
こ
と
も
、
先
述
の
よ
う
に
、
息
抜
き
の
機
能
を
果
す
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
し
か
し
、
下
級
審
判

例
と
い
っ
て
も
複
雑
な
事
案
の
も
の
が
あ
り
、
長
さ
も
必
ず
し
も
短
か
く
は
な
い
の
だ
か
ら
、
下
級
審
判
例
だ
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
右

の
よ
う
な
機
能
を
果
す
判
例
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
筆
者
の
「
構
想
」
も
、
こ
の
点
に
お
い
て
成
功
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た

ぃ
。
将
来
の
課
題
は
こ
こ
に
も
あ
る
。

第
七
に
、
設
聞
の
選
定
の
仕
方
に
つ
い
て
。
設
問
を
教
育
目
的
か
ら
分
け
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

ω問
題
処
理
能
力

を
問
う
問
題
。
ま
さ
に
当
の
事
実
、
主
張
の
も
と
で
、

い
ず
れ
の
当
事
者
を
勝
た
せ
る
べ
き
か
。
あ
る
い
は
、
当
の
判
例
が
一
方
の
当
事

者
を
勝
た
せ
た
こ
と
の
当
否
い
か
ん
。
そ
の
結
論
に
賛
成
し
う
る
か
反
対
す
べ
き
か
(
そ
の
結
論
は
当
の
事
件
の
解
決
と
し
て
妥
当
か
)
。
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説

事
実
関
係
の
う
ち
ど
の
よ
う
な
要
素
が
結
論
を
き
め
る
の
に
影
響
し
た
と
思
う
か
。
そ
の
解
決
は
社
会
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
だ

ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
人
ペ
が
得
を
し
、

ど
の
よ
う
な
人
々
が
損
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
影
響
得
失
を
是
認
し
う
る

論

か
。
そ
の
理
由
は
な
に
か
。
判
決
の
理
由
に
納
得
で
き
る
か
。
こ
の
事
件
に
お
け
る
事
実
あ
る
い
は
主
張
を
変
え
て
み
た
な
ら
ば
、
ど
の

よ
う
に
解
答
す
る
か
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
る
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
立
法
論
を
試
み
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
予
防
法
学
的
な
見

地
か
ら
の
問
題
(
こ
れ
こ
れ
の
目
的
を
実
現
す
る
に
は
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
こ
れ
の
結
果
を
回
避
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
契
約
を
結
ん

で
お
け
ば
よ
い
か
)
も
挿
入
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

mw中
心
項
目
に
関
す
る
問
題
。
中
心
項
目
(
ひ
い
て
は
章
別
テ
l
マ
)
に
直

接
関
係
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
さ
せ
、
多
く
の
場
合
に
は
、
資
料
を
調
査
検
討
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
考
え
さ
せ
、
中

心
項
目
に
関
す
る
知
識
を
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う
(
考
え
さ
せ
、
資
料
を
調
査
検
討
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

問
題
処
理
能
力
を
養
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
し
、

し
て
、
付
随
項
目
に
関
す
る
問
題
。

ま
た
、
そ
れ
が
ね
ら
い
で
も
あ
る
〉
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
刷
そ
の
他
の
問
題
と

問
題
の
重
複
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
既
に
と
り
あ
げ
た
こ
と
の
復
習
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
問
題
、

そ
の
逆
に
、
後
に
と
り
あ
げ

る
問
題
の
先
取
り
に
な
る
問
題
(
判
例
を
素
材
と
す
る
関
係
上
、
当
の
判
例
を
と
り
あ
げ
る
さ
い
に
と
り
あ
げ
る
の
が
適
切
な
問
題
が
あ

る
こ
と
は
否
み
え
ず
、
そ
れ
を
と
り
あ
げ
る
と
、
先
取
り
す
る
結
果
も
生
じ
う
る
)
が
あ
る
。

設
問
を
関
連
学
問
領
域
と
い
ろ
見
地
か
ら
分
け
る
と
、
法
解
釈
学
、
法
社
会
学
、
法
哲
学
、
法
律
学
方
法
論
、

リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
、

わ
た
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、

よ
り
広
範
囲
な
学
問
領
域
に
わ
た
る
こ
と
が
望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
現
段
階
の
と
こ
ろ
は
、
右
の
程
度
に

止
ま
っ
て
い
る
。

設
問
の
態
様
か
ら
分
け
る
な
ら
ば
、
多
く
は
問
題
点
を
ふ
く
ん
だ
単
純
な
疑
問
体
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
文
献
を
引
用
し
(
そ

の
文
献
と
し
て
は
、
単
行
本
、
雑
誌
論
文
、

判
例
研
究
、

立
法
の
過
程
で
の
議
論
、
国
会
答
弁
と
か
が
あ
る
)
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
感
想

事
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を
た
ず
ね
、
批
評
を
な
さ
し
め
る
と
い
う
形
を
と
る
も
の
も
あ
る
。

設
聞
を
ど
の
よ
う
に
し
て
作
成
す
る
か
O

一
こ
の
点
が
問
題
で
あ
っ
て
、
未
熟
な
筆
者
に
と
っ
て
は
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
。
当
の
判
例

の
事
実
を
変
更
し
た
な
ら
ば
ど
う
か
を
問
う
場
合
に
は
、
筆
者
じ
し
ん
で
変
更
を
加
え
た
り
、
類
似
の
事
件
の
判
例
を
探
し
出
し
て
そ
の

事
案
を
流
用
す
れ
ば
、

ま
に
あ
わ
な
い
こ
と
も
な
い
。
そ
の
他
の
問
題
の
場
合
に
は
|
筆
者
じ
し
ん
で
作
成
す
る
場
合
も
あ
る
が
l
論
点

の
多
く
は
、
当
の
判
例
の
判
旨
、
当
の
判
例
の
下
級
審
判
決
、
類
似
の
事
案
に
つ
い
て
の
判
例
、
そ
の
ほ
か
、
判
例
研
究
、
論
文
、

上
正t
口

(2)(完〉

理
由
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
拾
い
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
当
の
判
例
に
お
け
る
上
告
理
由
を
、
そ
の
紹
介
と
し
て
は
一
部
省
略
を
加

〈日〉

え
て
お
い
て
、
そ
の
省
略
し
た
部
分
の
上
告
理
由
を
設
問
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
や
り
方
も
あ
る
。
論
点
を
拾
い
出
し
て
も
、
そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
も
困
難
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
問
題
文
が
長
く
な
る
の
も
い
と
わ
ず
、
説
明
を
付
加
し
、
さ
ら
に
は
、

考
え
る
べ
き
点
を
示
唆
す
る
よ
う
な
問
い
方
を
す
る
必
要
も
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

た
と
え
ば
、
国
会
答
弁
を
引
用
し
て
、

こ
れ
に
つ

北海道大学教養部における「法学」の授業

い
て
ど
う
思
う
か
、

と
し
か
問
え
な
い
よ
う
な
場
合
も
あ
る
(
こ
れ
と
て
も
未
だ
工
夫
の
余
地
は
あ
ろ
う
が
)

o

巧
妙
適
切
な
問
い
方
と
は

ど
の
よ
う
な
問
い
方
か
、
筆
者
に
と
っ
て
未
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
点
で
あ
る
。

第
八
に
、
設
問
配
列
の
順
序
に
つ
い
て
。

ω問
題
処
理
能
力
を
問
う
問
題
を
ま
ず
配
列
し
、
当
の
判
例
(
の
事
案
)
に
即
し
て
解
決
を

考
え
さ
せ
る
。
判
決
理
由
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
る
。
次
い
で
、
当
の
事
案
に
変
更
を
施
し
て
、

そ
の
変
更
さ
れ
た
事
案
の
も
と
で
の
解

決
を
考
え
さ
せ
る
。

ω次
に
は
、
中
心
項
目
に
関
す
る
問
題
を
、

ω最
後
に
、
付
随
項
目
に
関
す
る
問
題
を
配
列
す
る
。
こ
れ
が
設
問
配

列
の
一
般
的
順
序
で
あ
る
。
し
か
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
問
題
を
組
み
合
わ
せ
た
り
す
る
た
め
に
、
こ
の
順
序
が
厳
密
に
は
維
持
し
え

な
い
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
細
か
い
こ
と
だ
が
言
及
し
て
お
け
ば
|
問
題
処
理
能
力
を
問
う
問
題
は
別
と
し
て
、
後
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
の
順
序
を
「
表
」
の
各
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
項
目
の
順
序
と
一
致
さ
せ
る
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
段
階
で
は
一
致
さ
せ
る
こ
と
ま
で
配
慮
し
て
い
な
い
。
問
題
処
理
能
力
を
問
う
問
題
は
、
章
別
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ま
た
、
中
心
項
目
、
付
随
項
目
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
で
、
毎
判
例
に
つ
い
て
常
に
と
り
あ
げ
、

か
つ
、

テ
ー
マ
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、

設
問
の
順
序
と
し
て
は
、

そ
れ
を
最
初
に
置
く
こ
と
で
一
貫
す
る
。
ま
ず
も
っ
て
、
問
題
処
理
の
仕
方
い
か
ん
を
考
え
さ
ぜ
る
、
そ
の
能

論

」
の
強
調
点
を
、
常
に
、

か
っ
、
最
初
に
、
も
ち
出

力
を
き
た
え
よ
う
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
「
法
学
」
の
授
業
目
的
だ
か
ら
で
あ
り
、

す
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。

第
九
に
、
設
問
の
数
に
つ
い
て
。
各
判
例
ご
と
に
五
l
一
O
個
(
例
外
あ
り
)
の
設
聞
を
用
意
す
る
。
総
計
約
三
一

O
O題
と
な
る
。
五
ー

一
O
個
と
い
う
数
は
、
授
業
時
間
一
回
九

O
分
を
前
提
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
九

O
分
を
フ
ル
に
使
用
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
五

l

一
O
個
で
あ
れ
ば
、
九

O
分
授
業
で
消
化
す
る
こ
と
が
さ
ほ
ど
無
理
な
く
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
程
度
の
数
の
問
題
を
供
与
し

て
、
諸
々
の
角
度
か
ら
研
究
、
議
論
さ
せ
な
く
て
は
、
問
題
処
理
能
力
を
養
成
す
る
と
い
い
、
中
心
項
目
に
つ
い
て
の
知
識
を
身
に
つ
け

さ
せ
よ
う
と
い
っ
て
も
、

そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
十
と
し
て
、
「
説
明
」
に
つ
い
て
。
各
判
例
の
記
述
が
終
っ
た
後
に
、

ひ
き
続
い
て
、
「
説
明
」
と
題
し
て
若
干
の
項
目
を
と
り
あ
げ

る
。
そ
の
項
目
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
(
「
第
一
ニ
」
)
、
中
心
項
目
、
付
随
項
目
、

い
ず
れ
も
な
り
う
る
。
「
説
明
」
で
と
り
あ
げ
る
項
目
の

内
容
は
雑
多
で
あ
る
が
、
主
た
る
も
の
と
し
て
は
、
当
の
判
例
を
理
解
す
る
う
え
で
必
要
な
概
念
、
条
文
(
古
い
条
文
で
六
法
全
書
に
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
ろ
う
)
の
説
明
と
か
、
関
連
判
例
の
動
き
と
か
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
争
点
、
意
見
の
わ
か
れ
、
結

論
の
わ
か
れ
を
表
に
ま
と
め
て
理
解
を
便
な
ら
し
め
る
こ
と
も
あ
る
。

「
説
明
」
の
仕
方
は
、
筆
者
が
簡
単
に
説
明
す
る
か
(
サ
ン
プ
ル
で
は
省
い
て
あ
る
て
あ
る
い
は
、

た
ん
に
参
考
文
献
を
一
不
す
に
止
め

る
。
既
に
と
り
あ
げ
た
用
語
と
か
概
念
を
指
示
す
る
こ
と
も
あ
り
(
当
の
判
例
を
理
解
す
る
う
え
で
必
要
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
う
な
が

す)、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

学
生
の
自
習
に
全
く
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
す
る
。
授
業
の
は
じ
め
に

l
六
法
全
書
(
小
六
法
で
ま
ず
は
ま

に
あ
う
)
を
必
ず
持
た
せ
る
こ
と
は
前
提
で
あ
る

l
法
律
用
語
の
辞
典
の
利
用
を
勧
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
生
の
自
習
を
促
進
す
る
の

*' 
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も
一
策
で
あ
ろ
う
。

第
十
一
と
し
て
、
「
参
考
文
献
」
に
つ
い
て
。
設
聞
に
関
連
し
た
参
考
文
献
を
掲
げ
て
、
学
生
の
研
究
の
用
に
供
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
掲
載
の
基
準
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ω和
書
(
雑
誌
も
ふ
く
む
〉
で
あ
っ
て
、
か
っ
、
入
手
し
易
い
こ
と
。
洋
書
に
ま
で
手

を
ま
わ
す
ま
で
も
な
く
、
和
書
(
翻
訳
を
ふ
く
む
)
に
適
切
な
書
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

さ
し
当
っ
て
は
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
入
手
と

い
う
点
で
は
、
個
人
で
買
お
う
と
図
書
館
で
借
り
出
し
て
利
用
し
よ
う
と
問
わ
な
い
が
、

と
に
か
く
入
手
し
易
い
こ
と
(
利
用
し
易
い
こ

(2)(完〉

と
〉
が
肝
要
で
あ
る
。
発
行
の
年
度
の
新
旧
も
問
題
で
は
な
い
。
実
際
に
は
、
筆
者
が
限
を
通
し
え
た
も
の
に
限
ら
れ
る
の
で
ご
九
六

八
年
十
二
月
半
ば
以
後
の
刊
行
に
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
脱
稿
と
の
関
係
上
、
指
示
し
え
な
か
っ
た
)
、
そ
の
面
か
ら
の
制
約
が
あ
る
。

仙
文
献
の
態
様
は
、
種
々
で
あ
る
。
専
門
単
行
本
、
専
門
雑
誌
、
専
門
的
資
料
(
国
会
議
事
録
、
法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
の
ご
と
し
)
、

一
般
人
向
け
の
教
養
書
等
々
を
問
わ
な
い
。
専
門
的
文
献
は
不
可
と
は
一
概
に
は
い
え
な
い
。
問
題
に
も
よ
る
だ
ろ
う

「
法
学
」
教
科
書
、

北海道大学教養部における「法学」の授業

し
、
そ
れ
を
初
学
者
が
読
ん
で
も
完
全
に
は
理
解
し
え
な
い
と
し
て
も
、
専
門
的
文
献
の
微
細
な
議
論
と
か
分
析
、
重
厚
な
論
証
に
接
す

お
そ
ら
く
は
、
学
問
的
意
欲
を
ひ
き
出
す
う
え
で
プ
ラ
ス
に
働
く
可
能
性
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
授
業
対
象
は
初

る
こ
と
は
、

学
者
な
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
に
多
く
専
門
的
文
献
を
掲
げ
る
の
は
負
担
過
重
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
専
門
的
文
献
は
む

し
ろ
例
外
的
に
扱
う
こ
と
に
し
た
。
凶
文
献
の
カ
バ

l
領
域
は
設
問
の
カ
バ

l
領
域
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
後
者
が
法
解
釈
学
に
限
ら
ず
、
法
社
会
学
、
法
哲
学
等
(
「
第
七
」
)
に
わ
た
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
も
そ
れ
と
同
じ
領
域
に
わ
た

l
p
i
臨

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ほ
か
、
参
考
文
献
と
し
て
適
切
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
領
域
い
か
ん
を
問
わ
ず
掲
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

1

J

d

醐

参
考
文
献
の
掲
げ
方
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
各
章
ご
と
に
判
例
が
数
件
ず
つ
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
章
別
テ
l
マ
に
関
係
あ
る
問
題

を
重
複
し
て
扱
う
こ
と
に
も
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
参
考
文
献
の
掲
載
が
重
複
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
包
括
的
な
内
容
の
文
献
で
抽

れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
同
じ
章
、
他
の
章
を
問
わ
ず
、
あ
ち
ら
に
も
こ
ち
ら
に
も
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
当
の
事
件
、
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当
の
事
件
に
お
け
る
項
目
を
と
り
扱
う
に
つ
い
て
は
、
先
の
援
業
で
ふ
れ
た
に
せ
よ
も
う
一
度
復
習
し
て
お
く
の
が
適
当
な
事
項
も
あ
り
、

そ
の
場
合
に
は
、

し
か
る
べ
き
文
献
を
指
示
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
文
献
が
先
に
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
再
度
紹
介
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

論

も
あ
る
。
文
献
を
掲
げ
る
に
さ
い
し
て
は
、

ペ
ー
ジ
数
と
か
第

O
章
(
そ
れ
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く
い
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
四
章

四
の
ご
と
く
指
示
す
る
)
と
か
を
指
示
し
(
全
部
に
眼
を
通
さ
せ
た
い
場
合
に
は
、
全
一
冊
を
指
示
す
る
に
止
ま
る
こ
と
も
あ
る
。
)
、
そ

こ
に
は
ど
の
よ
う
な
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
て
お
く
の
が
親
切
で
あ
ろ
う
。
文
献
掲
載
の
順
序
を
設
問
の
順
序
と
一
致
さ
せ

る
ま
で
の
こ
と
は
あ
る
ま
い
(
筆
者
と
し
て
も
当
面
そ
こ
ま
で
は
し
て
い
な
い
)
。

第
十
二
と
し
て
、
授
業
回
数
、
時
間
の
制
約
に
つ
い
て
。
現
行
制
度
が
こ
の
ま
ま
変
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
「
法
学
」
の
授
業
回
数
は
、
年

間
二
八
四
位
(
正
規
に
は
三

O
回
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
行
事
、

祭
日
と
重
な
っ
た
り
し
て
、
実
際
上
は
二
八
回

行
な
え
れ
ば
上
々
で
あ
ろ
う
)
で
あ
る
し
、
一
回
の
時
聞
は
九

O
分
で
あ
る
。
回
数
、
時
間
の
面
か
ら
、
授
業
は
制
約
を
受
け
る
。
跡
扮
に

一
回
の
授
業
に
お

つ
い
て
い
え
ば
、
後
掲
の
「
表
」
で
は
あ
く
ま
で
も
判
例
を
用
い
て
授
業
を
す
る
方
針
を
堅
持
す
る
(
も
っ
と
も
、

い
て
数
件
扱
う
こ
と
も
あ
り
、
毎
回
一
件
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
二
八
回
の
回
数
を
確
保
し
え
な
い
年
も
あ
ろ
う
し
、
確
保
し
え
て

も
、
文
類
で
は
そ
の
回
数
を
は
み
出
す
)
こ
と
と
し
て
、

不
足
回
数
は
補
講
を
行
な
っ
て
で
も
う
め
あ
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
所
期
の
方

針
で
一
貢
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
補
講
の
時
期
と
し
て
は
、
夏
季
休
暇
の
初
め
の
一
週
間
、
冬
季
休
暇
(
年
末
)
の
一
日

i

一
一
目
、
春
季
休
椴
〈
二
月
末
|
三
月
中
)
の
初
め
の
一
週
聞
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
期
間
の
う
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
一
ー
ー
二
件
を
処
理
す

る
こ
と
を
心
が
け
れ
ば
十
分
で
あ
り
、

い
ず
れ
か
の
期
間
に
お
い
て
多
く
消
化
す
れ
ば
、
他
の
期
聞
を
使
用
す
る
必
要
も
な
く
な
る
で
あ

ろ
う
。
補
講
を
そ
も
そ
も
し
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
、
当
初
の
計
画
か
ら
判
例
の
件
数
を
減
ら
し
て
お
く
こ
と
も
、
未
だ
検
討
の
余
地
が

あ
る
。
こ
の
点
を
留
保
し
て
、
当
面
、
「
表
」
に
掲
げ
た
判
例
を
前
提
と
し
て
、

そ
の
消
化
に
つ
い
て
筆
者
は
右
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
「
表
」
に
掲
げ
た
判
例
は
い
ず
れ
も
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、

で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
す
べ
て
、
時
聞
を
十

• 
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分
に
か
け
て
、
消
化
す
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
構
想
」
か
ら
判
例
の
数
を
予
め
減
ら
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
で
、
そ
の
ま
ま
の
数
を
維
持
す
る
こ
と
と
し
て
、

そ
の
結
果
生

ず
る
補
講
の
必
要
を
み
た
そ
う
と
し
て
も
、
補
講
を
す
る
ま
で
の
時
聞
が
な
い
と
す
れ
ば
、
次
善
の
策
と
し
て
、
時
折
、
講
義
を
行
な
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
回
数
の
節
約
を
は
か
る
方
法
で
も
採
る
し
か
あ
る
ま
い
。
さ
し
当
っ
て
考
え
つ
く
の
は
、
〔
判
例
目
〕

l
〔
判
例
幻
〕
の
四

件
を
、
「
判
例
の
発
展
」
と
で
も
い
う
名
の
も
と
に
一
回
の
講
義
で
消
化
し
、
他
方
に
お
い
て
〔
判
例
話
〕

l
〔
判
例
4
〕
の
四
件
を
、
「
司
法

制
度
」
の
名
の
も
と
に
、
二
!
三
回
の
講
義
で
消
化
す
る
と
い
う
仕
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
次
善
策
を
講
ず
る
と
す
れ
ば
、
文
類
で
は

二
七
!
二
八
回
、

理
類
で
は
二
四

i
二
五
回
と
な
る
。
こ
れ
く
ら
い
の
回
数
な
ら
ば
、

一
年
間
で
消
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(2)(完〉

判
例
を
講
義
に
切
り
か
え
る
場
合
で
も
、

で
き
る
だ
け
判
例
を
(
せ
め
て
そ
の
具
体
的
な
事
実
関
係
を
〉
引
用
す
る
こ
と
が
、
授
業
の
平

板
に
流
れ
る
危
険
性
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
必
要
で
あ
ろ
う
o

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、

授
業
時
聞
か
ら
生
ず
る
制
約
も
無
視
し
え
な
い
。
設
問
の
数
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
(
「
第
九

b
.

一
O
個
で
あ
り
、
こ
の
数
は
九

O
分
の
授
業
で
消
化
す
る
こ
と
が
さ
ほ
ど
の
無
理
も
な
く
で
き
る
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
ー
し
た
が
っ
て

あ
ま
り
心
配
は
し
て
い
な
い
が
l
そ
れ
に
し
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

北海道大学教養部における「法学」の授業

各
判
例
に
つ
い
て
お
お
む
ね
五
!

一
回
の
授
業
で
、
設
聞
を
全
部
は
消
化
し
き
れ
な
い
こ
と
も
生

じ
る
で
あ
ろ
う
。
設
聞
の
配
列
順
序
は
問
題
処
理
能
力
を
養
う
趣
旨
に
も
と
づ
く
問
題
を
最
初
と
す
る
の
で
、
消
化
し
き
れ
な
い
で
残

る
の
は
、
そ
う
で
な
い
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
し
て
残
っ
た
問
題
を
い
か
に
処
遇
す
る
べ
き
か
。
問

題
に
よ
っ
て
は
全
く
省
略
す
る
に
止
め
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
も
の
も
あ
ろ
う
し
、
教
師
の
方
で
ぜ
ひ
と
も
と
り
あ
げ
た
い
問
題
と
考
え

る
も
の
で
あ
れ
ば
、
簡
単
な
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
援
業
に
お
い
て
問
題
を
と
り
あ
げ
る
順
序
を
く

り
あ
げ
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
と
か
、

工
夫
を
こ
ら
す
必
要
が
あ
る
。

第
十
三
と
し
て
、
試
験
に
つ
い
て
。
筆
者
に
よ
れ
ば
、
「
法
学
」
(
「
法
学
」
だ
け
に
限
る
と
は
い
え
な
い
が
〉
の
授
業
は
問
題
処
理
能
力
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説

の
養
成
を
も
っ
て
第
一
目
的
(
最
重
要
目
的
)
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
試
験
問
題
と
し
て
も
、
他
の
種
類
の
問
題
(
な
ん
ら
か
の
知
識

そ
の
も
の
の
記
憶
を
た
め
す
問
題
を
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
〉
を
さ
て
お
き
、
右
の
第
一
目
的
が
達
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
知
り
う
る

論

よ
う
な
問
題
が
選
択
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
(
他
の
種
類
の
問
題
は
、
不
要
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
て
い
る
)
。
そ
の
よ
う
な
問
題
と

し
て
は
ケ
l
ス
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
詳
細
に
事
実
関
係
を
記
し
、
当
事
者
の
主
張
も
記
し
、

い
ず
れ
を
勝
た
せ
る
べ
き
か
を

問
う
。
む
ろ
ん
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
結
論
を
採
用
す
る
の
か
、
そ
の
論
理
的
説
明
い
か
ん
も
問
題
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
判
決
文
ま
で
一
ボ

そ
れ
に
つ
い
て
の
批
評
を
書
か
せ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
解
答
上
に
専
門
の
法
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
が

あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
採
点
上
全
く
第
二
次
的
、
第
三
次
的
な
問
題
で
あ
る
(
直
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ

し
て
、

も
専
門
の
法
知
識
が
不
要
で
あ
る
よ
う
な
問
題
を
選
定
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
対
す
る
解
答

の
過
程
で
、
学
生
が
専
門
の
法
知
識
に
言
及
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
果
し
て
そ
の
専
門
の
法
知
識
が
正
確
か
、

理
解
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
採
点
上
、
重
視
し
な
い
)
。

対
象
が
法
学
部
学
生
一
で
は
な
い
〈
専
門
の
法
知
識
は
有
し
て
い
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
る
〉
の
で
あ
る
か
ら
(
初
学
者
)
、
事
実
・
主
張
を

示
し
て
出
題
す
る
、
さ
ら
に
は
、
判
決
文
(
主
文
・
理
由
)
を
も
示
し
て
出
題
す
る
、
と
い
っ
て
も
、
そ
の
選
択
に
は
慎
重
を
要
す
る
。
専

門
の
法
知
識
を
必
要
と
せ
ず
(
必
要
と
し
て
も
、
平
常
の
授
業
の
素
材
と
し
て
の
判
例
に
お
い
て
扱
わ
れ
た
も
の
ぐ
ら
い
に
限
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
う
で
な
い
と
、
試
験
時
聞
が
九

O
分
程
度
と
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
無
理
で
あ
る
)
、
自
分
な
り
の
思
考
力
・
表
現
力
を
活
用
す

る
こ
と
で
回
答
に
至
り
う
る
よ
う
な
問
題
で
あ
っ
て
、
か
っ
、
論
点
が
一
題
に
つ
き
三
|
四
点
ふ
く
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
問
題
が
適
当
で
あ

ろ
う
。
論
点
も
大
き
な
も
の
か
ら
比
較
的
細
か
い
も
の
ま
で
に
わ
た
っ
て
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
(
右
の
三
l
四
点
の
う
ち
に
こ
れ
ら
が

ふ
く
ま
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
)
(
学
生
の
実
力
の
差
を
区
別
す
る
の
に
は
そ
れ
が
適
当
で
あ
ろ
う
)
、
他
方
、
試
験
時
間
と
の
関
係
も
あ

る
か
ら
、
論
点
の
数
も
一
一
一
l
l
四
点
が
適
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
専
門
の
法
知
識
が
不
要
な
問
題
を
出
題
す
る
と
い
っ
て
も
、
限
界

4島
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が
あ
る
。
そ
こ
で
、
問
題
と
し
て
実
際
の
事
件
で
の
請
求
・
主
張
と
か
、
判
決
文
を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
を
単
純
化
す
る
と
か
、

そ
れ
ら
に
し
か
る
べ
き
コ
メ
ン
ト
を
付
加
す
る
と
か
し
て
、

つ
ま
り
問
題
の
基
礎
材
料
に
し
か
る
べ
き
加
工
を
施
し
て
、
出
題
を
す
る
必

要
が
生
ず
る
場
合
が
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

略

試
験
時
間
九

O
分
を
前
提
と
す
れ
ば
、

場
持
ち
込
み
は
許
可
す
る
。
か
よ
う
な
資
料
駆
使
の
能
力
を
養
う
こ
と
も
、
教
育
目
的
の
内
容
を
な
す
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、

さ
に
そ
の
活
用
の
場
を
与
え
る
こ
と
が
目
的
に
か
な
う
で
あ
ろ
同
七
〉

一
ー
ー
ニ
題
に
答
を
求
め
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
六
法
全
書
、
法
令
用
語
辞
典
、

ノ
ー
ト
の
試
験

(2)(完〉

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
論
点
を
ふ
く
む
問
題
を
出
題
す
る
か
は
、
場
合
ご
と
に
出
題
す
る
筆
者
の
決
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
い
う
ま

で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
法
に
反
す
る
行
為
に
対
処
す
る
仕
方
を
考
え
さ
せ
る
と
と
も
に
、
法
意
識
、
法
と
道
徳
と
の
交
渉
と
い
う
問
題

た
と
え
ば
統
制
法
規
違
反
事
件
(
不
法
原
因
給
付
返
還
請
求
)
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
出

に
ま
で
及
ぼ
そ
う
と
す
れ
ば
、

北海道大学教養部における「法学」の援業

題
ケ
l
ス
は
、
実
際
の
ケ
l
ス
(
判
例
)
に
加
工
を
施
し
て
(
あ
る
い
は
加
工
を
施
さ
な
い
で
)
作
成
す
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採
用
す
れ

ば
、
作
成
作
業
が
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
反
面
、
平
常
か
ら
の
準
備
を
要
す
る
こ
と
で
は
あ
る
(
前
述
第
四
制
参
照
)
。

以
上
は
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
(
九

O
分
以
内
に
答
案
を
ま
と
め
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
を
前
提
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

試
験
方
法
と
し
て
は
、
か
な
り
の
期
聞
を
与
え
た
う
え
で
の
レ
ポ
ー
ト
提
出
と
い
う
方
法
も
あ
り
う
る
。
レ
ポ
ー
ト
提
出
の
場
合
に
は
、

ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
の
場
合
よ
り
も
難
し
い
問
題
を
出
題
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
も
、

た
ん
に
参
考
書
の
ひ
き
写
し
に
終
り
か
ね

な
い
と
こ
ろ
の
、
つ
:
:
・
に
つ
い
て
説
明
せ
よ
」
式
で
は
な
く
、
論
点
の
多
岐
に
わ
た
る
ケ

i
ス
式
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
式
で
あ
れ
、

レ
ポ
ー
ト
式
で
あ
れ
(
ほ
か
に
こ
れ
ら
と
別
に
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
に
リ
ン
ク
さ
れ
て
、

口
述
テ
ス

ト
と
い
う
方
法
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
を
実
施
し
て
い
る
だ
け
の
時
聞
が
と
う
て
い
な
い
と
思
う
の
で
、

い
か
に
「
構
想
」
と
し
て
も
そ
こ
ま

で
は
予
定
し
な
い
こ
と
と
し
た
て
年
に
二
回
は
実
施
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
の
一
回
の
テ
ス
ト
結
果
は
、
教
師
に
授
業
内
容
・
そ ま
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説

の
進
め
方
に
つ
い
て
再
考
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
、
学
生
に
対
し
て
適
切
な
指
導
を
与
え
る
必
要
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
い
か
ん
を
次
の
一
回
の
テ
ス
ト
に
お
い
て
調
べ
る
わ
け
で
あ
る
。

論

答
申
朱
は
一
人
一
人
に
返
却
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
に
は
、
点
数
の
み
で
は
な
く
て
、

せ
め
て
、
減
点
さ
れ
た
ポ
イ
ン
ト
は
ど
こ
か

を
も
明
示
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
優
秀
答
案
を
公
示
し
て
、
そ
れ
と
各
自
の
答
案
と
を
比
較
さ
せ
て
、
自
己
の
減
点
理
由
を
自
ら
知
ら

し
め
る
の
も
一
策
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
右
に
述
べ
た
い
わ
ば
ア
フ
タ
ー
・
ケ
ア
も
、
テ
ス
ト
後
、
教
師
が
テ
ス
ト
の
模
範
解
答
を
行
な

ぃ
、
か
っ
、
答
案
全
体
を
通
覧
し
て
の
講
評
を
付
加
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
必
要
度
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
。

は
た
ま
た
、
右
に
述
べ
た
事
後
措
置
(
模
範
解
答
|
講
評
も
ふ
く
め
て
)
に
せ
よ
、
必
ず

教
師
自
ら
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
べ
き
補
助
者
が
あ
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
仕
事
を
一
部
あ
る
い
は
一
切
、
そ

れ
に
委
ね
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
研
究
助
手
、
研
究
補
助
助
手
、
大
学
院
学
生
の
三
者
が
、
右
に
い
う
し
か
る
べ
き
補
助
者
(
「
教
育
補

試
験
問
題
の
出
題
に
せ
よ
、
採
点
に
せ
よ
、

能
力
の
点
も
問
題
で
は
あ
る
が
(
と
い
う
の
は
、
カ
パ

1

領
域
が
個
別
専
門
科
目
だ
け
に
限
ら
れ
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
「
法
学
」
の
よ
う
に
特
定
の
個
別
専
門
科
目
の
み
に
限
ら
れ
な
い
場
合
に

は
、
そ
れ
だ
け
対
処
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
て
そ
れ
を
度
外
視
し
て
も
、
職
務
範
囲
、
報
酬
等
の
問
題
が
あ
り
、
「
大
学
改
革
」
に
も
か
か

助
者
」
叶
巾

R
Y宮
市
川
〉

g
E
S
H
)
の
候
補
者
と
し
て
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

わ
っ
て
お
り
、
早
急
に
は
解
決
し
え
な
い
。
す
く
な
く
と
も
当
分
は
、
教
師
自
ら
仕
事
に
当
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
カミ

し
、
将
来
は
、
助
手
(
両
助
手
と
も
か
、
一
い
ず
れ
か
一
方
か
は
、

し
ば
ら
く
お
き
〉
の
年
限
を
一
l
l
二
年
延
長
し
て
で
も
、
「
法
学
」
を
あ

'
と
ま
わ
し
に
し
て
個
別
専
門
科
目
か
ら
で
も
、
上
記
の
よ
う
な
仕
事
に
従
事
す
る
制
度
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。
大
学
院
学
生
の
う
ち
の

希
望
者
に
も
|
一
種
の
ア
ル
バ
イ
タ
!
と
し
て
報
酬
付
き
で

l
右
の
よ
う
な
仕
事
(
こ
れ
も
さ
し
当
つ
て
は
個
別
専
門
科
目
か
ら
な
ら
ば

出
発
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
)
に
従
事
さ
せ
て
も
よ
い
。
教
師
が
教
育
の
ほ
か
に
も
重
要
な
仕
事
を
か
か
え
て
い
る
以
上
、
教
育
面
に
お
い

て
右
の
程
度
の
仕
事
を
補
助
す
る
者
が
い
な
く
て
は
、
教
育
外
の
重
要
な
仕
事
を
遂
行
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
ま
い
。
否
、

そ
れ
ど

4 
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こ
ろ
で
は
な
い
。
教
材
を
作
成
・
編
集
し
)
ま
た
、
逐
次
改
訂
を
加
え
る
と
い
う
日
々
の
教
育
活
動
に
当
て
る
時
間
さ
え
も
、
吸
い
取
ら

れ
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
教
育
補
助
者
の
問
題
は
「
法
学
」
の
援
業
だ
け
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
を
借
用
し
て
述

べ
て
お
く
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
筆
者
の
「
法
学
」
の
援
業
の
「
構
想
」
は
、

ほ
ぽ
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
め
く
く
り
と
し
て
、
次

の
三
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

(2)(完〉

第
一
に
、
上
述
し
た
「
構
想
」
は
、
あ
く
ま
で
中
間
報
告
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
の
体
験
を
ふ
ま
え
て
、
修
正

を
加
え
ら
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
あ
れ
も
ぬ
け
て
い
る
。
こ
れ
も
ぬ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
も
っ
と
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
お

と
い
っ
た
反
省
、
指
摘
が
い
く
ら
も
な
さ
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
と
り
あ
げ
る
項
目
に
の
み
限

く
べ
き
だ
、

北海道大学教養部における「法学」の援業

っ
て
み
て
も
、
自
己
の
専
門
領
域
外
の
問
題
に
つ
い
て
、
適
切
な
項
目
、
判
例
を
選
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、

選
定
に
つ
い
て
欠

点
を
多
く
残
す
こ
と
も
や
む
を
え
な
い
と
も
い
え
る
。
き
れ
ば
と
い
っ
て
、
自
己
の
専
門
領
域
の
み
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
私
見
に
よ

れ
ば
、
「
法
学
」
の
授
業
の
場
合
に
は
許
さ
れ
な
い
(
四
第
二
現
在
に
つ
い
て
同
参
照
)
。
努
力
は
続
け
な
く
て
は
な
ら
ね
。
本
稿
は
、
「
法

学
」
の
教
師
と
し
て
の
立
場
に
立
っ
た
筆
者
が
、

一
応
自
己
の
授
業
の
「
構
想
」
を
ま
と
め
て
今
後
の
前
進
へ
の
一
歩
と
し
た
い
と
の
希

望
に
も
と
づ
い
て
、
執
筆
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
問
題
を
多
く
他
日
に
残
し
て
い
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
前
提
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

筆
者
と
し
て
は
、

か
か
る
不
十
分
な
「
構
想
」
の
発
表
を
機
縁
と
し
て
、
「
法
学
」
の
授
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
根
本
方
針
と
か
、
実
状

に
つ
い
て
で
も
、
そ
の
他
関
連
あ
る
こ
と
が
ら
一
切
に
つ
い
て
、
大
方
の
御
教
一
ボ
を
く
れ
ぐ
れ
も
乞
い
た
い
と
考
え
る
。

第
二
に
、

田
中
英
夫
編
著
・
実
定
法
学
入
門
(
こ
の
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
紹
介
し
な
い
。

一
読
さ
れ
て
い
る
も
の
と
前
提
し
て
以
下

述
べ
る
)
に
つ
い
て
一
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
は
、

「
全
く
の
中
間
報
告
」
と
題
し
て
い
る
く
ら
い
準
備
不
足
な
の
で
あ
る
か
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説

ら
、
右
の
警
の
ご
と
き
周
到
な
書
を
批
判
す
る
こ
と
な
ど
は
と
う
て
い
で
き
ず
、
以
下
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
筆
者
が
右
の
書
-V-
む
し
ろ
手

本
と
し
て
生
か
す
(
生
か
そ
う
と
し
た
と
い
っ
た
方
が
よ
い
の
で
あ
る
が
)
に
当
っ
て
留
意
し
た
点
と
で
も
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
と

論

も
か
く
、
右
の
書
は
筆
者
の
「
構
想
」
に
最
も
近
い
と
い
っ
て
お
そ
ら
く
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
方
式

l
判
例
を
素
材
と
し

て
設
問
を
付
し
て
授
業
を
進
め
て
行
く

i
に
お
い
て
し
か
り
と
い
え
る
(
右
の
書
は
、
民
事
判
例
を
主
体
と
し
て
、
こ
れ
に
付
す
る
に
刑

事
、
安
保
条
約
、
公
安
条
例
の
事
件
を
配
し
て
い
る
。
こ
の
点
も
筆
者
の
「
構
想
」
に
お
い
て
民
事
判
例
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
点
と
似

て
お
り
、
刑
事
、
安
保
条
約
、
公
安
条
例
の
事
件
も
学
生
の
関
心
を
ひ
き
そ
う
な
も
の
と
し
て
賛
成
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
長

短
の
配
合
も
巧
み
で
あ
る
。
欲
を
い
え
ば
、
行
政
事
件
と
し
て
適
切
な
も
の
を
一
件
ぐ
ら
い
い
れ
て
欲
し
か
っ
た
。
ま
た
、
民
事
判
例
に

し
て
も

l
今
後
の
改
訂
時
に
は
ぜ
ひ
|
近
時
に
お
い
て
頻
発
し
て
い
る
交
通
事
故
の
判
例
と
か
、
公
害
の
判
例
を
加
え
て
欲
し
い
も
の
で

あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
論
ず
る
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
が
、

四
第
二
・
現
在
に
つ
い
て
判
、

四
第
八
参
照
)
。
し
か
し
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
教
養
課
程
の
科
目
と
し
て
他
に
ど
の
よ
う
な
科
目
(
と
り
わ
け
社
会
科
学
と
し
て
)
が
設
け
ら
れ
て
い
る
か
、

そ
れ
を
さ
て

お
く
と
し
て
も
、
対
象
学
生
が
法
学
部
進
学
者
(
せ
い
ぜ
い
加
え
て
経
済
学
部
進
学
者
)
の
み
か
ら
な
る
の
か
理
科
系
も
ふ
く
め
た
非
法

学
部
進
学
者
(
た
と
え
ば
教
育
学
部
進
学
者
)
を
も
ふ
く
む
の
か
、
法
学
部
進
学
者
の
み
を
対
象
と
す
る
に
し
て
も
、
半
年
間
ぐ
ら
い

の
時
間
を
か
け
て
「
法
学
」
の
援
業
を
う
け
て
き
て
い
る
(
そ
こ
で
た
と
え
ば
法
理
学
的
な
側
面
に
つ
い
て
聴
講
済
)
の

h
L
そ
の
よ
う

な
こ
と
も
な
く
、
文
字
ど
お
り
は
じ
め
て
「
法
学
」
の
授
業
を
う
け
る
者
な
の
か
、

か
よ
う
な
点
に
お
け
る
彼
我
の
相
違
、

い
わ
ば
教
師

の
(
ま
た
学
生
の
)
お
か
れ
た
環
境
の
差
異
が
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
書
を
そ
の
ま
ま
ひ
き
う
っ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
北
海
道
大
学

教
養
部
に
お
け
る
「
法
学
」
の
援
業
の
ご
と
く
、

は
じ
め
て
「
法
学
」
の
授
業
を
う
け
る
学
生
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
(
そ
し
て
ま
た
、
筆

者
の
よ
う
に
単
独
で
担
当
す
る
と
す
れ
ば
て
法
理
学
的
側
面
に
も
ふ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
は
じ
め
て
「
法
学
」
の
援
業
を
う
け
る

者
し
か
も
そ
の
う
ち
に
非
法
学
部
進
学
者
を
も
ふ
く
む
ハ
そ
の
結
果
、
実
定
法
の
面
倒
な
学
習
も
や
む
な
し
と
決
意
し
て
い
る
者
の
「
法
学
」

4 
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選
択
者
中
に
占
め
る
比
率
は
法
学
部
進
学
者
の
み
を
対
象
と
す
る
場
合
に
比
べ
て
は
る
か
に
小
さ
く
な
る
で
あ
ろ
う
〉
の
で
あ
れ
ば
、
判

例
を
も
ち
出
す
に
し
て
も
、

い
き
な
り
最
高
裁
判
例
を
し
か
も
生
の
形
の
ま
ま
も
ち
出
す
の
は
学
生
の
学
習
意
欲
を
大
き
く
減
殺
す
る
の

で
は
な
い
か
と
危
ぶ
ま
れ
る
。
や
は
り
地
裁
判
例
か
ら
〈
も
ち
ろ
ん
事
案
の
選
択
も
問
題
で
あ
る
〉
出
発
す
る
(
そ
れ
も
判
例
を
認
定
事

実
・
主
張
・
判
決
と
い
う
よ
う
に
整
理
し
て
与
え
る
〉
べ
き
で
あ
ろ
う
。
非
法
学
部
進
学
者
も
対
象
と
す
る
こ
と
か
ら
、
判
例
集
の
記
載

事
項
の
う
ち
の
あ
ま
り
に
細
部
に
わ
た
る
も
の
|
事
件
番
号
お
よ
び
そ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
の
ご
と
し
i
は
と
り
あ
げ
る
必
要
が
な
い
。

そ
の
ほ
か
、
次
の
点
も
断
わ
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

(2)(完〉

そ
の
一
は
、
筆
者
が
判
例
を
中
心
素
材
と
し
て
一
貫
し
、
し
か
も
判
例
の
数
を
多
く
し
た
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
の
「
構
想
」
で
は
、
途

中
か
ら
解
説
プ
ラ
ス
設
問
に
切
り
か
え
る
こ
と
な
く
、
一
貫
し
て
判
例
を
中
心
素
材
と
し
て
い
る
。
「
構
想
」
と
し
て
は
l
先
述
の
よ
う
に

援
業
時
間
・
回
数
の
制
約
か
ら
次
善
の
策
と
し
て
講
義
に
切
り
か
え
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
が
そ
れ
は
別
と
し
て
|
判
例
中
心
の
方
針
を

北海道大学教養部における「法学」の援業

一
貫
し
て
み
よ
う
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
司
法
制
度
の
問
題
に
し
て
も
、
司
法
過
程
の
問
題
(
右
の
書
で
は
司
法
過
程
の
問
題
は
扱
わ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
み
う
け
る
。
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
べ
き
か
否
か
、
と
り
あ
げ
る
べ
き
だ
と
し
て
そ
の
仕
方
い
か
ん
も
一
個
の
問
題

で
あ
ろ
う
)
に
し
て
も
、
判
例
を
供
与
し
て
そ
れ
に
設
聞
を
付
し
て
議
論
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
わ
け
で
あ
る
。
筆
者
の
「
構
想
」
の
よ
う

に
判
例
中
心
主
義
で
貫
く
の
が
適
当
(
必
要
)
か
、
そ
れ
と
も
、
章
別
テ
l
マ
に
よ
っ
て
は
、
解
説
プ
ラ
ス
設
問
方
式
(
右
の
書
は
か
か

る
方
式
を
採
っ
て
い
る
)
が
適
当
(
必
要
)
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、

い
ず
れ
か
一
方
に
軍
配
を
挙
げ
う
る
だ
け
の
確
信
は
な
い
。
判
例
中

心
主
義
で
一
貫
す
る
こ
と
を
試
み
て
み
る
価
値
も
あ
ろ
う
(
解
説
に
つ
い
て
は
右
の
書
な
ど
に
委
ね
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
か
ら
筆
者
な
ど

が
く
り
返
す
必
要
も
な
い
と
も
い
え
る
)
。
判
例
中
心
主
義
で
一
貫
す
る
と
な
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
判
例
の
数
も
増
加
す
る
。
判
例
を
素
材

に
し
て
、
初
学
者
に
つ
い
て
問
題
処
理
能
力
を
養
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
判
例
に
接
触
さ
せ
考
え

さ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
判
例
と
い
う
も
の
に
は
じ
め
て
接
す
る
初
学
者
に
し
て
み
れ
ば
、
判
例
に
慣
れ
親
し
む
に
至
る
だ
け
に
つ
い
て
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説

も
か
な
り
の
件
数
の
判
例
に
接
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
う
え
、
判
例
を
素
材
と
し
て
、
問
題
へ
の
切
り
こ
み
方
を
体
得
さ
せ
る
に
は
、

さ
ら
に
多
く
の
件
数
の
判
例
に
ふ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
筆
者
の
「
構
想
」
の
四
一
件
と
い
う
数
字
は
な
ん
ら
絶
対
的
な
意
味
を
も
た
な
い

論

け
れ
ど
も
、
右
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
決
し
て
多
す
ぎ
る
数
字
で
は
な
い
と
考
え
る
。

そ
の
こ
は
、
設
問
の
数
と
種
類
に
つ
い
て
で
あ
る
。
設
問
の
数
は
総
計
約
三

O
Oに
達
す
る
。

一
年
間
に
こ
の
程
度
の
数
の
設
問
を
供

与
し
て
き
た
え
な
け
れ
ば
、
問
題
処
理
能
力
を
養
成
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
設
聞
の
種
類
に
つ
い
て
い
え
ば
!

学
生
が
要
求
さ
れ
る
作
業
の
性
質
を
基
準
と
し
て
分
け
れ
ば
|
次
の
よ
う
に
い
え
る
(
注
(
ロ
ノ
一
〉
を
参
照
)
。
各
判
例
ご
と
に
、
当
の
事

件
に
即
し
た
設
問
(
問
題
処
理
能
力
を
問
う
問
題
)
を
配
置
す
る
よ
う
心
が
け
た
(
問
題
数
が
増
加
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
の
種
の
問

題
も
一
因
を
な
し
て
い
る
〉
。
つ
ま
り
、
結
論
の
当
否
い
か
に
、
結
論
形
成
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
事
情
は
ど
の
よ
う
な
事
情
だ

ろ
う
か
、
事
実
関
係
が
か
く
か
く
の
よ
う
に
変
っ
た
ら
結
論
は
変
る
べ
き
か
、
変
る
と
し
て
ど
う
変
る
べ
き
か
、
こ
の
判
例
と
先
に
と
り

あ
げ
た
判
例
と
を
比
較
し
て
、
事
実
、
争
点
、
判
決

ρ
各
面
で
の
異
同
を
明
ら
か
に
せ
よ
等
の
設
聞
を
、
各
判
例
ご
と
に
配
置
し
た
(
右
の

書
の
設
問
と
し
て
、
も
う
す
こ
し
、
こ
の
種
の
設
聞
が
お
か
れ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
)
。

の
事
件
に
即
し
て
具
体
的
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
「
既
存
の
知
識
の
暗
記
・
そ
の
吐
き
出
し
方
」
の
訓
練
で
は
な
く
て
、
学
生
に
、

こ
の
ね
ら
い
は
、

あ
た
う
限
り
、

当
の
事
件
そ
の
も
の
の
具
体
性
を
考
慮
に
い
れ
て
、
自
分
な
り
に
判
断
さ
せ
る
訓
練
を
積
ま
せ
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
ご
と

き
種
類
の
設
問
の
ほ
か
に
、
参
考
文
献
を
収
集
・
整
理
す
る
(
も
と
よ
り
検
討
も
加
え
て
)
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
答
に
達
し
う
る
設
問
も

あ
る
。
か
よ
う
な
設
問
も
、
自
分
で
文
献
を
収
集
・
整
理
し
、
自
分
な
り
の
解
答
に
達
す
る
訓
練
を
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
主
た
、

問
題
処
理
能
力
の
養
成
に
資
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
種
類
の
設
問
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
筆
者
は
、
当
の
事
件
に
即
し

た
設
聞
の
方
を
重
視
す
る
。
と
い
う
の
は
、
当
の
事
件
に
即
し
て
具
体
的
に
考
え
る
訓
練
材
料
と
し
て
は
こ
れ
が
最
適
で
あ
る
し
、
ま
た
、

参
考
文
献
を
参
照
し
て
考
え
る
に
先
立
っ
て
、

ま
ず
、
自
己
の
持
ち
あ
わ
せ
の
知
識
・
思
考
力
を
総
動
員
し
て
、

て
品
川
の
解
答
を
ま
と
め

‘ 
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る
訓
練
(
は
じ
め
か
ら
参
考
文
献
を
漫
然
参
照
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
せ
ず
、

一
応
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
分
な
り
の
判
断
を
ま
ず

ま
と
め
て
み
る
訓
練
)
を
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
種
の
設
聞
は
最
適
だ
か
ら
で
あ
る
。
参
考
文
献
を
収
集
・
整
理
し
て
解
答
に
達
す
る

訓
練
も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
さ
い
参
考
文
献
を
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
有
し
て
読
む
か
が
問
題
で
あ
り
、
そ
し

て
、
問
題
意
識
を
抱
く
に
至
る
に
は
、

ま
ず
も
っ
て
自
分
で
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
も
っ
て
自
分
で
問
題
を
考

え
さ
せ
る
訓
練
に
適
し
た
設
問
の
方
を
、
参
考
文
献
を
収
集
・
整
理
し
て
解
答
に
達
す
る
設
問
よ
り
も
!
と
い
っ
て
も
、
格
段
の
ウ
ェ
イ

ト
の
差
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
|
重
視
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

第
三
に
、
筆
者
の
「
構
想
」
の
よ
う
に
判
例
を
提
出
し
て
考
え
さ
せ
て
い
く
と
い
う
や
り
方
を
採
る
こ
と
は
、
学
生
に
と
っ
て
む
づ
か

(2)(完〉

し
す
ぎ
て
、
学
生
が
学
習
意
欲
を
失
な
い
、
授
業
に
つ
い
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
危
倶
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
か
よ
う
な
危

倶
は
全
く
問
題
に
な
ら
ぬ
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
の
「
構
想
」
を
、
そ
の
ま
ま
実
行
に
移
し
た
経
験
が
な
い
の
で
、
決
定

的
な
こ
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
筆
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
楽
観
的
で
あ
る
。
な
ぜ
む
づ
か
し
す
ぎ
る
と
い
う
の
か
。

北海道大学教養部における「法学」の援業

教
師
が
教
え
な
い
よ
う
に
立
回
っ
て
、
学
生
聞
の
議
論
で
援
業
を
進
め
て
い
く
方
式
に
対
象
学
生
が
慣
れ
て
い
な
い
た
め
と
ま
ど
う
か

ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
ま
も
な
く
慣
れ
る
で
あ
ろ
う
。

援
業
の
方
式
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
学
生
が
自
ら
考
え
、
見
解
を
ま
と
め
、
表
現
す
る
こ
と
が
む
づ
か
し
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
ろ
う

か
。
た
し
か
に
、

そ
れ
は
む
づ
か
し
す
ぎ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
久
し
く
慣
れ
て
き
た
受
験
つ
め
こ
み
勉
強
の
ご
と
く
、
暗
記
・
そ
の
吐
き
出

し
で
こ
と
は
終
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
分
で
考
え
て
、
見
解
を
ま
と
め
、
表
現
す
る
と
い
う
学
習
は
、
暗
記
(
と
い
っ
て
も
、

文
字
ど
お
り
の
暗
記
と
は
限
ら
ず
、

所
与
の
知
識
を
一
応
理
解
し
て
覚
え
こ
む
こ
と
も
ふ
く
む
)
・
吐
き
出
し
と
い
う
受
身
的
な
学
習
態

度
か
ら
の
転
換
、
姿
勢
の
た
て
直
し
を
要
請
す
る
。
自
分
で
考
え
て
、
そ
れ
を
ま
と
め
、
論
理
的
に
表
現
す
る
、

そ
の
う
え
、
他
人
と
議

論
ま
で
も
行
な
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
自
分
の
見
解
を
屈
め
て
か
か
ら
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
教
師
、
が
教
室
で
教
え
な
い
と
い
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説

う
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
を
頼
り
と
し
て
、
自
分
な
り
の
努
力
を
払
っ
て
進
む
よ
り
ほ
か
に
仕
方
が
な
い
。
学
習
態
度
の
か
よ
う
な
転
換
を

は
か
る
こ
と
は
、

一
年
生
に
は
苦
し
い
こ
と
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、

そ
れ
こ
そ
、
大
学
へ
入
学
し
た
こ
と
を
彼
ら
に
知
ら
し
め
る
方
法

5命

一
般
教
育
科
目
の
授
業
の
内
容
は
高
校
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
な
ど
と
、
と
も
す
れ
ば
不
満
を
述
べ

る
彼
ら
を
処
遇
す
る
最
上
の
道
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
処
遇
を
受
け
た
場
合
、
彼
ら
は
学
習
意
欲
を
喪
失
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
後

述
(
六
)
す
る
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
体
験

l
乏
し
い
こ
と
は
自
認
す
る
が
ー
か
ら
推
し
て
も
、
学
生
の
学
習
意
欲
を
喪
失
せ
し
め
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
危
倶
は
現
実
味
が
う
す
い
で
あ
ろ
う
。
章
別
テ
l
て
判
例
の
選
択
、
そ
の
配
列
、
設
聞
の
選
定
、
と
い
う
よ
う
な
点
に

工
夫
を
こ
ら
す
必
要
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
む
づ
か
し
す
ぎ
る
、

と
し
て
最
上
の
方
法
な
の
で
あ
る
。

つ
い
て
、

つ
い
て
く
る
ま
い
な
ど
と
教
師
の
方
で
勝
手
に
き

め
つ
け
て
、
従
前
の
「
法
学
」
教
科
書
の
よ
う
な
内
容
(
筆
者
が
四
に
お
い
て
不
満
を
並
べ
た
よ
う
な
)
を
、

一
方
的
に
語
っ
て
終
る
と

い
う
や
り
方
の
方
が
、

一
見
学
生
に
と
っ
て
と
り
っ
き
易
い
け
れ
ど
も
、
実
は
法
・
裁
判
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
え
ず
つ
ニ
第

む
づ
か
し
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
、
有
害
で
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。

む
づ
か
し
す
ぎ
る
と
い
う
の
は
、
筆
者
の
と
り
あ
げ
る
章
別
テ

i
マ
と
か
設
問
の
内
容
と
か
が
そ
う
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
四
第
十
参
照
)
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
、

筆
者
の
と
り
あ
げ
る
章
別
テ

i
マ
に
せ
よ
、
設
問
に
せ
よ
決
し
て
む
づ
か
し
い
も
の
と
は
思
え
な
い
。
筆
者
の
と
り
あ
げ
て
い
る
よ
う
な

問
題
は
、
既
存
の
「
法
学
」
教
科
書
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
既
存
の
「
法
学
」
教
科
書
の
う
ち
に
は
、
個
別
実

定
法
領
域
に
つ
い
て
の
か
な
り
専
門
的
な
解
説
を
主
目
的
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
教
科
書
と
比
較
す
れ
ば
、
筆
者
の
と

り
あ
げ
る
問
題
は
平
易
な
問
題
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
も
っ
て
、
「
構
想
」
の
概
略
を
説
明
し
た
。
筆
者
は
、
こ
の
「
構
想
」
の
実
行
を
試
み
、
不
足
を
補
い
、
す
く
な
く
と
も
自
己
に

と
っ
て
よ
り
満
足
い
く
も
の
に
し
た
い
と
考
え
る
。

‘ 
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(
1
)

「
意
識
し
て
減
ら
し
て
あ
る
」
と
は
い
う
も
の
の
、
減
ら
す
基
準
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
し
当

つ
て
は
、
憲
法
の
授
業
(
講
義
)
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
実
際
上
は
圧
倒
的
多
数
の
学
生
(
文
・
理
類
を
問
わ
ず
)
が
、
聴
講
し
て
い
る
こ

と
で
も
あ
る
か
ら
、
「
法
学
」
の
授
業
で
は
、
憲
法
に
関
す
る
項
目
の
取
捨
選
択
に
、
と
り
わ
け
項
目
を
排
除
す
る
こ
と
に
、
神
経
質
に
な
ら
な
く
と
も

よ
い
と
考
え
る
。
ど
の
項
目
を
排
除
す
る
に
し
て
も
、
い
ず
れ
は
憲
法
の
授
業
に
お
い
て
ふ
れ
ら
れ
る
(
し
か
も
、
そ
れ
を
大
多
数
の
学
生
は
聴
講
し

て
き
で
い
る
)
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
担
当
の
教
授
(
深
瀬
教
授
)
の
談
に
よ
れ
ば
、
「
基
本
的
人
権
」
に
主
力
、
が
注
が
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
他

の
項
目
に
も
一
応
ふ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
担
当
者
と
の
こ
の
程
度
の
接
触
で
は
、
連
絡
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
と
う
て
い
い
え
な

い
。
今
後
、
憲
法
担
当
者
と
連
絡
を
と
り
、
そ
の
授
業
内
容
方
式
に
つ
い
て
く
わ
し
い
情
報
を
え
て
、
筆
者
の
例
で
も
「
法
学
」
の
授
業
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
2
)

そ
れ
に
し
て
も
、
筆
者
じ
し
ん
と
し
て
は
、
法
の
歴
史
、
立
法
過
程
、
行
政
庁
に
よ
る
法
解
釈
の
有
す
る
重
要
性
、
政
治
、
経
済
と
法
と
の
交
渉
と

い
っ
た
項
目
を
と
り
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
項
目
は
、
筆
者
の
「
構
想
」
に
お
い
て
は
(
ま
た
、
築
事
の
こ
れ
ま
で
の

授
業
に
お
い
て
も
)
、
す
く
な
く
と
も
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
筆
者
ば
文
字
ど
お
り
の
素

人
で
し
か
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
項
目
を
と
り
あ
げ
、
教
材
と
し
て
編
集
す
る
に
は
、
今
後
、
多
く
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
け

て
も
|
そ
し
て
こ
れ
は
専
門
課
程
(
ロ
ウ
・
ス
ク
ー
ル
)
に
お
け
る
教
材
だ
と
の
由
で
あ
る
が
|
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
立
法
学
」
な
る
教
材
の
カ

バ
ー
し
て
い
る
法
領
域
に
せ
よ
、
項
目
に
せ
よ
、
そ
の
範
囲
の
広
さ
、
素
材
の
豊
富
、
具
体
的
な
こ
と
に
、
感
心
せ
ざ
る
を
え
な
い
(
田
中
日
谷
川
・

、，ノ、，ノ

E
F
m同
ω
乙
4
2
2
%
|
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
立
法
学
の
一
つ
の
か
た
ち
|
一
二
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
五
号
、
二
二
七
号
参
照
)
。
右
「
立
法
学
」
は
、
専
門

〆t
、〆t
、

課
程
で
の
教
科
で
あ
る
と
は
い
え
、
法
学
部
学
生
用
の
法
学
入
門
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
(
し
か
し
、
そ
の
程
度
は
き
わ
め
て
高
い
)
、
「
法
学
」

の
授
業
に
た
ず
さ
わ
る
者
と
し
て
は
、
大
い
応
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
見
出
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

(
3
)

判
例
を
素
材
と
し
て
、
そ
れ
を
い
わ
波
中
心
に
す
え
て
、
問
題
点
を
議
論
す
る
と
い
う
方
式
を
採
る
結
果
、
近
代
私
法
の
原
則
と
し
て
し
ば
し
ば
ま

と
め
て
説
明
さ
れ
る
項
目
(
契
約
自
由
の
原
則
紘
一
す
〉
が
ま
と
め
て
説
明
さ
れ
な
い
で
、
関
係
判
例
ご
と
に
、
そ
の
つ
ど
、
と
り
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
と

り
扱
い
上
の
差
異
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
と
り
扱
い
上
の
差
異
で
あ
っ
て
、
と
り
あ
げ
る
項
目
の
範
囲
に
は
、
市
販
の
教
科

書
と
大
差
は
な
い
と
考
え
る
。

(
3
ノ
一
)
判
例
(
そ
の
ほ
か
、
文
献
)
を
提
示
し
て
そ
れ
に
設
聞
を
付
加
す
併
や
り
方
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
、
伊
藤
H
加
藤
・
教
材
法
学
入
門

(
そ
の
は
し
、
が
き
で
、
。
自
由
よ
り
も

HNE仏
宮
町
ω
に
重
点
、
が
あ
る
と
す
る
〉
、
田
中
・
実
定
法
学
入
門
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
お
り
、
別
段
新
し
い
こ
と
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説論

で
は
な
く
、
筆
者
も
そ
の
方
向
を
筆
者
な
り
に
追
っ
ず
い
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
筆
者
は
、
右
二
蒼
と
異
な
り
、
終
始
判
例
の
み
を
素
材
と
し
(
文
献
も
そ

-

の
名
を
指
示
す
る
に
止
め
る
の
を
原
則
と
す
る
〉
、
解
説
も
ほ
と
ん
ど
施
す
こ
と
な
く
、
学
生
に
ぶ
っ
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

判
例
(
そ
の
ほ
か
文
献
)
を
提
示
し
て
そ
れ
に
設
聞
を
付
加
す
る
や
り
方
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
お
け
る
法
学
入
門
の
コ

l
ス
に

お
い
て
は
、
か
な
り
普
及
し
て
い
る
現
象
ら
し
い
。
こ
れ
が
ロ
ウ
・
ス
ク
ー
ル
学
生
に
対
す
る
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ

と
も
そ
れ
以
外
の
学
生
に
対
す
る
法
学
入
門
な
の
か
、
こ
の
点
、
筆
者
に
は
確
言
し
か
ね
る
。
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
筆
者
の
手
近
に
あ
る
テ
ク

ス
ト
ブ
ッ
ク
(
五
十
嵐
教
授
か
ら
拝
借
し
た
も
の
で
、
こ
こ
に
謝
意
を
表
す
る
)
と
し
て
は
、
出
0
3
H
L
hロ
g
g
g
-
ピ
F
E
S
E
R
Pロ
ユ

D
5・

gふ
t
g宮
司
一
回
目
印
・
が
あ
る
。
こ
の
書
は
、
企
体
と
し
て
五
章
(
四
六
六
頁
〉
か
ら
な
り
(
吋

Z
E
E活
。
ご
ω
巧
・

ω
D
B叩『
5
2
0
5
9
h
H
)ユ
S
Z
S
F

皆
目
。

P
R
gロ
目
。
『
吉
『
一
仙
の

-2・
r
=
g
L
g
n
E
n
E口問
0・
吋
}
百

Z
S
F
Z
え
え
な
円
尽
く
ω
F
m
ω
Z
口
氏
。
ロ
)
、
豊
富
な
判
例
(
そ
の
記
述
も
詳
細
)
、

文
献
を
素
材
と
し
て
駆
使
し
、
判
例
、
文
献
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
平
均
五
!
六
個
の
設
聞
を
お
い
て
お
り
、
詳
細
な
文
献
リ
ス
ト
を
付
加
し
て
い
る

ハ
狭
義
の
実
定
法
解
釈
、
立
法
の
文
献
に
限
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ロ
ウ
・
レ
ヴ
ュ

l
も
数
多
く
指
示
さ
れ
て
い
る
)
。
判
例
に
つ
い
て
の
設
聞
を
み
る

と
、
当
の
事
件
に
即
し
た
設
問
を
掲
げ
る
ほ
か
、
そ
の
事
件
に
付
随
し
て
一
般
的
な
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
書
の
は
し
が
き
に
よ
れ
ば
、
著
者
は
、

通
常
買
GEm-Sω
二
釦
者
∞
Z
舟
巳
向
け
の
宮
者
r
g
r
に
み
ら
れ
る
よ
り
も
は
る
か
に
詳
細
に
、
種
々
の
一
次
資
料
を
用
い
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は
、
一
般
読
者
お
よ
び

5
8
5同
良
吉
田
二
g
m
g母
国
刊
に
理
解
の
使
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
著
者
が
こ
の
書
の
旧
阪
を
教
室

で
用
い
た
経
験
に
よ
れ
ば
、
(
他
の
こ
と
が
ら
も
あ
る
が
)
叙
述
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
読
者
の
興
味
を
維
持
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
そ

う
か
も
知
れ
な
い
。
一
見
し
た
だ
け
で
も
判
例
あ
り
、
単
行
本
(
古
典
も
ふ
く
む
)
か
ら
の
引
用
あ
り
、
雑
誌
論
文
あ
り
、
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論

あ
り
、
新
聞
記
事
あ
り
、
形
式
の
う
え
で
も
、
通
常
の
論
文
、
解
説
の
形
式
の
ほ
か
、
対
話
形
式
に
よ
る
議
論
の
紹
介
あ
り
、
統
計
あ
り
と
い
っ
た
ぐ

あ
い
〈
い
ず
れ
も
詳
し
い
も
の
で
あ
る
)
な
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
は
、
知
識
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
す
る
の
み
な
ら
ず
、
思
考
力
を

刺
激
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
対
立
す
る
考
え
方
が
し
ば
し
ば
並
置
さ
れ
、
思
索
を
呼
び
お
こ
す
よ
う
な
設
問
が
多
く
お
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
書
は
、
《
比
呂
区
民

g
n
D巳
吊
で
採
用
す
る
に
も

-
R
Z円。

g
ロ
日
で
採
用
す
る
に
も
適
し
て
い
る
。

筆
者
は
、
こ
の
書
を
ざ
っ
と
見
て
、
そ
の
編
集
方
針
に
お
い
て
、
筆
者
の
構
想
と
相
通
ず
る
も
の
が
多
く
あ
る
こ
と
を
見
出
す
と
と
も
に
、
ニ
の
書
が

よ
く
出
来
て
い
る
と
の
印
象
を
う
け
た
(
断
わ
っ
て
お
く
が
、
筆
者
の
構
想
は
、
こ
の
書
か
ら
与
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
筆
者
は
構
想
を
外
国
の
書
を
参

照
す
る
こ
と
な
く
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
り
、
構
想
を
ま
と
め
あ
げ
る
段
階
に
お
い
て
こ
の
書
そ
の
他
外
国
の
書
を
参
照
し
て
い
た
な
ら
ば
、
あ
る

い
は
、
内
容
、
配
列
な
ど
に
つ
い
て
影
響
を
う
け
た
で
あ
ろ
う
。
外
国
の
書
を
参
照
し
た
う
え
で
の
そ
の
よ
う
な
作
業
は

l
彼
我
の
教
育
制
度
の
相
違

• 

北法21(4・30)626



j

i

1

2

1

一

d
i
l
i
-
-

(2)(完〉

点
を
考
慮
に
い
れ
つ
つ
1
今
後
に
譲
る
ほ
か
は
な
い
〉
。

(
4
)

第
三
章
「
判
例
と
い
う
も
の
ー
そ
の
読
み
方
、
そ
の
発
展
」
、
第
六
章
「
司
法
制
度
」
と
い
っ
た
章
で
と
り
あ
げ
る
テ
1
7
、
項
目
は
、
北
海
道
大
学

法
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
ど
の
科
目
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
か
は
っ
き
り
し
な
い
し
、
ま
た
、
現
在
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
も
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

妙
な
こ
と
だ
が
、
筆
者
は
、
向
じ
学
部
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
い
ず
れ
か
の
科
目
に
お
い
て
右
の
章
で
扱
う
テ
!
て
項
目
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
か
ど
う
か
知
ら
な
い
。
第
五
章
「
裁
判
の
過
程
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
筆
者
と
し
て
は
、
一
応
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
い
さ
さ
か
で
も
補
填
を
し
て
お
き
た
い
と
念
じ
て
、
「
法
学
」
の
授
業
で
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
時
間
の

制
約
も
あ
り
、
た
と
え
ば
、
第
三
章
に
し
て
も
、
浅
い
と
り
扱
い
し
か
で
き
な
い
。
こ
の
程
度
で
も
す
ま
せ
て
お
け
ば
、
そ
れ
か
ら
先
の
部
分
は
、
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
上
独
立
の
科
目
を
設
け
な
く
と
も
、
既
設
の
科
目
の
授
業
の
傍
ら
に
で
も
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
い
か
と
考
え
る
。
す
く
な
く
と
も

時
間
の
節
約
に
は
な
る
は
ず
で
あ
る
。

「
法
学
」
の
援
業
内
容
を
論
ず
る
に
は
、
専
門
課
程
で
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
検
討
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
欠
か
ゼ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
い
ま
さ
ら
の

よ
う
に
痛
感
す
る
。
北
海
道
大
学
法
学
部
の
ス
タ
フ
の
問
に
お
い
て
、
筆
者
の
こ
の
小
稿
が
機
縁
と
な
っ
て
、
各
専
門
科
目
の
授
業
内
容
が
相
互
に
情

報
交
換
さ
れ
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
必
要
が
あ
れ
ば
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
も
検
討
す
る
(
「
法
学
」
の
授
業
と
の
関
連
も
考
慮
し
て
)
こ
と
に
な
る
の

が
望
ま
し
い
。

(
5
)

こ
う
い
う
も
の
が
つ
ね
に
付
随
項
目
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
授
業
の
進
展
の
段
階
お
よ
び
そ
れ
を
に
ら
み
あ
わ
せ

た
筆
者
の
授
業
計
画
に
お
い
て
は
、
中
心
項
目
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
た
と
え
ば
「
表
」
の
〔
判
例
1
〕
に
お
け
る
中
心
項
目
を
み
よ
)
。

(
5
ノ
一
)
筆
者
の
構
想
に
お
い
て
は
、
契
約
、
約
款
、
就
業
規
則
、
慣
習
、
先
例
と
し
て
の
判
例
、
い
ず
れ
も
登
場
さ
せ
て
は
あ
る
(
笠
場
す
る
よ
う
な

事
案
を
選
ん
で
あ
る
)
け
れ
ど
も
、
意
に
み
た
ぬ
と
こ
ろ
も
未
だ
多
く
、
さ
ら
に
工
夫
、
修
正
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
(
せ
ざ
る
を
え

な
い
)
段
階
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
契
約
に
し
て
も
、
契
約
そ
の
も
の
が
裁
判
基
準
と
な
っ
た
事
例
、
契
約
文
言
の
解
釈
が
正
面
か
ら
争
点
と
な
っ
て

い
る
事
例
を
掲
げ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
慣
習
に
し
て
も
、
慣
習
の
存
在
が
占
認
定
さ
れ
て
そ
れ
を
基
準
と
し
て
裁
判
が
さ
れ
た
事
例
を
掲
げ
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
各
判
例
を
通
覧
さ
れ
れ
ば
、
判
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
後
の
修
正
を
期
す
る
次
第
で
あ
る
。

(

6

)

ど
の
よ
う
な
事
案
な
ら
ば
学
生
の
興
味
を
ひ
き
そ
う
な
問
題
に
関
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
正
確
に
規
定
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く

で
き
ま
い
。
学
生
が
日
常
身
の
ま
わ
り
で
見
聞
き
し
て
、
身
近
な
問
題
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
問
題
〈
た
と
え
ば
家
族
関
係
の
問
題
)
と
か
、
現

代
社
会
で
の
大
き
な
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
問
題
(
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
学
生
が
日
々
見
聞
す
る
も
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説

の
。
た
と
え
ば
、
デ
モ
規
制
、
長
期
の
刑
事
裁
判
、
公
害
)
と
か
に
関
す
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
、
学
生
の
興
味
を
ひ
き
そ
う
な
問
題
に
関
す
る
事
案

と
い
え
よ
う
(
「
教
科
書
判
決
」
も
、
お
そ
ら
く
、
学
生
の
興
味
を
ひ
き
そ
う
な
問
題
に
関
す
る
事
案
で
あ
ろ
う
が
、
「
構
想
」
か
ら
は
脱
落
し
た
。
こ
の

点
に
つ
き
後
注
(
お
)
参
照
)
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
興
味
を
ひ
き
そ
う
な
問
題
に
関
す
る
事
案
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
教
材
(
或
る
項
目
を
と
り

あ
げ
る
た
め
の
)
と
し
て
は
、
さ
し
当
り
は
、
筆
者
に
と
っ
て
そ
れ
し
か
見
当
ら
ぬ
と
い
う
場
合
も
あ
り
う
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
興
味
を
ひ

く
と
い
う
点
に
譲
歩
を
求
め
る
ほ
か
は
な
い
。

(
7
〉
判
例
が
素
材
と
し
て
適
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
確
た
る
基
準
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
学
生
の
興
味
を
ひ
き
そ
う
な
問
題
に
関
す

る
事
案
(
注
(
6
)参
照
)
か
ど
う
か
、
そ
れ
に
該
当
す
る
し
な
い
を
問
わ
ず
、
教
え
た
い
、
議
論
さ
せ
た
い
項
目
を
ふ
く
む
か
ど
う
か
、
そ
の
ほ
か
、

先
に
凶
と
し
て
述
べ
た
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
て
、
素
材
と
し
て
適
当
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
必
要
と
さ
え
い
え
る
の
だ
が
、
学

生
が
興
味
を
一
不
さ
な
い
と
思
わ
れ
(
か
な
り
複
雑
な
事
実
関
係
の
た
め
と
か
、
あ
る
い
は
、
争
点
を
理
解
す
る
の
に
予
備
知
識
を
前
提
と
し
、
そ
の
予

備
知
識
を
習
得
す
る
の
も
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
た
め
と
か
)
、
そ
の
意
味
で
は
、
あ
ま
り
適
当
で
な
い
判
例
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
判
例

に
代
る
も
の
を
さ
し
当
っ
て
見
出
せ
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
判
例
を
用
い
る
し
か
な
い
。

(
8
〉
〔
判
例

ω〕
は
、
戒
能
・
判
例
研
究
の
目
的
・
法
時
三
四
巻
一
号
一
一
頁
に
よ
っ
て
、
発
見
の
手
が
か
り
を
え
、
形
式
論
理
と
裁
判
(
法
〉
の
関
係
と

い
う
項
目
を
と
り
出
す
の
に
は
ぴ
っ
た
り
の
判
決
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
事
案
と
し
て
は
学
生
の
興
味
を
ひ
き
そ
う
な
問
題
を
扱
っ
て
い
る
事
業
〈
注

(
6
)
参
照
。
こ
の
判
例
は
賃
貸
借
解
除
に
関
す
る
も
の
〉
で
も
あ
る
(
賃
貸
借
解
除
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
学
生
に
と
っ
て
も
身
近
か
な
問
題
と
し

て
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
)
。
事
実
関
係
も
複
雑
で
は
な
く
、
争
点
も
す
く
な
い
。
た
だ
、
賃
貸
借
解
除
と
か
相
殺
の
遡
及
効
と
か
に
つ
い
て
予
備
知

識
を
要
し
、
そ
の
理
解
が
容
易
か
ど
う
か
危
倶
さ
れ
る
。

(

9

)

〔
判
例
引
け
〕
(
そ
の
判
例
研
究
と
し
て
法
協
八

O
巻
二
号
二
六

O
頁
)
、
〔
判
例
お
〕
(
法
協
八
三
巻
二
号
三
三
六
頁
〉
は
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
判
例

研
究
と
し
て
公
け
に
し
て
い
な
い
が
、
判
例
研
究
会
で
報
告
し
た
も
の
と
し
て
は
、
〔
判
例
目
〕
、
〔
判
例
お
〕
が
あ
る
(
こ
こ
で
「
判
例
研
究
会
」
と
い

う
の
は
、
北
海
道
大
学
法
学
部
に
お
け
る
民
事
法
研
究
会
と
は
限
ら
な
い
〉
。
な
ぜ
、
こ
れ
ら
の
判
例
が
、
素
材
と
し
て
適
当
と
判
断
し
た
か
に
つ
い

て
は
省
略
す
る
。

(
叩
)
〔
判
例
叩
〕
は
、
川
島
・
科
学
と
し
て
の
法
律
学
(
新
紋
〉
二

O
六
頁
を
、
〔
判
例
お
〕
は
、
末
弘
・
櫨
の
効
用
・
二
六
頁
を
、
そ
れ
ぞ
れ
手
が
か
り
と

し
て
、
素
材
と
し
て
選
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
け
)
判
例
カ
l
ド
の
目
的
、
記
載
事
項
、
そ
の
配
置
順
い
わ
ん
に
つ
い
て
、
筆
者
と
し
て
も
日
常
か
ら
考
え
て
き
て
は
い
る
も
の
の
、
未
だ
に
自
己
流
の

論

得

北法21(4・32)628
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固
定
パ
タ
ー
ン
と
い
う
も
の
を
確
立
し
て
い
な
い
。
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
他
人
の
判
例
カ
l
ド
の
つ
く
り
方
を
も
教
示
願
っ
て
、
そ
れ
を
批
判
的
に

摂
取
し
て
、
自
己
流
の
固
定
パ
タ
ー
ン
を
確
立
し
、
研
究
・
教
育
さ
ら
に
は
研
究
会
運
営
の
事
務
処
理
の
用
に
も
役
立
て
た
い
。
筆
者
も
若
干
考
え
た

と
こ
ろ
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
こ
こ
で
発
表
す
る
ほ
ど
整
理
が
つ
い
て
お
ら
ず
、
も
う
す
こ
し
ま
と
ま
っ
て
か
ら
、
公
け
に
し
て
み
た
い
と
考
え

て
い
る
。

(
ロ
〉
〔
判
例
幻
〕
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
の
意
見
が
分
れ
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
が
論
及
し
て
い
る
点
が
多
方
面
な
た
め
に
、
筆
者
が
手
を
貸
す
こ
と

に
し
て
、
「
説
明
」
に
お
い
て
比
較
対
照
の
た
め
の
表
を
作
成
し
た
(
後
掲
の
サ
ン
プ
ル

3
を
参
照
〉
。

(
ロ
ノ
一
)
付
随
項
目
に
関
す
る
問
題
の
う
ち
に
は
、
学
生
に
要
求
さ
れ
る
作
業
の
性
質
か
ら
分
け
れ
ば
、

ω資
料
を
調
査
検
討
さ
せ
る
問
題
の
ほ
か
に
、

ω問
題
処
理
能
力
を
問
う
問
題
と
で
も
い
っ
て
よ
い
問
題
も
ふ
く
ま
れ
る
(
す
く
な
く
と
も
ふ
く
ま
せ
う
る
)
。
た
と
え
ば
、
〔
判
例
4
〕
に
お
い
て
は
、

家
主
か
ら
す
る
借
家
明
渡
請
求
(
そ
の
実
質
的
理
由
は
家
主
の
居
住
困
難
、
生
活
難
)
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
家
主
が
も
し
借
家
人
の
顔
付

が
貸
し
て
お
く
の
に
た
え
ぬ
ほ
ど
気
に
い
ら
な
い
か
ら
契
約
解
除
す
る
、
明
渡
せ
と
請
求
し
て
い
た
場
合
に
は
ど
う
か
、
と
い
う
趣
旨
の
設
問
を
お
く

な
ら
ば
(
筆
者
は
実
際
お
い
た
〉
(
中
心
項
目
、
章
別
テ
l
マ
と
直
接
関
係
が
な
い
か
ら
付
随
項
目
と
す
る
に
止
ま
っ
た
て
後
者
の
問
題
と
い
う
こ
と

も
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
問
題
は
、
相
当
の
資
料
を
調
査
検
討
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

ωの
問
題
だ
と
も
い
え
よ
う
。
付

随
項
目
に
関
す
る
問
題
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
常
に

ωの
問
題
だ
と
も
い
い
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
設
聞
は
、

ωの
問
題
と

ωの
問
題
と
か
ら
成

る
こ
と
に
な
る
。

(
は
)
判
例
の
設
問
化
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
二
ヶ
月
・
民
事
訴
訟
法
学
習
教
材
・
凡
例
一
五
頁
参
照
。
授
業
の
徹
底
を
は
か
る
た
め
に
は
、
こ
の
書
ほ

ど
の
問
題
(
質
量
と
も
に
〉
を
学
生
に
あ
て
が
い
、
き
た
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
種
の
問
題
集
(
こ
の
蕎
を
一
見
し
て
、
あ

た
か
も
大
学
受
験
時
に
お
世
話
に
な
っ
た
大
学
受
験
用
数
学
問
題
集
を
想
起
す
る
人
は
、
筆
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
)
で
、
学
者
の
手
に
な
る
も
の
は

少
な
く
な
い
(
と
い
う
よ
り
、
他
に
は
な
い
と
い
う
べ
き
か
〉
け
れ
ど
も
、
実
務
の
世
界
で
は
ー
そ
の
編
集
の
巧
拙
は
し
ば
ら
く
お
き
|
さ
ほ
ど
め
ず

ら
し
い
こ
と
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
過
去
に
お
い
て
実
際
に
発
生
し
た
事
例
を
題
材
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
演
習
用
問
題
集
と
し
て
、
札

幌
電
気
通
信
学
園
・
専
門
部
電
話
営
業
班
・
法
律
学
演
習
問
題
集
(
プ
リ
ン
ト
〉
が
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
に
い
う
か
ら
と
い
っ
て
、
一
二
ヶ
月

・
前
掲
霊
園
の
存
在
価
値
を
低
く
評
価
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
同
書
は
、
法
学
生
の
教
育
用
問
題
集
と
し
て
質
量
と
も
に
ま
こ
と
に
画
期
的
な
も
の
で
あ

る
。
法
学
生
の
教
育
用
問
題
集
の
先
例
と
し
て
長
く
モ
デ
ル
と
し
て
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
、
「
構
想
」
の
判
例
を
素
材
と
し
て
、
法
学
部
に
進
学
し
て
き
た
学
生
(
筆
者
の
「
法
学
」
の
援
業
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
者
〉
平
均

北海道大学教養部における「法学」の授業

(
川
門
)
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説

一
O
名
(
固
に
よ
り
人
数
の
変
動
は
あ
っ
た
が
)
を
集
め
、
週
一
回
九

O
分

l
一二

O
分
、
学
生
聞
な
い
し
学
生
と
筆
者
と
の
間
で
、
議
論
し
て
み
た

こ
と
が
あ
っ
た
〈
筆
者
の
都
合
に
よ
り
一
二
件
を
消
化
し
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
〉
。
こ
の
場
合
に
は
、
一
週
間
前
に
コ
ピ
ー
を
配
付
し
て
お
い
た
。
こ
の

場
合
の
経
験
に
よ
れ
ば
、
五
!
一

O
個
の
設
問
な
ら
ば
、
ど
う
に
か
九

O
分
で
消
化
し
う
る
(
も
と
よ
り
例
外
も
あ
る
が
)
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
う

も
の
の
、
右
学
生
は
、
教
養
課
程
を
終
え
て
き
た
者
(
し
か
も
少
人
数

1
「
学
生
法
律
相
談
」
の
サ
ー
ク
ル
に
所
属
す
る
法
律
に
と
り
わ
け
輿
味
を
抱

く
者
〉
で
あ
っ
て
、
「
構
想
片
が
予
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
高
校
卒
業
後
ま
も
な
い
学
生
(
人
数
と
し
て
二

O
O名

eく
ら
い
を
予
定
す
る
。
非
法
学
部
進
学

者
も
ふ
く
む
〉
と
同
一
に
は
論
じ
え
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
実
際
に
綬
業
を
展
開
し
て
み
た
場
合
に
は
、
設
問
の
数
を
減
ら
す
(
あ
る
い
は
設
問
の
内
容
、

表
現
に
も
一
工
夫
こ
ら
す
〉
必
要
を
感
ず
る
に
至
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
右
に
述
べ
た
少
人
数
の
学
生
を
集
め
て
の
議
論
は
き
わ
め

て
活
溌
に
行
な
わ
れ
、
そ
の
内
容
も
初
学
者
と
し
て
は
、
水
準
の
高
い
も
の
と
評
価
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
と
し
て
も
、
右
の
学
生
同
士
の
議

論
、
お
よ
び
右
学
生
と
筆
者
と
の
議
論
を
通
じ
て
、
設
問
の
難
易
、
設
問
の
表
現
の
巧
拙
、
と
い
っ
た
よ
う
な
点
に
つ
い
て
示
唆
を
う
け
た
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
こ
の
場
を
借
り
て
謝
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

(
日
)
こ
の
点
は
、
先
述
し
た
。
注
(
口
〉
参
照
。
そ
の
よ
う
に
筆
者
が
表
に
ま
と
め
て
学
生
の
理
解
の
便
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
の
事
件
が
そ
れ
だ

け
内
容
の
複
雑
な
事
件
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
に
複
雑
な
事
件
を
ど
の
段
階
で
も
ち
出
す
べ
き
か
は
慎
重
に
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
問

題
で
あ
る
。
内
容
が
複
雑
で
あ
ろ
う
と
、
教
師
の
方
で
表
に
で
も
ま
と
め
て
や
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
初
期
の
段
階
に
も
ち
出
し
て
き
し
っ
か
え
は
な
い
、

と
い
い
き
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
教
師
の
ま
と
め
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
学
生
は
そ
の
ま
と
め
を
読
ん
で
く
る
だ
け
で
は
な
く
、
否

そ
れ
を
省
い
て
も
、
判
例
そ
の
も
の
を
(
と
い
っ
て
も
「
構
想
」
で
は
す
で
に
そ
こ
に
筆
者
の
手
が
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
)
読
ん
で
く
る
べ
き

な
の
で
あ
り
(
こ
の
点
で
複
雑
な
事
件
を
初
期
に
置
く
の
は
問
題
)
、
教
師
の
ま
と
め
が
あ
る
と
、
と
か
く
そ
ち
ら
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
(
と
く
に
初
期
の
段
階
で
未
だ
判
例
に
慣
れ
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
し
か
り
)
か
ら
で
あ
る
。

(
日
)
自
分
な
り
の
思
考
力
・
表
現
力
を
活
用
す
る
こ
と
で
回
答
に
至
り
う
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
に
し
て
回
答
に
至
り
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
合
格
だ

と
い
う
こ
と
に
な
ら
ぬ
こ
と
は
む
ろ
ん
で
あ
る
。
授
業
を
通
じ
て
身
に
つ
い
て
い
る
べ
き
考
え
方
(
着
限
、
頭
の
働
か
し
方
)
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
か
ど
う
か
、
説
明
、
根
拠
づ
け
が
論
理
的
か
ど
う
か
〈
す
く
な
く
と
も
そ
う
あ
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
か
)
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
審
査
が

な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
日
ノ
一
)
筆
者
に
よ
れ
ば
、
問
題
(
紛
争
)
に
直
面
し
て
、
自
己
の
思
考
力
・
表
現
力
を
駆
使
し
て
、
自
己
な
り
の
解
決
に
達
す
る
(
そ
の
さ
い
に
、
関

係
者
の
主
張
も
よ
く
き
き
、
論
理
的
に
す
じ
を
追
っ
て
考
え
、
結
論
の
根
拠
を
吟
味
し
、
そ
の
結
論
に
論
理
的
な
理
由
を
付
し
て
他
人
に
説
得
を
試

論

書F
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み
る
。
そ
の
結
論
を
出
す
に
当
つ
て
は
、
客
観
的
な
根
拠
を
探
索
す
る
。
さ
ら
に
決
定
が
、
将
来
の
先
例
と
も
な
る
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
る
)
こ
と
の

で
き
る
能
力
の
一
端
で
も
、
ペ
ー
パ
ー
の
う
え
に
現
わ
れ
て
い
れ
ば
合
格
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
能
力
の
全
部
す
く
な
く
と
も
一
部
は
、
い
か
な
る
専

門
課
程
に
進
む
学
生
に
も
必
要
で
あ
る
(
専
門
の
学
聞
を
消
化
す
る
に
せ
よ
、
社
会
生
活
を
営
む
に
当
り
人
間
関
係
を
処
理
す
る
立
場
に
立
っ
た
場
合

に
せ
よ
)
と
筆
者
に
は
思
え
る
。
法
学
部
へ
進
学
し
て
そ
こ
で
法
律
学
の
専
門
教
育
を
う
け
る
こ
と
は
、
右
に
述
べ
た
能
力
を
さ
ら
に
伸
長
さ
せ
る
こ

と
に
な
ろ
う
(
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
)
。
法
学
部
教
育
の
目
的
は
、
右
の
よ
う
な
能
力
の
養
成
・
伸
長
に
尽
き
る
の
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
法
学
部

教
育
の
目
的
い
か
ん
と
い
う
問
題
は
、
大
問
題
で
あ
っ
て
、
現
段
階
の
筆
者
と
し
て
は
、
そ
れ
に
対
す
る
最
終
解
答
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
す
く
な
く
と
も
、
右
に
述
べ
た
能
力
を
養
成
し
、
伸
長
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
の
う
ち
に
は
い
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
右

の
よ
う
な
能
力
を
養
成
し
、
伸
長
さ
せ
る
に
は
、
必
ず
「
法
学
」
、
法
律
学
を
履
習
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
ま
で
は
い
い
き
れ
な
い
(
と
り
わ
け
、
結
論

の
客
観
的
根
拠
の
探
索
、
論
理
的
な
思
考
、
と
い
っ
た
こ
と
は
、
い
か
な
る
学
問
に
せ
よ
、
学
聞
を
お
さ
め
た
以
上
、
養
成
・
伸
長
さ
れ
る
は
ず
だ
と

も
い
え
る
)
け
れ
ど
も
(
武
藤
・
法
曹
の
養
成
と
大
学
法
学
部
そ
の
現
状
と
改
革
案
|
松
田
判
事
在
職
四

O
年
記
念
・
会
社
と
訴
訟
(
下
)
所
収
、
一

一
二
五
頁
参
照
。
霜
島
・
企
業
内
法
学
士
の
裁
判
法
学
的
考
察
・
兼
子
還
暦
記
念
・
裁
判
法
の
諸
問
題
(
下
)
所
収
、
一
二
三
|
一
一
一
四
頁
に
記
さ
れ
て

い
る
、
企
業
内
法
学
士
の
役
立
つ
と
述
べ
る
「
法
律
的
な
も
の
の
考
え
方
」
な
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
の
も
の
は
、
法
律
を
学
ん
だ
か
ら
こ
そ
身
に
つ
い
た

と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
)
、
と
に
か
く
、
右
の
よ
う
な
能
力
を
養
成
し
・
伸
長
さ
せ
る
こ
と
が
、
目
的
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
あ
る
ま
い
。

能
力
の
養
成
・
伸
長
を
目
的
と
す
る
と
い
っ
て
も
、
知
識
の
供
与
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
。
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
に
は
、
教
育
素
材
と
し

て
相
当
細
微
な
、
特
殊
専
門
技
術
的
な
知
識
の
供
与
(
覚
え
こ
ま
せ
る
こ
と
じ
た
い
を
目
的
と
は
し
な
い
に
し
て
も
)
も
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
、
知
識
の
供
与
と
い
う
面
に
お
い
て
法
曹
養
成
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
て
は
じ
め
て
(
つ
ま
り
、
法
曹
志
望
者
が
身
に
つ
け
る
こ

と
を
要
請
さ
れ
る
程
度
の
知
識
を
駆
使
し
な
く
て
は
答
に
至
り
え
ぬ
程
度
の
問
題
を
与
え
て
そ
の
処
理
を
試
み
さ
せ
る
く
ら
い
で
あ
っ
て
)
、
法
曹
を
志

望
し
な
い
者
に
つ
い
て
も
、
能
力
の
養
成
・
伸
長
と
い
う
目
的
も
ど
う
に
か
達
成
さ
れ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
、
能
力
の
養
成
・
伸
長
と
い
う
が

そ
の
程
度
は
ど
の
く
ら
い
な
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
か
、
筆
者
じ
し
ん
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
疑
問
は
、
未
だ
確
定
的
な
答
を
与
え
な
い
も
の
と
し
て
残

っ
て
い
る
。
今
後
、
法
学
部
教
育
の
目
的
と
方
法
い
か
ん
を
考
え
る
さ
い
に
、
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。

北
海
道
大
学
法
学
部
で
は
、
学
部
(
法
学
部
と
は
限
ら
ぬ
。
ま
た
、
同
大
学
と
も
限
ら
ぬ
。
)
卒
業
者
の
う
ち
か
ら
、
数
名
を
、
研
究
補
助
助
手
と
し

て
採
用
し
て
い
る
(
人
員
は
、
全
体
で
数
名
で
あ
っ
て
、
欠
員
を
生
じ
た
さ
い
に
は
そ
れ
を
補
充
す
る
)
。
職
務
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
研
究
教
育
補
助

助
手
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
職
務
内
容
は
、
判
例
カ
l
ド
・
文
献
カ
l
ド
の
作
成
、
資
料
室
の
管
理
、
文
献
・
教
材
コ
ピ

l
、
学
部
機
関
誌
の
編
集
・
発

北海道大学教養部における「法学」の援業
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説

行
の
補
助
業
務
(
た
と
え
ば
校
正
〉
、
そ
の
他
の
雑
用
で
あ
る
。
任
期
は
二
年
(
更
新
を
妨
げ
な
い
〉
。
採
用
の
基
準
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
は
今
め
と
こ
ろ

は
な
い
。
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
多
大
の
便
宜
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
〈
本
稿
作
成
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
研
究
補
助
助
手
の

一
人
で
あ
る
士
品
川
郁
子
嬢
か
ら
、
浄
書
・
校
正
の
ほ
か
、
教
材
判
例
の
多
量
の
コ
ピ
l
作
成
に
つ
い
て
大
き
な
補
助
を
う
け
た
〉
、
こ
の
機
会
に
謝
意
を

表
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
制
度
に
は
、
諸
々
の
問
題
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
こ
の
場
で
、
と
り
あ
げ
る
余
裕
も
必
要
も

:
、
。

4
ι
L
 

(
行
ノ
一
〉
本
文
で
述
べ
た
教
育
補
助
の
問
題
に
つ
い
て
、
北
海
道
大
学
法
学
部
大
学
改
革
懇
談
会
(
昭
和
四
五
年
一
二
月
一
一
一
日
)
に
お
い
て
、
き
わ
め
て

簡
単
で
は
あ
る
、
が
、
ふ
れ
ら
れ
た
(
木
注
で
以
下
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
)
。
本
稿
は
、
そ
れ
以
前
に
脱
稿
し
て
い
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。

教
育
補
助
な
い
し
教
育
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
仙
ス
タ
フ
教
官
に
よ
る
授
業
に
つ
い
て
の
試
験
問
題
の
出
題
、
採
点
と

い
っ
た
仕
事
の
み
な
ら
ず
、
講
義
の
理
解
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
勉
強
会
(
演
習
と
い
お
う
と
練
習
会
と
い
お
う
と
問
わ
な
い
)
を
主
宰
す
る
こ
と
(
そ

の
会
か
ぎ
り
に
お
い
て
試
験
を
行
な
い
採
点
を
行
な
う
)
も
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
制
そ
の
ほ
か
、
研
究
助
手
・
院
生
が
、
自
己
の
問
題
関
心
の
あ
る
テ

1
7
に
つ
い
て
の
講
義
、
演
習
を
展
開
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
ス
タ
フ
教
官
が
学
生
の
問
題
関
心
に
応
え
た
授
業
を
し
な
い
(
ま
た
は
、
し
よ
う
と

思
っ
て
も
諸
々
の
支
障
が
あ
っ
て
な
し
え
な
い
〉
(
こ
の
よ
う
な
声
が
研
究
助
手
・
院
生
の
聞
で
往
々
き
か
れ
る
)
と
す
れ
ば
、
研
究
助
手
・
院
生
が
ま

ず
も
っ
て
学
生
の
問
題
関
心
に
応
え
た
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
(
法
学
部
助
手
院
生
連
絡
会
議
・
「
新
し
い
法
学
部
の
た
め
に
」

l
法
学

部
改
革
試
案

l
検
法
会
評
議
員
会
主
催
・
改
革
の
た
め
の
全
法
学
部
人
討
論
集
会
資
料
所
収
、
三
六
頁
参
照
〉
。
参
加
し
た
学
生
に
単
位
を
与
え
る
か
否

か
は
二
次
的
な
問
題
で
あ
る
。
学
生
と
し
て
は
自
己
の
問
題
関
心
あ
る
テ
l
マ
に
つ
い
て
の
学
問
的
議
論
の
場
を
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
ま
ず
満
足

す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
教
育
補
助
、
さ
ら
に
は
教
育
そ
の
も
の
は
、
研
究
助
手
・
院
生
に
対
し
(
と
り
わ
け
教
官
と
し
て
の
身
分
を
有
す
る
研
究
助
手
に
つ
い
て

は
〉
す
く
な
く
と
も
立
法
論
と
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
え
筆
者
は
考
え
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
義
務

づ
け
る
く
ら
い
で
な
け
れ
ば
、
実
際
問
題
と
し
て
実
行
が
伴
う
ま
い
。
次
に
、
研
究
助
手
・
院
生
の
方
が
ス
タ
プ
教
官
よ
り
も
、
年
令
の
点
か
ら
い
っ

て
も
、
学
生
と
の
コ
ミ
ユ
ユ
ケ
l
シ
ョ

γ
を
通
じ
や
す
く
(
た
と
え
ば
質
問
も
し
や
す
い
な
ど
〉
、
そ
の
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
教
育
効
果
を
よ
り
大
き
く

す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
よ
り
も
、
よ
り
決
定
的
な
理
由
は
、
こ
う
で
あ
る
。
研
究
助
手
・
院
生
の
ほ
と
ん
ど
は
教
師
と
な
る
と
い
っ
て
よ

い
の
で
あ
る
か
ら
、
教
師
と
な
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
教
育
活
動
を
は
じ
め
る
よ
り
も
、
そ
の
前
段
階
に
お
い
て
す
で
に
い
く
ら
か
で
も
教
育
活
動
の
経

論

， 
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験
を
積
む
こ
と
が
、
将
来
の
教
育
活
動
に
と
っ
て
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
、
細
か
い
技
術
的
な
こ
と
が
ら
(
た
と
え
ば
、
何
百
通
と
い
う

試
験
答
申
朱
の
採
点
を
適
確
迅
速
に
処
理
す
る
方
法
な
ど
)
に
習
熟
す
る
か
ら
寄
与
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
教
育
と
い
う
仕
事
に
も
従
事
し
て
当
然
な
の

だ
と
い
う
気
持
を
植
え
つ
け
る
点
に
お
い
て
寄
与
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
細
か
い
技
術
的
な
こ
と
が
ら
の
習
得
も
有
意
義
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
こ

と
な
ら
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
教
師
の
地
位
に
就
い
て
か
ら
で
も
習
得
で
き
な
く
は
な
い
(
も
っ
と
も
そ
れ
に
も
時
間
が
か
か
り
、
そ
れ
が
ま
た
右
に
述

べ
た

ωの
仕
事
へ
向
か
わ
せ
る
の
を
妨
げ
る
一
因
と
も
な
る
〉
。
問
題
は
、
そ
の
気
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
根
本
問
題
で
あ
る
。
教
師
の
地
位

に
就
く
ま
で
は
一
切
教
育
活
動
を
せ
ず
、
教
師
の
地
位
に
就
い
て
か
ら
急
に
教
育
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
実
際
問
題
と
し
て
教

育
活
動
に
熱
を
い
れ
る
気
持
に
な
か
な
か
な
れ
な
い
。
ひ
い
て
は
、
細
か
い
技
術
的
な
こ
と
が
ら
を
習
得
し
よ
う
(
開
発
し
よ
う
)
と
い
う
気
に
も
な

ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
、
教
育
と
い
う
仕
事
に
従
事
し
て
当
然
な
の
だ
と
い
う
気
持
を
教
師
の
地
位
に
就
く
前
の
段
階
か
ら
植
え
つ
け
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
気
持
を
植
え
つ
け
る
に
さ
い
し
て
は
、
右
に
述
べ
た

ωの
仕
事
で
は
な
く
し
て
、

ωの
仕
事
に
従
事
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
は

ωの
仕
事
こ
そ
、
教
師
が
ま
ず
も
っ
て
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
教
育
活
動
な
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
仕
事
に
従
事
す
る
気
持
を
植
え
つ

け
な
け
れ
ば
、
教
育
と
い
う
仕
事
に
も
従
事
し
て
当
然
だ
と
い
う
気
持
を
植
え
つ
け
た
と
い
う
の
は
過
一
言
だ
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
と
し
て
は
、
研
究
助
手
・
院
生
は
、
右
に
述
べ
た

ωω
の
双
方
の
仕
事
を
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

ωの
仕
事
の
方
が
歓
迎
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

ωの
仕
事
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
は
こ
う
で
あ
る

υω
の
ご
と
き
仕
事
(
援
業

を
し
、
試
験
・
採
点
し
、
授
業
の
徹
底
を
は
か
る
)
こ
そ
、
ど
こ
の
法
学
部
の
教
師
の
地
位
に
就
い
て
も
必
要
不
可
欠
の
ミ
ニ
マ
ム
の
仕
事
な
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
面
を
十
分
に
果
た
し
え
て
は
じ
め
て
他
の
仕
事
へ
移
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
大
部
分
の
在
来
の
教
師
は
、

ωの
こ
の
仕
事
に
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
大
半
を
う
ば
わ
れ
(
そ
し
て
、
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
や
っ
て
い
る
人
は
す
く
な
く
、
や
ら
ず
も
が
な
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
。
通
常
、
効
率

的
に
こ
の
仕
事
を
処
理
す
る
方
法
も
十
分
開
発
し
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
J
、

ωの
仕
事
ま
で
及
び
か
ね
る
の
で
あ
る
。

ωの
仕
事
を
手
伝
っ
て
く

れ
る
な
ら
ば
、

ωの
仕
事
へ
向
う
在
来
の
教
師
は
、
お
そ
ら
く
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
研
究
助
手
・
院
生
が
、
川
の
仕
事
を
や
っ
て
み
て
、
か

よ
う
な
仕
事
に
も
い
と
わ
ず
立
ち
向
う
気
持
が
で
き
、
さ
ら
に
は
(
と
い
っ
て
も
困
難
な
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
)
、
か
よ
う
な
仕
事
を
効
率
的
に
処
理
し

う
る
ま
で
に
至
る
な
ら
ば
、
教
師
の
地
位
に
就
い
た
と
き
に
(
す
ぐ
に
と
ま
で
い
か
ず
と
も
比
較
的
早
い
時
期
に
〉

ωの
仕
事
ま
で
な
し
う
る
余
裕
が

生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ωの
仕
事
を
し
な
い
で
お
い
て
、

ωの
仕
事
が
で
き
る
の
は
当
然
と
も
い
え
る
。
問
題
は
、

ωの
仕
事
を
な
し
た
う
え
、

ω

の
仕
事
も
な
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
研
究
助
手
・
院
生
が
伺
の
仕
事
の
み
を
行
な
い
、

ωの
仕
事
を
行
な
わ
な
い
ま
ま
に
、
教
師
の

地
位
に
就
く
な
ら
ば
、
し
ょ
せ
ん
は
在
来
の
多
く
の
教
師
と
同
様
、

ωの
仕
事
に
ま
で
手
を
及
ぼ
し
か
ね
る
こ
と
に
お
も
つ
く
で
あ
ろ
う
。

ωの
仕
事
な
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説論

ど
は
、
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
を
待
つ
ど
こ
ろ
か
、
卒
先
し
て
引
き
う
け
る
く
ら
い
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
分
は
在
来
の
多
く
の
教
師
と
は
異
な
っ
て
、

教
育
に
関
心
を
抱
き
、
そ
れ
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
投
入
す
る
用
意
が
あ
り
、
教
師
た
る
べ
き
者
は
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

ωの
仕
事
を
引
き
う
け
る
こ
と
は
、
現
象
的
に
は
ス
タ
フ
教
官
の
下
請
作
業
を
す
る
よ
う
に
み
え
る
か
も
知
れ
な
い
〈
下
請
が
い
や
な
ら
元

請
人
と
な
っ
て
援
業
を
展
開
し
て
い
た
だ
い
て
も
け
つ
こ
う
だ
と
さ
え
筆
者
は
考
え
る
〉
け
れ
ど
も
、
か
り
に
下
請
だ
と
し
て
ど
こ
が
悪
い
の
か
。
コ
「

請
」
と
な
る
と
、
ス
タ
フ
教
官
と
の
聞
に
今
日
是
認
さ
れ
が
た
い
よ
う
な
人
間
関
係
が
生
ず
る
に
き
ま
っ
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
の
「
下
請
」
は
、
教

育
活
動
上
の
後
輩
が
先
輩
か
ら
教
育
活
動
上
の
実
践
に
つ
い
て
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
を
学
び
、
さ
ら
に
は
、
学
部
の
教
育
に
つ
い
て
応
分
の
責
任
を
担
う

こ
と
に
な
り
、
そ
う
な
っ
て
は
じ
め
て
管
理
面
に
お
け
る
発
言
権
も
そ
れ
だ
け
強
ま
る
方
向
が
確
立
す
る
。
そ
の
よ
う
な
収
獲
を
あ
げ
る
絶
好
の
場
と

な
る
と
筆
者
に
は
思
え
る
。
「
下
請
」
に
な
る
と
好
ま
し
か
ら
ぬ
関
係
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
右
の
よ
う
な
収
穫
を
逸
す
る

の
は
惜
し
い
。
他
大
学
で
の
授
業
(
講
義
、
演
習
。
試
験
問
題
の
出
題
・
採
点
を
伴
う
の
で
あ
ろ
う

l
下
請
ど
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
教
育
の
全
責
任
を

負
担
す
る
こ
と
に
な
る
)
な
ら
ば
し
て
も
よ
い
(
同
資
料
三
六
頁
に
は
、
「
実
際
、
ド
ク
タ
ー
、
助
手
の
あ
る
人
々
は
他
大
学
へ
講
義
に
行
っ
て
い
る
」

と
あ
る
)
け
れ
ど
も
、
自
己
所
属
の
大
学
で
は
、
教
育
な
い
し
そ
の
橋
助
は
し
た
く
な
い
の
か
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
ス
タ
フ
側
か
ら
自
己
所
属
の

大
学
で
の
教
育
活
動
へ
の
従
事
を
も
ち
か
け
て
い
な
い
こ
と
が
唯
一
の
理
由
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
も
ち
か
け
ら
れ
て
も
断
わ
る
の
か
。
し
か
り
と
す

れ
ば
ど
う
し
て
な
の
か
。
他
大
学
(
法
学
部
)
で
の
例
が
な
い
よ
う
な
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
理
由
と
な
る
ま
い
。
他
に
例
が
な
く
と
も
、
す
べ
き
こ
と

は
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
(
こ
う
い
う
論
法
も
「
大
学
紛
争
」
の
時
期
に
助
手
・
院
生
側
か
ら
も
ち
出
さ
れ
た
記
憶
が
あ
る
)
。
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
(
も

っ
と
も
、
こ
れ
は
狭
い
知
見
の
範
囲
内
の
こ
と
で
し
か
な
い
け
れ
ど
も
〉
、
研
究
助
手
・
院
生
の
側
か
ら
、
自
己
の
問
題
関
心
あ
る
テ
l

マ
に
つ
い
て
、

あ
る
い
は
、
学
生
の
問
題
関
心
に
応
え
て
、
講
義
な
り
演
習
な
り
を
開
こ
う
と
、
学
生
層
に
向
っ
て
積
極
的
に
働
き
か
け
た
(
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
編
成

し
、
学
生
に
対
し
説
明
会
を
催
し
た
り
し
て
〉
こ
と
を
耳
に
し
て
い
な
い
。
「
大
学
紛
争
」
の
時
期
に
、
在
来
の
教
官
は
教
育
を
低
く
み
て
お
り
(
教
育

を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
で
お
り
)
、
か
よ
う
な
事
態
は
許
さ
れ
ず
、
研
究
助
手
・
院
生
は
、
自
己
の
研
究
を
深
め
る
た
め
に
も
、
あ
る
程
度
の
教
育
活

動
を
不
可
欠
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
達
、
が
、
学
生
の
問
題
関
心
に
応
え
た
講
義
な
い
し
演
習
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
(
あ
る
い
は
そ
う
す
る

の
が
望
ま
し
い
)
と
い
う
趣
旨
の
主
張
が
み
ら
れ
た
(
同
資
料
一
二
六
!
三
七
頁
参
照
)
け
れ
ど
も
、
し
ょ
せ
ん
は
、
実
行
の
裏
付
を
欠
く
大
言
壮
語
に

終
る
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
と
し
て
は
、
研
究
助
手
・
院
生
の
現
在
の
任
期
、
在
学
期
間
で
は
、
自
己
の
研
究
活
動
の
ほ
か
に
、
学
生

に
対
す
る
教
育
補
助
な
い
し
教
育
そ
の
も
の
を
行
な
う
こ
と
は
、
無
理
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
け
れ
ど
も
、
右
の
よ
う
な
主
張
も
あ
る
こ
と
で
も
あ

り
、
こ
と
が
ら
じ
た
い
と
し
て
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
の
で
、
す
く
な
く
と
も
立
法
論
と
し
て
、
任
期
・
在
学
期
間
を
一

l
l
二
年
延
長
し
て
で
も
、

1 
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教
育
活
動

(ωω
双
方
と
も
。
と
く
に

ω)
に
従
事
さ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

(
行
乙
己
教
育
以
外
の
重
要
な
仕
事
の
う
ち
で
、
最
も
重
要
な
も
の
は
研
究
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
研
究
」
と
は
、
従
来
の
学
問
水
準
を
い
さ
さ
か
た
り
と

も
高
め
る
の
に
貢
献
す
る
(
し
た
が
っ
て
、
創
造
性
を
伴
う
こ
と
を
要
す
る
)
作
業
を
さ
し
(
こ
う
い
う
作
業
を
し
て
、
は
じ
め
て
、
学
者
と
称
し
う

る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
「
研
究
」
の
定
義
は
慎
重
に
決
定
す
べ
き
で
あ
る
)
、
具
体
的
に
は
、
論
文
を
書
く
こ
と
、
資
料
を
作
成
す

る
こ
と
(
周
到
な
も
の
で
、
整
理
に
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
創
造
性
を
伴
う
と
い
っ
て
よ
く
、
論
文
以
上
に
高
く
評
価
さ
る
べ
き
場

合
ー
も
あ
る
)
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
加
し
て
い
え
ば
|
広
く
学
界
の
批
判
を
う
け
う
る
よ
う
に
な
ん
ら
か
の
形
で
(
普
通
は
活
字
化
す
る
)
発
表
す
る
こ

と
ま
で
必
要
と
す
る
。
折
角
の
知
的
産
物
が
そ
の
生
産
者
に
の
み
か
か
え
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
は
惜
し
い
。
ま
た
、
活
字
の
形
を
と
っ
て
公
表
さ
れ
、

し
か
る
べ
き
評
価
を
う
け
て
こ
そ
、
当
の
者
が
研
究
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
段
階
ま
で
い
か
な
い
う
ち
は
、
い

く
ら
研
究
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
す
く
な
く
と
も
筆
者
と
し
て
は
措
信
し
な
い
。

右
の
よ
う
な
意
味
で
の
研
究
は
、
た
と
え
ば
、
学
部
学
生
向
け
の
民
法
の
講
義
(
す
な
わ
ち
教
育
)
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、

そ
こ
ま
で
い
え
な
い
と
し
て
も
、
教
育
に
よ
っ
て
(
教
育
を
す
る
か
ら
)
研
究
、
が
促
進
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
教
育
は
、
研
究
に
と
っ
て
阻
害

的
に
働
く
。
な
る
ほ
ど
民
法
の
特
定
の
一
部
分
を
研
究
す
る
場
合
に
も
、
民
法
全
般
に
つ
い
て
の
知
識
は
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
取
得
す
る
の
に
講

義
を
行
な
う
こ
と
は
寄
与
す
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
す
る
気
に
な
れ
ば
講
義
の
必
要
に
迫
ら
れ
な
く
て
も
民
法
全
般
に
つ
い
て
の
学
習
は
行
な
い
う

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
教
室
で
学
生
の
質
問
、
批
判
を
う
け
る
こ
と
が
研
究
に
寄
与
す
る
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
も
否
で
あ
る
。
例
外
も
あ
ろ
う
け
れ
ど

も
、
研
究
に
つ
い
て
は
学
生
の
質
問
、
批
判
が
寄
与
す
る
と
い
う
こ
と
は
期
待
さ
れ
な
い
。
彼
ら
が
寄
与
す
る
と
す
れ
ば
、
学
問
の
姿
勢
と
い
っ
た
も

の
に
つ
い
て
の
疑
問
(
だ
れ
の
た
め
の
学
問
か
と
い
う
よ
う
な
類
の
)
を
提
起
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
に
直
接
的
に
は
結

び
つ
か
な
い
。
学
生
の
提
起
す
る
よ
う
な
質
問
、
批
判
に
出
会
い
た
い
の
な
ら
、
学
界
向
け
に
発
表
す
れ
ば
ま
に
あ
っ
て
お
つ
り
が
く
る
は
ず
で
あ
る

し
、
学
問
の
姿
勢
い
か
ん
と
い
う
疑
問
に
し
て
み
て
も
、
な
に
も
学
生
の
み
が
提
起
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
学
者
の
間
で
も
古
く
か
ら
問
題
と
さ

れ
て
き
て
お
り
、
実
際
に
研
究
を
行
な
う
場
合
(
解
釈
論
を
主
張
す
る
場
合
の
ご
と
し
〉
に
、
当
の
研
究
者
は
お
そ
ら
く
考
え
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う

(
東
大
大
学
改
革
準
備
調
査
会
本
委
員
会
「
大
学
に
お
け
る
学
生
の
役
割
と
権
利
」
一
九
頁
は
、
学
部
学
生
の
こ
の
点
に
お
け
る
役
割
を
高
く
買
っ
て
い

る
が
、
筆
者
は
そ
う
は
思
え
な
い
)
。
要
す
る
に
、
他
の
学
問
領
域
あ
る
い
は
他
人
は
い
ざ
知
ら
ず
、
筆
者
に
関
す
る
限
り
、
研
究
が
教
育
に
よ
っ
て

促
進
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
く
(
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
)
、
後
者
は
前
者
に
と
っ
て
阻
害
的
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
。

教
育
は
、
研
究
な
く
し
て
も
行
な
い
う
る
の
で
あ
る
。
民
法
の
全
領
域
に
わ
た
っ
て
研
究
す
る
(
論
文
・
資
料
を
作
成
す
る
)
な
ど
と
い
う
こ
と
は
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説論

今
日
お
そ
ら
く
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
う
だ
が
、
教
育
は
可
能
で
あ
る
。
教
育
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
当
の
領
域
に
つ
い
て
一
個
だ

に
論
文
・
資
料
を
作
成
し
た
こ
と
が
な
く
と
も
、
従
来
の
学
問
水
準
を
伝
え
(
た
ん
に
伝
え
る
の
で
な
く
批
判
も
加
え
て
て
学
生
の
知
識
を
増
す
と
と

も
に
、
思
考
能
力
を
み
が
く
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
(
こ
の
よ
う
な
作
業
を
「
教
育
」
と
筆
者
は
呼
ぶ
〉
は
な
し
う
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
な
さ
ね

ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
現
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
作
業
は
、
研
究
と
は
称
し
が
た
く
、
教
育
、
教
師
に
と
っ
て
の
勉

強
、
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
に
述
べ
て
お
こ
う
。
筆
者
が
「
教
育
」
と
呼
ぶ
の
は
、
右
の
ご
と
き
作
業
を
さ
す
の
で
あ
っ
て
、
大
学
教
師
は
研
究
の
ほ
か
に
「
教
育
」
と

し
て
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
し
て
い
れ
ば
、
十
分
合
格
な
の
で
あ
っ
て
(
ほ
か
に
学
内
行
政
負
担
が
あ
る
が
そ
れ
も
最
小
限
ぎ
り
ぎ
り
に
限
る
べ
き
で
あ

る
〉
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
す
る
必
要
も
な
く
、
む
し
ろ
す
べ
き
で
な
く
、
す
る
く
ら
い
の
暇
が
あ
れ
ば
「
研
究
」
「
教
育
」
に
は
げ
む
べ
き
な
の
で
あ

る
。
学
生
の
身
上
相
談
だ
の
、
就
職
の
世
話
だ
の
、
生
活
保
障
だ
の
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
治
療
だ
の
、
政
治
的
意
見
の
主
張
を
き
く
こ
と
だ
の
、
な
ん
ら
大

学
教
師
の
負
う
べ
き
責
務
の
う
ち
に
は
い
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
生
活
保
護
制
度
へ
委
ね
る
か
、
精
神
病
医
へ
委
ね
る
か
、

ひ
と
り
で
放
置
し
て
お
く
か
、
の
い
ず
れ
か
で
た
り
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
面
倒
を
み
な
い
教
師
が
い
る
か
ら
と
い
っ
て
彼
が
教
師
の
責
任
を
果
し

て
い
な
い
と
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
重
ね
て
い
う
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
す
る
暇
が
あ
る
な
ら
、
「
研
究
」
(
加
え
て
「
教
育
」
〉
を
す
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
れ
こ
そ
余
人
に
か
わ
ら
せ
え
ぬ
大
学
教
師
の
第
一
の
責
任
な
の
で
あ
る
。

研
究
と
教
育
と
は
、
密
接
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
主
張
も
(
筆
者
に
と
っ
て
最
も
手
近
な
も
の
と
し
て
は
、
前
注
で
引
用
し
た
資
料
三
五
頁

な
ど
は
そ
の
趣
旨
に
読
め
る
。
北
大
改
革
調
査
専
門
委
員
会
・
北
海
道
大
学
改
革
調
査
報
告
四
|
五
頁
は
、
一
応
「
研
究
と
教
育
の
一
体
化
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
て
述
べ
て
い
る
が
、
研
究
と
教
育
の
一
体
化
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
れ
は
可
能
か
、
望
ま
し
い
か
、
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
ま
た
、
向
報
告
二
二
頁
で
は
、
教
養
教
育
に
お
け
る
研
究
・
教
育
の
一
体
化
は
、
大
学
に
お
い
て
不

可
欠
で
あ
り
、
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
趣
旨
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
)
耳
に
す
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
。
密
接
不
可
分
だ
と
い

え
ば
(
用
語
し
だ
い
に
よ
り
)
い
え
な
く
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
問
題
は
、
密
接
不
可
分
で
あ
る
に
せ
よ
、
相
互
促
進
の
関
係
な
の
か
そ
う
で
な
い
の

か
と
い
っ
た
点
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
答
え
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
筆
者
に
と
っ
て
は
、
教
育
は
研
究
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス

で
あ
る
。
民
法
全
般
を
学
習
す
る
と
い
っ
て
も
講
義
の
必
要
に
で
も
迫
ら
れ
な
い
限
り
は
実
行
す
る
気
に
な
か
な
か
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
け

れ
ど
も
、
そ
れ
は
事
実
の
問
題
で
し
か
な
く
、
原
理
上
、
民
法
全
般
を
学
習
す
る
に
は
講
義
の
必
要
が
あ
る
場
合
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

民
法
全
般
の
学
習
と
講
義
の
必
要
と
は
常
に
結
び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
。
研
究
の
必
要
上
、
民
法
全
般
の
学
習
を
す
る
(
し
な
お
す
)
必
要
が
あ
る
と

~ 
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考
え
れ
ば
、
そ
の
研
究
者
は
お
そ
ら
く
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
講
義
の
進
捗
状
況
だ
の
、
扱
う
程
度
だ
の
と
い
っ
た
こ
と
を
顧
慮
し
な

い
で
、
自
己
の
必
要
の
み
に
照
合
し
て
進
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
方
、
が
は
る
か
に
彼
に
と
っ
て
は
合
目
的
的
な
の
で
あ
る
。
講
義
を
行
な
っ
て
い
る

過
程
で
、
論
文
の
テ
|
マ
を
見
出
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
テ
l
マ
を
発
見
す
る
場
合
は
、
講
義
の
過
程
よ
り
も
、
よ
り
一
そ
う
密
度
の
濃
い

議
論
の
さ
れ
る
判
例
研
究
会
と
か
、
さ
ら
に
は
法
律
相
談
の
方
が
は
る
か
に
多
い
の
で
あ
る
。
か
く
考
え
る
な
ら
ば
、
教
育
が
研
究
に
寄
与
す
る
な
ど

と
い
う
こ
と
は
過
言
で
あ
ろ
う

0

・
そ
れ
で
も
な
お
、
筆
者
と
同
じ
学
問
領
域
の
学
徒
に
し
て
教
育
が
研
究
に
貢
献
す
る
と
い
う
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者

は
用
語
法
(
そ
の
適
否
も
吟
味
さ
る
べ
き
で
あ
る
)
が
筆
者
と
異
な
る
か
、
あ
る
い
は
用
語
法
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
事
実
と
願
望
と
の
混
同
を
き
た
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

教
育
は
研
究
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
筆
者
に
と
っ
て
は
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
教
育
を
な
い
が
し
ろ

に
せ
よ
、
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
筆
者
が
い
い
た
い
の
は
こ
う
で
あ
る
。
他
人
(
あ
る
い
は
他
の
学
問
領
域
〉
は

と
も
か
く
、
筆
者
に
と
っ
て
は
、
研
究
と
教
育
の
一
体
性
だ
の
両
者
密
接
不
可
分
だ
の
と
い
わ
れ
て
も
そ
の
意
味
が
よ
く
わ
か
り
か
ね
る
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
が
教
育
は
研
究
を
促
進
す
る
(
研
究
に
寄
与
す
る
)
と
で
も
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
と
う
て
い
承
服
し
が
た
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
議

論
は
、
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
な
議
論
が
妥
当
性
を
も
っ
学
問
領
域
に
お
け
る
議
論
を
、
ひ
き
う
つ
し
て
き
た
一
種
の
効
験
あ
ら
た
か
な
呪
文
な
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
ひ
と
こ
ろ
だ
け
に
せ
よ
、
研
究
と
教
育
の
一
体
だ
の
密
接
不
可
分
だ
の
、
そ
の
意
味
、
そ
の
妥
当
性
が
十
分
検

討
も
さ
れ
ず
に
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
思
え
ば
(
筆
者
じ
し
ん
そ
う
で
な
か
っ
た
と
は
い
い
き
れ
ぬ
)
、
こ
の
呪
文
も
一
応
の
効
果
を
発
揮
し
え
た
と
も

い
え
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
の
別
文
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
考
え
る
。
か
か
る
程
度
の
明
文
に
ひ
っ
か
か
る
の
も
重
過
失
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
時
間

の
空
費
と
い
う
点
だ
け
か
ら
い
っ
て
も
、
か
か
る
別
文
を
も
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
は
全
く
も
っ
て
迷
惑
千
万
で
あ
る
。

研
究
と
教
育
と
は
、
「
密
接
不
可
分
」
ど
こ
ろ
か
、
「
可
分
」
な
の
で
あ
り
、
「
J

密
接
」
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
、
と
さ
え
い
い
た
い
。
こ
ん
な
こ
と
を

い
う
こ
と
じ
た
い
(
用
語
の
定
義
を
省
い
て
〉
、
無
意
味
な
の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
い
っ
て
お
く
。
研
究
と
教
育
と
が
密
接
不
可
分
だ
か
ら
大
学
の
教
師

は
(
す
く
な
く
と
も
筆
者
は
〉
教
育
に
従
事
す
る
(
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
)
の
で
は
わ
い
。
両
者
は
別
も
の
で
あ
っ
て
、
後
者
は
前
者
に
と
っ
て
マ
イ

ナ
ス
の
作
用
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
場
合
に
よ
っ
て
は
プ
ラ
ス
の
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
る
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
教
育
負
担
が
過
大
に
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
研
究
は
で
き
な
く
な
り
(
そ
れ
は
ま
た
、
研
究
者
が
離
散
し
、
集
ま
ら
な
く
な
る
原
因
に
も
な
る
)
、
教

師
の
覇
気
に
も
影
響
し
、
ひ
い
て
は
教
育
へ
の
熟
も
う
す
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
研
究
し
な
い
と
よ
い
教
育
が
で
き
ぬ
と
い
う

こ
と
は
一
応
了
解
し
う
る
。
研
究
者
が
教
育
に
従
事
す
る
の
が
適
当
だ
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
研
究
し
な
い
と
教
育
が
そ
も
そ
も
で
き
ぬ
と
い
う
こ
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と
は
あ
る
ま
い
。
ま
る
で
研
究
を
し
て
い
な
い
者
で
も
教
育
は
き
ち
ん
と
で
き
る
。
教
室
で
学
生
を
た
く
み
に
ひ
き
つ
け
て
、
基
礎
的
知
識
を
学
生
に

き
ざ
み
こ
む
こ
と
に
た
け
た
者
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
研
究
は
し
て
い
る
が
教
育
に
関
し
て
は
話
し
方
ひ
と
つ
に
し
て
か
ら
が
な
っ
て
い
な
く
て
と
う
て

い
合
格
線
に
達
じ
な
い
者
も
あ
ろ
う
(
プ
ラ
ツ
サ
前
掲
・
法
時
二
六
巻
一
一
号
八
七
頁
末
段
参
照
)
。
教
育
は
研
究
者
が
担
当
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も

あ
る
が
、
研
究
者
が
担
当
す
る
か
ら
と
い
っ
て
教
育
に
熱
が
は
い
る
か
ど
う
か
保
証
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
に
よ
れ
ば
、
教
育
は
研
究
の
こ
と
は
度

外
視
し
て
教
育
に
た
け
た
人
が
担
当
す
べ
き
で
あ
る
(
そ
う
い
う
人
は
同
時
に
研
究
者
で
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
う
で
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
た
け
て

い
る
い
な
い
を
区
別
す
る
方
法
は
さ
し
当
っ
て
存
し
な
い
か
ら
、
現
段
階
で
は
、
全
教
師
が
教
育
を
担
当
し
、
他
方
、
研
究
に
専
念
し
う
る
時
聞
を
確

保
す
る
た
め
に
、
何
年
お
き
か
に
、
研
究
専
念
期
聞
を
与
え
る
こ
と
に
す
る
ほ
か
あ
る
ま
い
)
。

研
究
と
教
育
と
は
別
も
の
で
あ
り
、
一
人
の
教
師
に
つ
い
て
い
え
ば
、
研
究
は
教
育
に
対
し
て
よ
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
多
い
と
は
い
え
る
け
れ
ど

も
(
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
は
い
え
ま
い
)
、
お
よ
そ
研
究
な
く
し
て
(
研
究
を
し
な
く
て
は
〉
教
育
し
え
ぬ
(
ょ
く
で
き
ぬ
〉
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
教
育

は
研
究
に
対
し
て
、
阻
害
一
的
に
働
く
こ
と
が
多
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
よ
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
う
る
も
の
で
し
か
な
く
、
教
育
な
く
し
て

(
教
育
を
し
な
く
て
は
)
研
究
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
研
究
者
と
教
育
担
当
者
と
の
一
致
不
一
致
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
研
究
者
す
な
わ

ち
教
育
担
当
者
と
し
て
適
任
と
は
い
い
き
れ
な
い
(
適
任
と
い
え
る
に
し
て
も
、
上
級
学
年
向
け
に
は
適
任
だ
が
、
下
級
学
年
向
け
に
は
不
向
き
と
い

う
よ
う
な
段
階
も
あ
ろ
う
)
。
教
育
担
当
者
(
教
育
担
当
に
適
任
な
者
)
す
な
わ
ち
研
究
者
と
し
て
適
任
(
す
ぐ
れ
た
研
究
者
)
と
も
い
い
き
れ
な
い
。

教
育
は
研
究
者
が
担
当
す
べ
き
だ
と
い
う
に
し
て
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
意
味
は
な
く
、
あ
わ
せ
て
、
い
か
に
し
て
研
究
者
す
べ
て
を
教
育

に
熱
を
い
れ
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
か
、
教
育
に
熱
を
い
れ
る
い
れ
な
い
を
い
か
に
し
て
判
定
す
る
か
、
教
育
に
熱
を
い
れ
な
い
場
合
ど
の
よ
う
な
制
裁

を
う
け
る
べ
き
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
ま
で
、
一
言
及
し
し
か
る
べ
き
提
言
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。

研
究
と
教
育
と
は
密
接
不
可
分
云
々
、
と
い
う
場
合
に
、

ω「
研
究
」
「
教
育
」
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語
の
定
義
づ
け
い
か
に
、
川
W
伽
間
接
不
可
分
と
は
ど
の

よ
う
な
意
味
な
の
か
、

ω密
接
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
の
か
、
密
接
不
可
分
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
か
、
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ωに
つ
い
て
は
、
筆
者
な
り
の
用
語
理
解
(
用
語
法
)
を
既
に
示
し
て
お
い
た
。
筆
者
の
用
語
法
は
あ
ま
り
に
常
識
的
す
ぎ
る
ほ
ど
で
は
な
い
か
と
危
倶

す
る
が
、
現
段
階
で
は
、
こ
の
用
語
法
が
妥
当
と
考
え
る
。

ωに
つ
い
て
は
、
研
究
教
育
の
相
互
関
係
の
問
題
い
か
に
、
さ
ら
に
い
え
ば
両
者
相
互
に

促
進
し
あ
う
も
の
な
の
か
(
と
り
わ
け
研
究
が
教
育
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
か
ど
う
か
〉
、
と
い
う
こ
と
が
中
心
論
点
で
あ
っ
て
、
「
研
究
と
教
育
と
は

密
接
不
可
分
云
々
」
を
肯
定
す
る
論
者
は
、
右
論
点
に
対
し
て
肯
定
的
な
回
答
を
与
え
る
も
の
と
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
反
対
の
見

解
を
採
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ωは
ど
う
か
。
実
は
、
筆
者
は
、
右
に
述
べ
て
き
た
限
り
で
は
、
密
接
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不
可
分
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
前
提
に
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
密
接
不
可
分
で
あ
る
日
研
究
と
教
育
と
は
相
互
促
進
の
関
係
(
と
り
わ
け
研
究
か
教
育

に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
)
に
あ
る
、
と
い
う
主
張
を
前
提
に
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
筆
者
は
か
か
る
主
張
に
対
し
て
反
対
の
立
場
を
採
る
も
の
で
あ
る
こ

と
も
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
す
く
な
く
と
も
筆
者
に
関
す
る
限
り
、
事
実
に
反
す
る
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
密
接
不
可
分
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
筆
者
は
消
極
で
あ
る
。
す
く
な
く

と
も
筆
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
研
究
と
教
育
と
は
実
際
上
、
密
接
不
可
分
(
相
互
促
進
)
に
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
(
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
「
ベ
き
一

だ
」
と
い
う
主
張
は
お
よ
そ
実
現
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
理
想
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
)
。
「
べ
き
だ
」
と
い
う
主
張
は
、
た
ん
に
理
想
を
掲
げ
て
い

る
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
て
、
密
接
不
可
分
で
あ
り
う
る
の
に
、
実
際
は
そ
う
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
是
正
す
る
べ
き
だ
、
と
い
う
主
張
を
ふ
く
ん

で
い
る
よ
う
に
う
け
と
れ
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
そ
も
そ
も
密
接
不
可
分
で
あ
り
う
る
と
い
う
前
提
じ
た
い
疑
わ
し
い
も
の
な
の
で
あ

る
。
筆
者
の
い
う
「
研
究
」

(
H
学
術
論
文
・
資
料
の
作
成
・
発
表
〉
を
行
な
う
に
は
、
そ
れ
相
当
の
時
聞
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
そ
れ
が
、
日
常
の
援
業
展
開
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
る
こ
と
も
い
う
を
ま
た
な
い
。
そ
し
て
、
先
述
し
た
と
お
り
、
授
業
を
展
開
し
た
か
ら
と

い
っ
て
、
研
究
上
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
は
期
待
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
研
究
と
教
育
を
密
接
不
可
分
の
関
係
に
立
た
し
め
よ
う
と
し
て
も
、

お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
民
法
の
一
ム
ハ
単
位
の
援
業
を
、
全
部
、
自
己
の
研
究
中
の

テ
l
マ
(
た
と
え
ば
時
効
)
に
つ
い
て
の
研
究
発
表
の
時
間
に
ふ
り
あ
て
て
し
ま
う
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
研
究
は
教
育
で
あ
り
、
教

育
は
す
な
わ
ち
研
究
で
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。
研
究
と
教
育
は
密
接
不
可
分
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
は
、
か
く
の
ご
と
き
民
法
の
特
殊
講
義

を
展
開
す
べ
し
、
そ
れ
の
み
(
そ
れ
の
み
が
研
究
と
教
育
の
密
接
不
可
分
を
実
現
し
う
る
か
ら
)
を
展
開
す
べ
し
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、

そ
う
す
れ
ば
、
研
究
と
教
育
の
密
接
不
可
分
と
い
う
こ
と
は
実
現
さ
れ
う
る
(
厳
密
に
い
え
ば
、
学
生
に
講
義
す
る
以
上
、
や
は
り
教
育
上
の
配
慮
を

こ
ら
さ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
手
間
だ
け
に
し
ろ
、
研
究
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
だ
と
い
え
る
)
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
教
育
上
の
責
任
と
い
う
問

題
が
他
面
で
も
ち
あ
が
る
。
そ
の
よ
う
な
特
殊
講
義
の
み
を
展
開
す
る
だ
け
で
(
そ
れ
は
「
教
育
」
を
し
て
い
る
と
は
い
え
る
が
)
、
「
民
法
」
を
教
え
る
責

任
(
こ
の
う
ち
に
は
民
法
に
つ
い
て
の
基
礎
的
知
識

l
判
例
も
ふ
く
め
て
ー
を
ひ
と
と
お
り
教
え
る
こ
と
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
)
を
全
う

し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
。
そ
の
責
任
上
、
広
く
民
法
各
領
域
に
つ
い
て
の
援
業
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
ら
(
現
段
階
で
は
、
特
殊
講
義

と
は
別
の
一
般
講
義
の
担
当
者
と
し
て
は
、
か
よ
う
な
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
|
「
べ
き
だ
」
と
い
う
主
張
に
し
た
が
っ
た
場
合
に
生
ず
る
結
果
と
し
て

の
特
殊
講
義
の
み
の
展
開
に
は
賛
成
し
え
な
い
)
、
研
究
と
教
育
の
密
接
不
可
分
と
い
う
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
将
来
は

い
ざ
知
ら
ず
、
一
般
講
義
を
す
る
こ
と
を
免
れ
ぬ
現
在
の
筆
者
に
と
っ
て
は
、
研
究
と
教
育
の
密
接
不
可
分
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
期
待
で
き
な
い
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こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
べ
き
だ
」
と
い
う
主
張
は
、
研
究
者
が
教
育
に
当
る
べ
き
だ
(
当
る
の
が
望
ま
し
い
)
と
い
う
主
張
を
ふ
く
む
よ
う
に
う
け
と

れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
筆
者
が
あ
ま
り
積
極
的
で
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
既
述
部
分
か
ら
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
筆
者
が
あ
ま
り
積
極
的
で
な

い
の
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
研
究
者
が
教
育
に
当
れ
ば
そ
れ
だ
け
研
究
を
阻
害
し
、
他
面
、
よ
い
教
育
が
な
さ
れ
る
保
証
も
な
く
、
往
々
に
し
て
、
研

究
・
教
育
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
結
果
に
終
り
か
ね
な
い
と
危
倶
す
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
の
ご
と
く
に
し
て
、
研
究
と
教
育
と
は
、
密
接
不
可
分
で
あ
る
、
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
は
、
事
実
に
反
し
、
あ
る
い
は
、
そ
の
主
張
に
し
た

が
っ
た
場
合
に
生
ず
る
結
果
も
是
認
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
筆
者
と
し
て
は
賛
成
し
が
た
い
。
筆
者
は
こ
の
両
者
は
可
分
で
あ
っ
て
、
実
際
上
は
さ

し
当
り
、
同
一
人
が
行
な
い
、
一
定
期
間
ご
と
に
、
一
定
期
間
の
研
究
専
念
期
闘
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
額
接
不
可
分
で
あ
る
(
あ
る
べ

き
だ
〉
と
い
う
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
は
、
研
究
専
念
期
聞
を
設
け
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
と
し
て
教
育
が
研
究
を
阻
害
す
る
以
上
は
、
そ

う
せ
ざ
る
を
え
ま
い
。
ま
た
、
密
接
不
可
分
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
を
実
現
し
う
る
方
策
も
た
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
(
先
述
の
ご
と
く
、
教
育
に

熱
心
に
な
ら
ぬ
研
究
者
を
い
か
に
し
て
熱
心
に
な
ら
せ
る
か
、
そ
の
方
策
〉
で
あ
ろ
う
。
な
に
ゆ
え
に
密
接
不
可
分
な
ど
と
主
張
す
る
の
か
、
ど
こ
に

実
益
が
あ
る
の
か
、
論
者
は
本
気
で
主
張
し
て
い
る
の
か
、
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ま
じ
っ
か
、
密
接
不
可
分
で
あ
る
(
あ
る
べ
き
だ
〉
な
ど
と
主

張
す
る
こ
と
は
、
事
実
に
お
い
て
研
究
が
が
ま
ん
な
ら
ぬ
く
ら
い
阻
害
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
削
減
、
研
究
時
間

の
失
地
回
復
の
要
求
を
抑
圧
す
る
機
能
を
事
実
上
(
論
理
上
そ
う
な
る
と
は
い
え
ぬ
に
し
て
も
〉
営
む
こ
と
に
も
な
り
は
す
ま
い
か
。
も
し
、
し
か
り

と
す
れ
ば
、
実
益
ど
こ
ろ
で
な
く
、
大
な
る
実
害
が
あ
る
。

教
育
は
研
究
に
と
っ
て
阻
害
的
に
作
用
す
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
大
学
の
教
師
(
そ
の
多
く
は
研
究
を
し
て
い
る
者
で
あ
ろ
う
)
が
教
育
に
従
事
す
る

(
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
)
の
か
。
そ
れ
は
、
教
育
、
が
彼
の
任
務
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
研
究
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
に
せ
よ
、
学
生
に
対
し
て

教
育
す
る
任
務
を
負
う
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
大
学
教
師
の
う
ち
に
は
、
そ
れ
を
果
す
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
る
者
が
多
数
存
す
る
の
で
あ
る
(
現
に
、

北
海
道
大
学
法
学
部
の
教
官
の
う
ち
に
は
、
教
養
部
学
生
を
対
象
に
す
る
個
人
的
な
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
有
し
て
い
る
教
官
も
あ
る
)
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
教
師
じ
し
ん
に
よ
っ
て
も
、
と
か
く
研
究
の
方
が
重
く
み
ら
れ
が
ち
な
の
は
、
従
来
、
教
育
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
は
、
研
究
に
対
す

る
そ
れ
に
比
べ
て
、
世
間
的
に
高
い
評
価
を
う
け
て
お
ら
ず
、
今
日
で
も
未
だ
そ
の
状
態
が
継
続
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
費
や
す
な
ら
ば
、
研
究
の
方
に
費
や
し
た
方
が
得
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ツ
サ
前
掲
・
法
時
二
六
巻
一
一
号
八
七

末
段
l
八
八
頁
は
興
味
深
い
)
。
一
般
的
、
傾
向
と
し
て
そ
う
な
れ
ば
、
た
ま
た
ま
教
育
の
方
に
熱
心
な
者
が
萱
場
す
れ
ば
、
教
育
上
の
負
担
は
彼
に

集
中
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
教
育
不
熱
心
の
ふ
り
だ
け
で
も
し
て
い
る
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
(
リ
l
ス
マ
ン
H

ジ
エ
ン
ク
ス
著
、

' 
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そ
れ
で
は
一
体
ど
う
す
れ
ば

(2)(完〉

国
弘
訳
、
大
学
革
命
二
八
二

i
二
八
三
頁
参
照
)
。
同
様
な
こ
と
は
学
内
行
政
の
負
担
に
つ
い
て
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

よ
い
か
。
筆
者
に
と
っ
て
も
さ
し
当
っ
て
解
答
は
な
い
。
今
後
、
模
索
し
た
い
。

教
育
以
外
の
仕
事
と
し
て
、
学
内
(
学
部
内
)
行
政
参
与
、
ア
ル
バ
イ
ト
(
他
大
学
へ
の
出
講
、
そ
の
他
の
教
育
機
関
へ
の
出
講
、
行
政
官
庁
の
依

嘱
に
応
ず
る
こ
と
、
講
演
、
原
稿
執
筆
)
を
挙
げ
う
る
。
こ
れ
ら
も
多
く
の
問
題
を
包
蔵
し
て
い
る
け
れ
ど
も
(
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
興
味
深
く
も
あ

る
が
て
こ
の
場
で
と
り
あ
げ
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
さ
し
当
つ
て
は
、
研
究
と
教
育
と
の
関
係
に
つ
い
て

T
一
目
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

(
行
ノ
三
)
こ
の
書
の
素
材
の
選
択
、
配
列
の
妙
に
つ
い
て
は
、
三
ヶ
月
・
書
評
・
田
中
英
夫
一
編
著
「
実
定
法
学
入
門
」
を
読
ん
で
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
一
一
八
号

四
六
頁
、
民
訴
研
究
第
三
巻
四

O
O頁
参
照
。

(
問
)
回
中
・
実
定
法
学
入
門
(
第
二
版
)
は
し
が
き
一
I
l
二
頁
に
よ
れ
ば
、
同
氏
の
授
業
は
、
主
た
る
対
象
学
生
を
法
学
部
経
済
学
部
進
学
者
(
一
年
生
〉

と
し
、
か
っ
、
法
と
は
何
ぞ
や
、
法
の
社
会
的
機
能
、
法
の
発
達
、
法
と
正
義
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
聴
講
済
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

(
円
)
実
定
法
の
面
倒
な
学
習
を
き
ら
う
と
い
う
点
で
は
、
法
学
部
進
学
者
と
て
も
同
じ
だ
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
法
学
部
へ
進
も
う
と
す

る
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
聞
に
は
、
面
倒
な
学
習
を
い
と
う
点
で
は
同
じ
と
い
っ
て
も
、
程
度
の
差
が
あ
り
は
す
ま
い
か
。
前
者
の
方
、
が
後
者
よ
り

も
い
と
い
方
、
が
す
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
し
か
し
、
筆
者
の
た
ん
な
る
願
望
で
し
か
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

(
却
)
筆
者
は
、
法
学
部
進
学
者
の
み
が
対
象
で
あ
っ
て
も
、
同
様
な
配
慮
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
く
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
配
慮
を

施
す
方
が
、
後
の
援
業
へ
の
参
加
意
欲
を
保
存
す
る
と
い
う
点
か
ら
、
適
当
(
安
全
)
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
生
の
判
例
を
あ
て
が
う
と
す
れ

ば
、
学
生
が
判
例
に
慣
れ
て
き
た
頃
を
み
は
か
ら
っ
て
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
筆
者
は
、
(
認
定
事
実
・
主
張
・
判
決
と
い
う
よ
う
に

整
理
の
さ
れ
た
も
の
で
な
い
)
生
の
判
例
を
学
生
に
あ
て
が
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
断
定
は
さ
し
ひ
か
え
た
い
。

(
初
ノ
ご
回
中
・
実
定
法
学
入
門
(
第
二
版
)
は
判
例
を
二
一
一
件
(
校
番
号
付
の
簡
単
な
記
載
の
も
の
を
除
け
ば
一
四
件
)
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
蕎
は

お
そ
ら
く
半
年
間
で
消
化
さ
れ
る
(
た
)
の
で
あ
ろ
う
(
同
書
は
し
が
き
一
頁
末
尾
、
田
中
・
前
掲
・
法
時
三
八
巻
一
な
号
四
頁
一
段
、
六
頁
末
段
注
参

照
)
。
半
年
間
で
二
一
件
と
い
う
数
は
手
ご
ろ
な
数
で
あ
ろ
う
。
判
例
に
慣
れ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
半
年
た
る
と
一
年
た
る
と
問
わ
ず
、
い
く
ら
す
く

な
く
と
も
、
一
五
|
二

O
件
ぐ
ら
い
の
判
例
に
接
す
る
必
要
が
あ
る
。
判
例
の
カ
パ

l
領
域
を
広
く
す
れ
ば
、
そ
の
く
ら
い
の
数
に
は
白
か
ら
達
す
る

で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
数
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
科
学
的
根
拠
を
示
し
え
な
い
の
で
、
つ
よ
く
主
張
す
る
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
た
い
。

慣
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
く
ら
い
は
こ
な
さ
な
く
て
は
(
そ
れ
も
入
念
に
検
討
し
て
)
な
る
ま
い
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

北海道大学教養部における「法学」の援業

北法21(4・45)641



説

(
引
)
こ
の
よ
う
に
い
う
の
は
、
注
(
日
〉
で
述
べ
た
乏
し
い
経
験
が
し
か
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
楽
観
的
す
ぎ
る
と
も
い
え
よ
う
が
。

(
包
)
こ
の
よ
う
な
不
満
を
、
全
学
生
の
う
ち
の
ど
れ
だ
け
の
者
が
本
気
で
抱
い
て
い
る
も
の
か
二
度
、
実
態
調
査
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
さ

ぃ
、
学
生
に
、
ど
の
科
目
の
(
教
師
は
だ
れ
で
て
ど
う
い
う
点
が
、
高
校
並
み
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
挙
げ
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う

で
な
い
と
、
不
満
が
根
拠
あ
る
も
の
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
し
、
不
満
に
対
し
て
教
師
が
反
論
す
る
気
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
教
育
科

目
の
授
業
内
容
が
高
校
の
く
り
返
し
な
の
で
、
退
屈
だ
と
い
う
不
満
が
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
(
立
命
館
大
学
法
学
部
調
査
委
員
会
の
同
大
学

法
学
部
教
育
に
関
す
る
学
生
実
態
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
般
教
育
科
目
に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
不
満
は
、
在
学
生
全
体
の
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

一
回
生
で
は
、
右
の
よ
う
な
不
満
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
対
し
、
高
校
と
ち
が
っ
て
お
も
し
ろ
い
と
い
う
回
答
が
、
一
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
(
立
命

館
法
学
七
八
・
七
九
号
二

O
四
頁
)
。
し
か
し
、
不
満
が
何
パ
ー
セ
ン
ト
あ
る
と
知
る
(
も
と
よ
り
第
一
歩
と
し
て
の
意
義
は
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
〕

だ
け
で
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
よ
り
細
か
く
具
体
的
に
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。

(
お
)
そ
の
ほ
か
注
(
同
)
も
参
照
。

(
M
)

こ
こ
で
一
言
追
加
し
て
お
き
た
い
。
「
精
想
」
の
第
一
目
標
は
学
生
の
問
題
処
理
能
力
の
開
発
に
あ
る
。
そ
の
問
題
処
理
能
力
が
ど
う
い
う
目
的
(
あ

る
い
は
ど
う
い
う
階
層
の
人
々
〉
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
れ
を
正
面
き
つ
て
は
と
り
あ
げ
な
い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
は
、

こ
の
間
題
は
、
判
例
に
つ
い
て
問
題
処
理
の
当
否
を
考
え
る
さ
い
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
公
害
、
社
会
保
障
、
長
期
の
刑
事
裁
判
等
の
判
例

に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
で
そ
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
こ
と
を
筆
者
は
む
し
ろ
望
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
と
す
れ

ば
こ
れ
ま
た
判
例
に
つ
い
て
考
え
さ
ぜ
る
さ
い
に
と
り
あ
げ
議
論
さ
せ
る
方
法
を
と
る
こ
と
が
、
「
法
律
学
は
だ
れ
の
た
め
に
奉
仕
す
べ
き
か
」
と
い
う

テ

1
7
で
講
義
し
た
り
、
あ
る
い
は
議
論
し
た
り
す
る
よ
り
も
、
一
そ
う
具
体
的
に
議
論
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
適
当
で
あ
ろ
う
。

(
お
〉
さ
し
当
っ
て
、
前
出
注
(
2
)
に
掲
げ
た
項
目
を
補
充
す
る
工
夫
を
こ
ら
す
ほ
か
、
よ
り
一
そ
う
容
易
に
着
手
し
う
る
仕
事
と
し
て
は
、
教
材
判
例
の

さ
し
か
え
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
判
例
を
捨
て
る
か
ま
で
は
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
が
、
国
際
裁
判
例
を
一
件
、
「
教
科
書
判
決
」
(
東
京
地

裁
昭
和
四
五
年
七
月
一
七
日
判
決
判
時
六

O
四
号
二
九
頁
)
を
新
し
く
教
材
判
例
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
中
心
項
目
、

付
随
項
目
等
い
か
ん
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
説
明
す
る
ま
で
の
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
省
略
し
て
お
く
。
「
教
科
書
判
決
」
は
、
筆
者

の
「
構
想
」
の
も
と
で
の
教
材
判
例
を
ひ
と
と
お
り
準
備
し
終
っ
た
後
に
笠
場
し
た
の
で
、
「
構
想
」
か
ら
は
ひ
と
ま
ず
脱
落
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も

の
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
右
判
決
は
、
諸
々
の
意
味
に
お
い
て
、
教
材
判
例
と
し
て
適
格
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
教
材
判
例
の
さ
し
か
え
の
み

な
ら
ず
、
参
考
文
献
の
補
訂
も
つ
ね
づ
ね
心
が
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
、
設
問
の
仕
方
の
補
訂
、
設
問
の
さ
し
か
え
と
い
う

論

• 
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ー
を
番
号
帯
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i
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j
i
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1
j
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;
g
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a
?
を

2
4
1
4
1

こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
後
掲
の
サ
ン
プ
ル
に
し
て
も
、
暫
定
的
な
も
の
で
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。

...L.. 
/、

筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
授
業

前
項
五
で
述
べ
た
こ
と
は
、
筆
者
の
将
来
の
授
業
「
構
想
」
で
あ
る
。
筆
者
は
従
前
ど
の
よ
う
な
授
業
を
展
開
し
て
き
た
の
か
。
そ
れ

を
本
項
で
述
べ
よ
う
。
従
前
の
授
業
と
「
構
想
」
と
は
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
。
筆
者
が
従
前
援
業
に
お
い
て
学
生
に
接
触
し
た

経
験
に
照
ら
し
て
(
そ
れ
は
数
値
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、

い
わ
ば
勘
、
感
じ
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
)
、
筆
者
の
構
想

(2)(完〉

も
推
進
・
発
展
さ
せ
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
面
が
あ
り
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
筆
者
の
構
想
と
従
前
の
授
業
と
は
密
接
に
関
連
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
授
業
に
お
け
る
学
生
の
反
応
|
授
業
後
の
質
問
の
数
・
内
容
、

に
よ
り
、
あ
る
い
は
、
教
師
の
発
言
内
容
・

北海道大学教養部における「法学」の授業

設
問
の
趣
旨
を
す
ぐ
に
は
わ
か
り
か
ね
、
当
惑
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
な
ど
i
に
接
し
て
、

と
り
あ
げ
る
内
容
の
適
否
を
反
省
さ

せ
ら
れ
た
り
、
設
問
の
つ
く
り
方
に
一
工
夫
こ
ら
す
必
要
の
あ
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
り
し
な
が
ら
、
そ
の
つ
ど
、

ノ
ー
ト
に
改
訂

を
加
え
る
(
も
と
よ
り
、

か
よ
う
な
こ
と
は
、
科
目
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
ろ
う
)
、
こ
の
よ
う
な
過
程

か
ら
、
筆
者
の
構
想
は
得
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

筆
者
の
「
こ
れ
ま
で
の
援
業
」
と
し
て
以
下
述
べ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
筆
者
が
過
去
三
回
行
な
っ
た
授
業
の
う
ち
の
最
後
の
も
の
で

あ
っ
て
、
「
構
想
」
は
ま
す
ま
す
も
っ
て
浅
い
経
験
を
土
台
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
北
海
道
大
学
教
養
部
に
お
い
て

「
法
学
」
の
授
業
を
過
去
三
回
担
当
し
て
き
た
と
述
べ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
授
業
担
当
の
経
験
と
い
え
ば
、
自
己
所
属
の
大
学
以
外
の
大
学

の
教
養
課
程
に
お
い
て
も
、
「
法
学
」
を
担
当
し
た
こ
と
が
あ
り
、

ま
た
、
現
在
も
担
当
し
つ
つ
あ
り
、
そ
こ
で
の
授
業
に
お
け
る
学
生
の

反
応
か
ら
も
、
有
益
な
示
唆
を
う
け
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
他
大
学
に
お
け
る
筆
者
の
援
業
は
現
在
担
当
し
つ
つ
あ
る
も
の
を
ふ
く
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説

そ
の
う
ち
、
筆
者
の
「
構
想
」
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
も
の
は
現
在
担
当
中
の
も
の
で
あ
る
。
筆
者
が
自
己
所

め
て
計
二
回
で
あ
り
、

属
の
大
学
の
教
養
部
に
お
い
て
展
開
し
た
援
業
と
所
属
外
の
大
学
の
教
養
課
程
に
お
い
て
展
開
し
た
援
業
と
で
は
、
内
容
・
方
式
い
ず
れ

論

に
お
い
て
も
、
差
は
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
、
後
者
の
授
業
の
方
が
時
期
的
に
後
の
た
め
に
(
そ
れ
に
、
大

学
紛
争
に
よ
る
支
障
、
中
断
も
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
)
、
内
容
(
カ
バ
ー
す
る
法
領
域
の
拡
張
、

設
問
数
の
増
加
、

質
問
内
容
の

改
訂
、
「
説
明
」
の
修
正
、
参
考
文
献
の
補
充
)
に
お
い
て
(
方
式
に
変
更
は
な
い
が
〉
幾
分
か
改
良
を
施
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
る
。
こ

れ
か
ら
以
下
述
べ
る
こ
と
は
、
両
者
の
授
業
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
援
業
は
、
章
別
テ

1
マ
、
教
材
判
例
、
中
心
項
目
、
付
随
項
目
、
設
問
、
説
明
、
参
考
文
献
、

い
ず
れ
に
お
い
て

も
、
前
項
五
に
お
い
て
述
べ
た
も
の
と
ほ
ぼ
等
じ
い
。
差
異
は
次
の
点
に
あ
る
。

第
一
に
、
援
業
の
方
式
に
関
す
る
。
「
構
想
」
で
は
、
教
材
判
例
を
一
定
期
間
前
に
学
生
に
配
付
し
て
、
予
習
の
便
に
供
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
配
付
・
予
習
と
い
う
方
式
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

一
部
は
、
筆

ま
た
一
部
は
、
印
刷
・
配
付
の
う
え
で
障
碍
(
金
と
手
間
)
が
あ
っ
た
ハ
あ
る
)
こ
と
(
北
海

道
大
学
教
養
部
に
つ
い
て
い
え
ば
、
大
学
紛
争
に
遭
遇
し
、
印
刷
・
配
付
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

者
の
原
稿
作
成
が
ま
に
あ
わ
な
か
っ
た
こ
と
、

る。
筆
者
は
、
実
際
の
援
業
を
次
の
よ
う
に
進
め
る
。
す
な
わ
ち
、

ま
ず
、
判
例
の
認
定
事
実
、
当
事
者
の
主
張
、
裁
判
所
の
判
断
を
、
黒

板
に
図
示
を
伴
い
な
が
ら
紹
介
す
る
。
そ
の
さ
い
の
詳
し
さ
の
程
度
は
、
予
め
教
材
判
例
を
印
刷
・
配
付
し
て
お
く
場
合
に
比
べ
て
、
低

い
も
の
と
な
る
。
予
め
印
刷
・
配
付
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
詳
密
な
記
載
を
し
て
お
い
て
も
、
時
聞
を
か
け
て
読
ん
で
く
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
の
で
、
別
段
支
障
は
な
く
ま
た
詳
密
な
記
載
を
施
し
て
学
生
の
予
習
の
素
材
を
豊
か
に
す
る
べ
き
だ
と
も
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
授
業
に
お
い
て
い
き
な
り
判
例
の
認
定
事
実
等
を
紹
介
す
る
場
合
に
は
、
学
生
の
理
解
力
を
そ
う
で
な
い
場
合
よ
り
も
一
そ
う
考
慮

車
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し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
詳
密
さ
の
程
度
を
低
め
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

た
ん
に
事
件
の
文
字
ど
お
り
の
骨

子
の
み
を
紹
介
す
る
に
止
ま
る
の
で
は
な
い
。
認
定
事
実
を
場
合
に
よ
っ
て
は
末
節
の
事
実
も
捨
て
な
い
で
紹
介
し
、
次
い
で
、
請
求
の

趣
旨
、
請
求
の
原
因
、
答
弁
、
各
審
級
の
判
断
を
述
べ
、
裁
判
用
語
(
た
と
え
ば
「
主
文
」
「
棄
却
」
「
大
法
廷
」
「
請
求
の
趣
旨
」
「
請
求

の
原
因
」
等
々
)
に
つ
い
て
も
説
明
し
ハ
そ
の
つ
ど
、
あ
る
い
は
、
後
に
ま
と
め
て
説
明
す
る
)
、
訴
訟
と
い
う
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
が
な
る

ベ
く
鮮
明
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
努
め
る
。
一
ニ

O
分
か
ら
い
く
ら
長
く
と
も
四

O
分
あ
れ
ば
、
以
上
の
作
業
は
終
る
。
次
い
で
、
当
の
事
件
に

関
連
し
て
必
要
と
思
わ
れ
る
事
項
(
た
と
え
ば
不
法
行
為
の
事
件
を
扱
っ
た
場
合
に
は
、
不
法
行
為
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
に
つ
い
て
説

明
す
る
必
要
が
あ
る
〉
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
こ
の
説
明
も
で
き
る
限
り
簡
略
に
す
ま
せ
る
こ
と
と
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
参
考
文
献
を

(2)(完〉

指
示
す
る
に
止
め
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
説
明
に
は
一

O
l
一
五
分
位
の
時
聞
を
あ
て
る
。
続
い
て
設
問
に
は
い
る
。
設
聞
を
一
間
ず
つ

そ
の
趣
旨
を
説
明
し
場
合
に
よ
っ
て
適
当
な
示
唆
を
与
え
る
。
最
後
に
、
参
考
文
献
を
指
摘
し
て
援
業
を
終
る
。
設
聞
に
つ
い
て

の
趣
旨
、
説
明
、
示
唆
に
お
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
論
点
の
指
摘
に
止
め
、
教
師
の
答
、
立
場
を
明
ら
か
に
は
し
な
い
で
お
く
。

右
の
よ
う
な
援
業
は
、
「
構
想
」
(
こ
れ
は
予
習
主
義
と
で
も
い
い
う
る
)
と
は
正
反
対
の
復
習
主
義
と
で
も
い
え
る
や
り
方
に
な
っ
て

述
べ
、

北海道大学教養部における「法学」の授業

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
筆
者
に
と
っ
て
不
本
意
な
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
先
述
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
、

右
の
よ
う
な
授
業
を
展
開
し
て
き
た
。

第
二
に
、
と
り
扱
っ
た
(
と
り
扱
う
〉
教
材
判
例
の
数
が
す
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
授
業
を
行
な
っ
て
み
る
と
、

の
授
業
に
お
い
て
一
件
を
消
化
す
る
の
が
常
態
で
あ
っ
て
、
例
外
的
に
二
件
消
化
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
構
想
」
の
よ
う
に
、
予
め
印
刷
・

配
付
↓
討
論
と
い
う
方
式
で
な
ら
ば
と
も
か
く
、
こ
れ
ま
で
の
授
業
の
よ
う
に
事
件
の
紹
介
を
行
な
う
方
式
で
は
、
事
件
の
紹
介
に
時
間

が
か
か
っ
て
し
ま
い
、
二
件
消
化
は
例
外
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
と
り
あ
げ
え
た
判
例
の
数
も
年
間
二
五
件
に
止
ま
り
、

そ
れ
に
加
え
て
講
義
を
二
回
〈
司
法
制
度
の
問
題
点
に
つ
い
て
)
行
な
っ
た
(
こ
れ
は
紛
争
中
の
北
海
道
大
学
教
養
部
の
場
合
で
あ
っ
寸
サ 回
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説

現
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
援
業

i
他
大
学
に
お
け
る
筆
者
の
援
業

l
に
お
い
て
は
、
講
義
方
式
を
斥
け
て
、
判
例
を
教
材
に
し
て
設
聞
を
配

置
す
る
や
り
方
で
一
貫
し
て
み
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
章
に
よ
っ
て
は
、
省
略
さ
れ
る
判
例
も
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
〉
。
な

論

ぉ
、
教
材
判
例
の
カ
バ
ー
す
る
個
別
実
定
法
領
域
に
つ
い
て
い
え
ば
、
筆
者
の
専
攻
と
の
関
係
上
、

い
き
お
い
民
法
が
主
流
と
な
る
け
れ

ど
も
、
民
法
に
限
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
限
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
す
く
な
い
な
が
ら
も
他
の
法
領
域
(
労
働
法
、
行
政
法
、
刑
法
の

ご
と
し
)
も
と
り
あ
げ
る
。

第
三
に
、
試
験
が
問
題
と
な
る
。
試
験
は
年
一
回
、
学
年
末
に
行
な
っ
た
。
現
に
進
行
中
の
他
大
学
の
授
業
に
つ
い
て
も
、
試
験
の
と

り
扱
い
は
同
様
に
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
試
験
問
題
は
二
題
か
ら
な
り
、
二
題
と
も
に
解
答
を
要
求
し
た
。

い
ず
れ
の
問
題
も
ケ
l
ス
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
事
実
、
当
事
者
の
主
張
、
を
詳
し
く
示
し
て
、

い
ず
れ
の
当
事
者
を
勝
た
せ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は

一
方
の
当
事

者
の
弁
護
人
の
立
場
か
ら
論
ぜ
よ
、

と
い
う
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
問
題
も
お
ぼ
え
こ
ん
で
き
た
知
識
を
吐
き
出
せ
ば
た
り
る

と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
平
常
の
援
業
に
出
席
し
ケ
l
ス
に
つ
い
て
考
え
る
訓
練
を
積
ん
で
き
た
学
生
が
、
そ
の
訓
練
の
成
果
を
生
か
す

こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
筆
者
の
意
図
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

問
題
の
内
容
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
聞
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
或
る
女
ハ
未
婚
、
二

O
才
)
に
対
し
或
る
男
が
、
現
在
不
和
で
別
居
中

(
四
年
経
過
)
の
妻
と
離
婚
し
て
結
婚
す
る
と
話
を
も
ち
か
け
、
そ
の
女
を
だ
ま
し
て
同
棲
関
係
に
は
い
っ
て
か
ら
妻
と
離
婚
も
せ
ず
に
二

や
は
り
妻
の
方
、
が
よ
い
と
思
い
返
し
、
女
に
は
別
に
男
が
い
る
と
い
い
が
か
り
を
つ
け
て
女
に
対
し
別
れ
話
を
も
ち

年
間
経
過
し
た
後
、

出
し
、

よ
り
つ
か
な
く
な
っ
た
の
で
、
女
は
や
む
な
く
別
れ
る
こ
と
を
決
心
し
、
手
切
金
と
し
て
四

O
O万
円
(
慰
籍
料
を
ふ
く
め
〉
を

請
求
し
た
と
こ
ろ
、
男
が
全
く
と
り
あ
わ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
女
が
一
暴
力
団
員
に
依
頼
し
て
、
男
を
呼
び
出
し
、
そ
の
暴
力
団
員
と

も
ど
も
男
を
な
ぐ
り
つ
け
、
全
治
一
カ
月
の
傷
を
負
わ
せ
て
「
ふ
く
し
ゅ
う
」
し
た
う
え
、
金
四

O
O万
円
支
払
え
と
請
求
し
て
い
る
。

男
の
弁
護
人
と
な
っ
た
と
仮
定
し
て
、
男
の
た
め
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
論
ぜ
よ
。
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ま
た
、
も
う
一
問
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
市
に
土
地
買
収
の
計
画
が
あ
る
と
聞
き
こ
ん
だ
男
が
、
自
己
の
所
有
地
を
高
価
に
買
収
さ
れ
ん

こ
と
を
望
み
、
市
の
担
当
官
に
運
動
費
と
し
て
五

O
万
円
交
付
し
、
別
に
礼
金
と
し
て
二

O
万
円
を
交
付
し
た
。
と
こ
ろ
が
担
当
官
は
別

段
運
動
も
せ
ず
、
受
け
と
っ
た
金
を
生
活
費
に
あ
て
て
し
ま
い
、
市
の
買
収
も
右
の
男
の
土
地
に
つ
い
て
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
右
の
男

か
ら
担
当
官
に
対
し
て
授
受
し
た
七

O
万
円
の
返
還
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
担
当
官
は
必
ず
二
カ
月
後
に
は
返
す
と
約
束
し
た
。
二
カ
月
経

て
も
担
当
官
が
返
済
し
な
か
っ
た
の
で
、
再
び
右
の
男
が
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
担
当
官
は
、
右
の
男
が
汚
職
を
や
ら
せ
よ
う
と
し
た
こ
と

を
公
け
に
す
る
、

と
述
べ
た
。
右
の
男
の
請
求
、
担
当
官
の
主
張
、

い
ず
れ
を
妥
当
と
す
る
か
。

い
や
な
ら
ば
も
う
三

O
万
円
よ
こ
せ
、

(2)(完〉

右
の
二
間
と
も
、
論
点
を
す
く
な
く
と
も
二
一
l
l
四
点
ふ
く
む
。
授
業
で
と
り
あ
げ
た
項
目
の
う
ち
、
右
二
間
と
関
連
あ
る
も
の
を
挙
げ

て
み
れ
ば
、
法
と
道
徳
と
の
関
係
・
交
渉
、
自
力
救
済
、
民
事
、
刑
事
、
と
い
っ
た
も
の
を
挙
げ
う
る
。
そ
の
ほ
か
、
第
二
問
で
は
、
ぃ

ど
こ
ま
で
考
え
て
決
断
を
下
す
か
、

ず
れ
を
勝
た
せ
る
か
か
な
り
微
妙
で
あ
っ
て
、

と
い
う
点
を
も
テ
ス
ト
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た

北海道大学教養部における「法学」の援業

も
の
で
あ
る
α

「
構
想
」
で
は
、
試
験
は
す
く
な
く
と
も
年
二
回
は
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

ま
た
ア
フ
タ
ー
・
ケ
ア
に
も
配
慮
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
(
五
第
十
三
)
の
に
比
べ
て
、
従
前
の
筆
者
の
援
業
は
不
足
す
る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
試
験
の

回
数
は
年
一
回
で
あ
っ
た
し
、

ア
フ
タ
ー
・
ケ
ア
は
施
し
た
こ
と
が
な
い
。
ア
フ
タ
ー
・
ケ
ア
に
関
し
て
い
え
ば
、
試
験
答
案
の
採
点
に

さ
い
し
て
は
、
各
答
案
ご
と
に
減
点
の
根
拠
を
走
り
書
き
し
て
お
き
、
学
生
に
対
し
て
、
評
価
の
根
拠
を
説
明
し
う
る
用
意
を
と
と
の
え

て
い
る
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
学
生
一
人
一
人
に
返
却
す
る
と
か
、
学
生
を
集
め
た
席
上
で
講
評
す
る
と
か
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
る
。

上
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
援
業
は
、

い
か
な
る
側
面
に
お
い
て
も
、
「
構
想
」
か
ら
へ
だ
た
る
こ

と
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
筆
者
の
感
じ
か
ら
い
っ
て
も

l
筆
者
じ
し
.
ん
、
が
こ
う
述
べ
て
も
信
頼
度
が
低
く
な
る
の
は
や
む
を
え
な
い
が
|
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説

講
義
方
式
の
授
業
と
対
比
し
て
、
学
生
の
興
味
を
よ
り
多
く
つ
な
ぎ
と
め
え
た
と
考
え
る
。
援
業
後
の
質
問
者
の
数
も
多
く
な
っ
た
し

(
も
っ
と
も
格
段
に
ふ
え
た
と
は
い
え
ぬ
〉
、
判
例
集
そ
の
も
の
を
読
み
た
い
か
ら
便
宜
を
は
か
つ
て
欲
し
い
と
申
し
出
る
者
(
授
業
も
半

論

ば
位
の
と
こ
ろ
に
至
る
頃
に
登
場
し
は
じ
め
る
)
が
あ
り
(
講
義
方
式
の
授
業
を
行
な
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
こ
で
も
判
例
の
紹
介
は
筒

単
で
は
あ
る
に
し
て
も
!
そ
れ
で
も
文
字
ど
お
り
の
骨
子
に
終
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
は
し
た
!
な
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
判
例
集
を
読

み
た
い
と
い
う
申
し
出
は
な
か
っ
た
)
、

試
験
の
答
申
朱
の
末
尾
に
、

判
例
中
心
の
方
式
は
印
象
深
く
、
次
は
ど
の
よ
う
な
判
例
が
出
る
か

楽
し
い
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
書
き
残
し
た
者
も
!
こ
れ
も
数
に
し
て
み
れ
ば
す
く
な
い
の
で
は
あ
る
が
l
あ
っ
た
。

試
験
答
申
朱
の
で
き
ぐ
あ
い
は
ど
う
か
と
い
う
点
は
、
筆
者
の
危
倶
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
示
唆
を
与
え
、
参
考

文
献
を
適
時
に
指
示
し
た
に
し
て
も
、
教
師
の
側
か
ら
ま
と
ま
っ
た
知
識
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
伝
達
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

は
た
し
て
学
生
が
勉
強
し
て
い
る
の
か
(
し
て
い
る
と
し
て
も
そ
の
程
度
い
か
に
)
、
出
題
し
た
問
題
に
対
し
て
い
か
ん
と
も
救
済
し
が
た

い
取
組
み
方
を
す
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
採
点
の
結
果
、

か
よ
う
な
心
配
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。
先
に
紹
介

し
た
試
験
問
題
に
対
し
て
、

ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
!
例
外
と
し
て
ど
う
に
も
救
い
よ
う
の
な
い
よ
う
な
答
案
を
提
出
し
た
者
も
あ
っ
た

が
l
事
案
に
即
し
て
具
体
的
に
(
さ
ら
に
問
題
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
事
実
関
係
を
も
補
っ
た
り
し
て
)
結
論
の
当
否
を
考
え
、

な
ら
ず
社
会
に
対
す
る
影
響
い
か
ん
に
も
言
及
し
、
自
己
の
結
論
を
根
拠
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
表
現
の
拙
劣
(
誤
字
も

た
ま
た
ま
引
用
し
た
条
文
が
誤
っ
て
い
る

多
い
て

(
こ
れ
は
実
定
法
を
教
え
ら
れ
て
い
な
い
以
上
仕
方
な
い
)

と
い
っ
た
欠
陥
は
あ
っ

た
。
し
か
し
、
「
:
;
:
に
つ
い
て
論
ぜ
よ
」
式
の
問
題
に
つ
い
て
の
解
答
に
住
々
み
ら
れ
る
よ
う
な
、

よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
と
も
か
く

覚
え
こ
ん
で
き
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
書
い
た
と
思
わ
れ
る
解
答
(
お
お
む
ね
表
現
も
難
解
を
き
わ
め
、
例
と
称
す
る
も
の
も
不
適
例
と

い
え
る
こ
と
が
多
い
〉
が
一
件
も
見
当
ら
ず
(
と
い
う
こ
と
も
問
題
の
性
質
上
、

当
然
と
も
い
え
る
が
て

自
ら
の
考
え
を
拙
劣
な
表
現

で
は
あ
る
に
せ
よ
ま
と
め
て
提
出
し
た
と
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
ら
の
考
え
を
ま
と
め
て
自
分
な
り
に

s 
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表
現
し
て
提
出
し
た
と
い
っ
て
も
、
出
来
不
出
来
は
あ
り
、
不
出
来
な
も
の
の
う
ち
に
は
、
大
学
生
で
あ
っ
て
か
つ
授
業
に
出
席
し
て
い

た
の
で
あ
れ
ば
(
出
席
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
)
、
も
う
す
こ
し
異
な
っ
た
解
答
の
仕
方
が
あ
っ
て
も
よ
か
ろ
う
と
筆
者
を
し
て
い
さ
さ
か

落
胆
さ
せ
る
も
の
も
ご
く
少
数
に
せ
よ
見
う
け
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
不
出
来
な
答
案
の
解
答
者
で
も
(
そ
う
で

な
い
者
も
む
ろ
ん
)
問
題
の
性
質
上
、
と
に
か
く
自
分
の
考
え
を
頼
り
に
し
て
答
案
を
作
成
し
て
い
た
(
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
も
い

え
る
が
)
こ
と
は
、
結
果
は
不
出
来
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
知
識
の
暗
記
・
放
出
と
い
う
あ
ま
り
意
味
の
な
い
作
業
を
回
避
し
え
た
と
い
う

点
で
、
あ
る
い
は
ま
た
、
知
識
の
暗
記
・
放
出
と
い
う
作
業
だ
け
で
は
済
ま
せ
ら
れ
な
い
科
目
が
大
学
に
は
あ
る
(
す
で
に
教
養
課
程
に

お
い
て
も
)
こ
と
を
知
ら
せ
え
た
と
い
う
点
で
、

さ
さ
や
か
な
が
ら
一
つ
の
収
穫
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

(2)(完〉

以
上
述
べ
き
た
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
筆
者
と
し
て
は
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
授
業
展
開
の
仕
方
(
内
容
、
方
式
)
は
必
ず
し
も
捨
て
た

も
の
で
は
な
く
、
踏
み
出
し
た
方
向
に
お
い
て
一
そ
う
の
徹
底
化
を
試
み
る
だ
け
の
価
値
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
試
み

の
第
一
歩
が
前
項
五
で
述
べ
た
「
構
想
」
な
の
で
あ
る
。

北海道大学教養部における「法学」の授業

(
1〉
北
海
学
園
大
学
教
養
部
が
そ
れ
で
あ
る
。
か
つ
て
一
回
(
一
年
間
)
、
工
学
部
進
学
者
と
経
済
学
部
進
学
者
(
い
ず
れ
も
一
年
生
)
と
の
混
成
ク
ラ
ス

に
対
し
て
、
授
業
を
し
、
現
在
は
、
法
学
部
進
学
者
(
一
年
生
)
を
対
象
と
し
て
援
業
(
一
年
間
)
を
展
開
し
て
い
る
。
前
者
で
は
、
判
例
を
例
に
ひ

き
つ
つ
も
そ
れ
が
中
心
ま
で
は
い
か
ず
、
講
義
方
式
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
後
者
は
、
判
例
を
中
心
素
材
と
し
て
、
そ
れ
に
設
聞
を
付
加
す
る
と
い

う
方
式
で
あ
っ
て
、
「
構
想
」
に
近
づ
い
て
い
る
。
筆
者
は
、
他
大
学
ま
で
も
(
さ
ら
に
そ
れ
以
外
に
も
)
授
業
に
出
か
け
て
い
く
こ
と
に
は
、
肉
体
的

な
疲
労
と
い
う
点
だ
け
と
ら
え
て
も
、
消
極
な
の
で
あ
る
が
、
白
か
ら
の
授
業
の
実
験
を
試
み
る
た
め
に
も
、
お
引
受
け
す
る
こ
と
と
し
た
。
と
こ
ろ

で
、
右
大
学
法
学
部
の
ス
タ
ブ
の
方
々
は
、
筆
者
の
「
法
学
」
の
授
業
の
内
容
に
関
心
を
寄
せ
ら
れ
、
筆
者
に
説
明
の
機
会
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

そ
れ
は
、
も
と
よ
り
、
教
養
課
程
で
の
他
の
授
業
(
具
体
的
に
は
同
課
程
に
お
け
る
基
礎
演
習
)
、
法
学
部
教
育
と
の
関
連
上
、
必
要
な
作
業
と
判
断

さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
努
力
を
払
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
敬
意
を
表
し
た
い
。

(
2
〉
そ
れ
に
し
て
も
、
つ
い
説
明
し
す
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
も
往
々
あ
る
。
こ
の
点
、
筆
者
の
側
に
も
、
授
業
の
進
め
方
に
つ
い
て
の
慣
れ
が
必
要
で
あ
る
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説

と
感
じ
て
い
る
。

(
3
)
筆
者
と
し
て
は
、
授
業
で
と
り
あ
げ
た
項
目
の
う
ち
関
連
あ
る
項
目
を
挙
げ
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
う
る
と
い
う
意
味
で
、
こ

れ
ら
の
項
目
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
答
案
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
項
目
そ
の
も
の
に
つ
い
て
(
た
と
え
ば
民
事
と
は
、
刑
事
と
は
云
々
〉
の
詳
し
い
説

明
は
要
求
せ
ず
(
説
明
す
る
こ
と
な
ど
は
、
む
し
ろ
不
要
〉
、
単
刀
直
入
に
問
題
に
答
え
る
こ
と
を
求
め
る
。
こ
れ
ら
の
項
目
を
挙
げ
た
の
は
、
本
文
で

紹
介
し
た
二
聞
に
答
え
る
に
さ
い
し
て
は
、
本
文
で
挙
げ
た
よ
う
な
項
目
に
も
留
意
し
て
(
た
と
え
ば
民
事
面
は
こ
う
で
刑
事
面
で
は
こ
う
だ
と
い
う

ご
と
し
)
答
案
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
だ
け
答
案
内
容
は
豊
か
に
な
る
は
ず
だ
と
い
い
た
い
か
ら
で
あ
る
。

答
案
を
作
成
す
る
に
は
、
問
題
処
理
と
い
う
見
地
か
ら
他
に
も
留
意
す
べ
き
点
(
た
と
え
ば
、
い
ず
れ
を
勝
た
せ
る
の
が
妥
当
か
と
か
、
対
社
会
的
影

響
と
か
)
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
点
に
も
留
意
し
て
い
る
か
、
さ
ら
に
、
自
己
の
結
論
を
論
理
的
に
根
拠
づ
け
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
(
そ
の

よ
う
な
点
こ
そ
が
と
い
う
べ
き
で
す
ら
あ
る
)
が
審
査
対
象
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
4〉
問
題
は
「
構
想
」
の
整
備
だ
け
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
十
分
に
で
き
た
と
し
て
も
、
北
海
道
大
学
教
養
部
の
よ
う
に
、
二
年
生
の
前
半

に
法
律
学
の
科
目
を
一
科
目
た
り
と
も
展
開
し
な
い
(
し
え
な
い
〉
の
で
は
、
折
角
、
判
例
に
も
慣
れ
て
き
た
段
階
の
学
生
を
し
て
、
再
び
前
の
状
態
に

も
ど
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
法
学
部
進
学
者
に
と
っ
て
は
問
題
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
筆
者
は
一
年
入
学
者
に
対
し
て
、

い
き
な
り
専
門
科
目
(
憲
法
、
民
法
等
)
を
展
開
す
る
こ
と
に
は
賛
成
し
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
詳
論
す
る
い
と
ま
が
も
は
や
な
い
が
(
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
立
命
館
大
学
法
学
部
調
査
委
員
会
報
告
・
立
命
館
法
学
・
七
八
・
七
九
号
一
四
一
頁
が
参
考
と
な
る
)
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
諸
々
の
理
由

は
あ
ろ
う
が
な
ん
と
い
っ
て
も
学
生
の
側
に
能
力
が
不
足
し
、
授
業
を
消
化
す
る
こ
と
じ
た
い
著
し
く
困
難
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
法
学
」
の
援
業
を
う
け
て
き
た
者
に
対
し
て
は
、
直
ち
に
続
け
て
、
専
門
科
目
を
展
開
す
る
こ
と
が
、
学
習
効
率
の
う
え
で
は
最
も
望
ま
し
い
と
考
え

る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
場
合
の
「
法
学
」
の
授
業
が
他
の
点
は
と
も
か
く
判
例
の
イ
メ

l
シ
も
十
分
浮
か
ば
せ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
判
例
を
読
む

ほ
ん
の
常
識
も
与
え
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
は
、
そ
も
そ
も
存
在
意
義
が
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
専
門
科
目
に
直
結
し
て
い
く
場

合
に
は
、
不
適
当
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
極
論
す
れ
ば
、
専
門
科
B
に
直
結
し
な
い
方
が
よ
い
、
半
年
な
り
一
年
な
り
の
期
間
を
お
い
た
方
が
よ
い
と
も

い
え
る
「
法
学
」
の
授
業
も
存
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
度
外
視
す
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
一
年
入
学
当
初
か
ら
「
法

学
」
の
援
業
を
展
開
し
て
(
そ
れ
も
「
構
想
」
の
ご
と
き
)
、
一
ア
主
コ
初
か
ら
専
門
科
目
を
展
開
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
一
年
後
期
か
ら
「
法
学
」
を
展

開
し
て
二
年
前
期
末
を
も
っ
て
終
り
、
二
年
後
期
か
ら
専
門
科
目
を
開
始
す
る
こ
と
に
す
る
か
、
い
ず
れ
か
が
望
ま
し
い
。
上
述
し
た
こ
と
は
、
教
養

部
制
度
の
改
正
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
今
す
ぐ
に
は
実
行
し
え
ま
い
。
し
か
し
、
立
法
論
と
し
て
で
も
述
べ
て
お
き
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
か

論

♂ 1竜
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よ
う
な
立
法
論
を
展
開
す
る
か
ら
に
は
、
一
自
己
の
行
な
っ
て
い
る
「
法
学
」
の
授
業
は
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
だ
(
た
と
え
ば
、
目
的
は
こ
う
で
あ
り
、

専
門
科
目
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
う
い
う
点
を
配
慮
し
た
と
か
)
と
い
え
る
だ
け
の
用
意
が
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
こ
う

い
う
「
法
学
」
を
援
業
で
展
開
し
た
い
(
し
て
い
る
、
す
べ
き
で
あ
る
)
と
述
べ
え
て
は
じ
め
て
、
そ
の
よ
う
な
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
を
前
提
す
れ

ば
専
門
科
目
の
展
開
時
期
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
、
と
主
張
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

七

結

三五
ロロ

北海道大学教養部における「法学Jの接業 (2)(完〕

本
稿
は
全
く
も
っ
て
乱
暴
な
小
稀
で
あ
る
。
ご
く
浅
い
経
験
、
は
な
は
だ
し
い
準
備
不
足
・
デ
ー
タ
不
足
、
を
顧
り
み
る
こ
と
も
な
く

一
人
前
の
教
師
の
ご
と
き
口
を
き
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
全
く
の
中
間
報
告
」
な
る

自
分
は
こ
う
し
た
、
こ
う
す
る
つ
も
り
だ
な
ど
、

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
い
い
こ
と
に
し
て
、
勝
手
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
の
感
想
を
抱
く
人
も
あ
る
に
相
違
な
い
。
あ
る
い
は
、
大
学
教

援
は
、
す
な
わ
ち
学
者
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
(
べ
き
だ
)
と
考
え
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
「
現
場
教
師
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト

ル
中
の
用
語
に
し
て
か
ら
が
、
反
発
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
も
っ
と
も
、
昨
今
の
「
大
学
紛
争
」
の
過
程
を
経
由
し

た
現
在
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
人
は
、
存
し
な
く
な
っ
た
か
、
残
存
し
て
い
る
と
し
て
も
少
数
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
教
育

に
つ
い
て
な
に
ご
と
か
を
論
ず
る
に
は
、

よ
ほ
ど
の
経
験
(
研
究
・
教
育
上
の
、

さ
ら
に
は
人
生
一
般
の
〉
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、

筆
者
の
ご
と
き
者
が
教
育
を
論
ず
る
な
ど
は
l
教
育
一
般
で
は
な
く
「
法
学
」
の
援
業
に
限
っ
て
で
あ
る
に
し
て
も
|
倦
越
で
あ
る
と
の

感
想
を
抱
く
人
も
あ
る
に
相
違
な
い
。

右
の
よ
う
な
批
判
な
い
し
感
想
は
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
多
少
な
り
と
も
無
理
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
が

本
稿
を
執
筆
す
る
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、
経
験
の
浅
い
筆
者
に
は
他
人
の
援
業
の
仕
方
を
知
る
必
要
が
大
き
い
の
で
あ
る
が
、

ま
ず
も
っ

て
こ
う
で
も
し
な
い
限
り
、
授
業
の
仕
方
を
他
人
に
問
う
こ
と
に
は
気
が
ひ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
授
業
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
た
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説

方
向
づ
け
と
か
な
り
細
部
に
わ
た
る
実
践
計
画
と
を
持
ち
あ
わ
せ
な
い
者
が
、
他
人
に
た
ず
ね
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
他
人
の
方
向
づ

け
、
実
践
計
画
に
つ
い
て
、
自
己
の
そ
れ
と
の
十
分
な
比
較
対
照
を
な
し
、
批
判
的
摂
取
を
な
し
う
る
は
ず
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

論

う
に
考
え
れ
ば
、
浅
薄
な
経
験
し
か
な
い
者
で
あ
っ
て
他
人
に
学
ぶ
必
要
の
あ
る
者
ほ
ど
自
己
の
授
業
の
仕
方
な
い
し
構
想
を
語
っ
て
、

他
人
に
教
え
を
乞
う
と
い
う
手
続
を
ふ
む
べ
き
な
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
次
の
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
筆
者
の
ご
と
き
者
で
さ
え
も

l
見
方
に
よ
っ
て
は
き
わ
め
て
厚
か
ま
し
く
も

l
「
構
想
」
を
公

け
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
大
方
の
方
々
は
、
な
ん
ら
た
め
ら
う
こ
と
な
く
、
そ
の
豊
か
な
経
験
と
有
効
な
教
育
方
法
と
を
ひ
れ
き
し
て
く

だ
さ
る
に
ち
が
い
な
い
、
ぜ
ひ
そ
の
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
ん
と
か
し
て
、
「
法
学
」
の
援
業
の
仕
方
(
内
容
・
方
式
)
に
つ
い

て
広
汎
な
議
論
が
ま
き
お
こ
ら
な
い
も
の
か
。
そ
の
議
論
も
、
論
者
じ
し
ん
の
授
業
の
仕
方
の
細
部
ま
で
示
し
た
う
え
で
の
議
論
で
あ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。
せ
め
て
次
の
よ
う
な
こ
と
は
望
ん
で
も
過
多
で
は
あ
る
ま
い
。
論
者
じ
し
ん
の
授
業
の
仕
方
の
細
部
と
い
う
け
れ
ど

も
、
法
律
学
以
外
の
学
問
領
域
と
の
関
連
づ
け
を
ど
う
す
る
か
と
か
、
実
験
も
施
し
て
い
な
い
細
か
な
授
業
実
践
上
の
技
術
い
か
に
(
た

一
ク
ラ
ス
の
人
数
は
ど
の
く
ら
い
に
減
ら
す
の
が
最
適
で
あ
る
か
と
か
、
賞
め
方
、
叱
り
方
〉
、
と
い
う
よ
う
な
困
難
な
い
し
不

と
え
ば
、

確
定
な
問
題
は
さ
て
お
き
、

と
に
か
く
、
現
在
行
な
っ
て
い
る
授
業
の
仕
方
に
つ
い
て
そ
の
実
態
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
願
っ
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。

(
1
)

北
海
道
大
学
法
学
部
の
ス
タ
フ
の
う
ち
の
「
法
学
」
を
担
当
し
て
い
る
者
の
聞
で
、
か
つ
て
、
授
業
内
容
を
交
換
し
あ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
そ
れ
と
し
て
評
価
し
う
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
法
学
」
の
授
業
の
目
的
、
方
法
、
学
部
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
の
関
連
い
か
に
、
と
い
う
よ
う
な
問
題

の
議
論
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
今
に
し
て
思
え
ば
惜
し
い
機
会
を
逸
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
再
び
、
そ
の
よ
う
な
機
運
が
も
り
あ
が
る
こ
と

を
期
待
す
る
。

(

2

)

授
業
の
仕
方
(
内
容
・
方
法
)
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
が
望
ま
し
い
の
は
、
「
法
学
」
の
援
業
に
だ
け
限
る
こ
と
で
は
な
い
。
専
門
科
目
に
つ
い
て
も

'" 
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し
か
り
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
情
報
交
換
が
案
外
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
「
勇
気
を
も
っ
て
同
僚
の
講
義
を
批
判
し
、
勇
気
を
も
っ
て
こ
れ
を

聴
く
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
(
立
命
館
大
学
法
学
部
調
査
委
員
会
報
告
・
立
命
館
法
学
・
七
八
・
七
九
号
一
六
六
頁
〉
、
そ
の
実
行
は
き
わ
め
て
困
難

で
あ
ろ
う
。
「
勇
気
」
は
あ
る
に
し
て
も
、
情
報
交
換
す
る
こ
と
だ
け
で
も
、
労
力
と
時
間
と
を
か
な
り
多
く
消
費
す
る
の
で
、
と
か
く
消
極
に
な
り
が

ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
右
委
員
会
報
告
に
は
(
同
誌
一
六
九
頁
〉
担
当
者
打
合
わ
せ
会
の
充
実
強
化
、
年
度
末
の
講
義
総
括
、
交
流
会
議
、
レ
ジ
ュ
メ
の
交

換
、
テ
キ
ス
ト
・
教
材
を
「
書
く
」
こ
と
に
よ
り
客
観
化
し
て
交
流
に
資
す
る
、
共
同
研
究
室
に
各
教
員
使
用
の
テ
キ
ス
ト
、
教
材
コ
ー
ナ
ー
を
設
置

す
る
、
と
い
う
よ
う
な
項
目
が
、
教
員
の
共
同
体
制
強
化
の
た
め
の
当
面
の
施
策
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
し
て
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と

つ
に
は
賛
同
し
う
る
け
れ
ど
も
こ
れ
も
実
行
は
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(2)(完〉

、』J付〆
t
‘、

サ
ン
プ
ル
。
「
法
学
」
の
援
業
予
定
表
の
う
ち
に
「
備
考
」
を
設
け
て
あ
る
が
、
こ
れ
を
設
け
た
の
は
別
段
深
い
意
味
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は

付
録
と
し
て
、
次
の
も
の
を
掲
げ
る
。
北
海
道
大
学
教
養
部
に
お
け
る
〈
筆
者
の
構
想
す
る
)
「
法
学
」
の
援
業
予
定
表
、
若
干
の

北海道大学教養部における「法学Jの接業

な
い
。
な
く
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
各
判
例
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
、
当
事
者
名
な
ど
を
用
い
て
事
件
の
特
徴
を
把
握
し
う

る
よ
う
な
事
件
名
を
つ
く
る
の
も
容
易
で
は
な
い
(
も
し
容
易
に
で
き
る
の
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
事
件
名
を
つ
く
っ
て
「
判
例
、
領
域
等
」

の
欄
に
逐
一
記
載
す
れ
ば
表
の
記
載
の
統
一
も
と
れ
て
よ
い
)
し
、

さ
れ
ば
と
い
っ
て
著
名
な
事
件
に
つ
い
て
の
み
、
通
常
用
い
ら
れ
て

い
る
呼
称
を
用
い
て
右
欄
に
記
載
す
る
の
は
表
の
記
載
の
統
一
を
乱
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
右
欄
に
は
事
件
名
を
記
載
し
な
い
こ
と

と
し
、
「
備
考
」
欄
を
設
け
て
、
著
名
な
事
件
の
み
を
、
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
な
呼
称
で
指
示
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
。
こ
の
備
考
を
一
見

す
れ
ば
、

た
と
え
ば
ど
の
よ
う
な
判
例
が
、
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

サ
ン
プ
ル
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
サ
ン
プ
ル
と
し
て
は
最
初
の
判
例
〔
判
例
1
〕
と
最
後
の
判
例
〔
判
例
担
〕
と
に
つ
い
て
そ
の
全
体
な
掲

げ
る
こ
と
と
し
た
。
最
初
の
判
例
は
導
入
部
分
の
も
つ
重
要
性
に
か
ん
が
み
て
、
掲
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
判
例
に
つ
い
て
は

ど
れ
を
掲
げ
る
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
必
然
性
も
な
い
。
そ
こ
で
、

い
さ
さ
か
毛
色
の
変
っ
た
も
の
と
し
て
、
最
後
の
判
例
を
掲
げ
る
こ
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説

と
と
し
た
。
「
構
想
」
の
う
ち
で
、
最
も
分
量
が
多
く
、
問
題
点
も
最
も
多
岐
に
わ
た
る
判
例
〔
判
例
出
〕
の
全
体
を
帰
載
す
る
こ
と
は
筆
者

の
望
む
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
が
、
分
量
の
関
係
上
、
全
体
(
と
い
っ
て
も
教
材
と
し
て
作
成
す
る
に
さ
い
し
て
省
略
・
単
純
化
を
施
し
て

論

い
る
が
)
を
掲
載
す
る
こ
と
を
諦
め
、
筆
者
が
「
説
明
」
の
個
所
に
配
置
し
た
表
(
別
表
)
、
設
問
お
よ
び
参
考
文
献
を
掲
げ
る
に
止
め
た
。

「
説
明
」
の
個
所
で
は
若
干
の
項
目
が
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
(
そ
れ
ら
私
お
お
よ
そ
見
当
が
つ
く
で
あ
ろ
う
)
そ
れ
も
省
略
す
る
。
別
表
は
、

〔
判
例
目
〕
が
問
題
点
も
多
く
、
裁
判
官
の
意
見
も
多
岐
に
分
れ
て
い
る
の
で
、
学
生
の
便
宜
を
は
か
る
た
め
に
、
筆
者
が
作
成
し
配
置
し

た
(
と
い
っ
て
も
、
教
材
化
す
る
さ
い
省
略
・
単
純
化
を
施
し
、
そ
れ
を
表
に
ま
と
め
た
ゆ
え
、
原
典
を
文
字
ど
お
り
そ
の
ま
ま
反
映
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
)
も
の
で
あ
っ
て
、
「
構
想
」
の
う
ち
で
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
〔
判
例
お
〕
は
利
患
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
例
(
大

法
廷
)
を
三
件
扱
う
も
の
で
あ
っ
て
、
初
学
者
に
は
む
づ
か
し
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
倶
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
初
学
者
と
は
い
っ

て
も
、
そ
れ
ま
で
に
す
で
に
相
当
多
数
の
判
例
に
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
判
例
に
も
慣
れ
、
疑
問
点
を
調
べ
る
方
法
に
も
相
当
上

達
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
っ
て
、
さ
ほ
ど
危
供
す
る
に
も
及
ぶ
ま
い
。
「
構
想
」
ど
お
り
に
(
予
め
印
刷
・
配
付
し
て
)
扱
う
の
で
は
な

く
て
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
(
現
在
も
)
行
な
っ
て
き
た
授
業
方
式
(
六
参
照
)
の
も
と
で
扱
う
場
合
に
は
、
授
業
時
聞
の
制
約
に
か
ん
が

み
て
も
、
単
純
化
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
(
筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
援
業
方
式
の
も
と
で
は
〔
判
例
お
〕
を
扱
っ
た
こ
と
は
な
い
。

同
方
式
の
も
と
に
現
在
進
行
中
の
授
業
に
お
い
て
は
ぜ
ひ
扱
っ
て
み
た
い
)
。

.1 
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〔表]
北海道大学教養部における「法学」の援業予定表

考備目項随付目項，心中lRL4L5;よ|
①民事判決とはどうし、うものか |不法行為、
|ー判決の構成、主文・事実・理由、認|不告不理、申立の範囲をこえて裁判

定事実、原告、被告、議求趣旨、!できるか
(原因、認容、棄却、却下、執行|行為規範、裁判規範
@裁判の必要、裁判の基準の必要性
@裁判以外の解決方法

l①〔判例 1Jと同じ

1文理1 I S 43. 3.27 
地判
生活妨害

(民)
判時520-16

第 1章

法学への
導入

、解
成
約

構
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日
法
、

お
論
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、
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憤

お
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つ
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K
4

4
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規
法
力

関

法

自

隣
意
習
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釈

2文理2 I S 42. 12. 5 
地判
相隣関係
(民)

判時506-26

(恨
)
(
N
)

①民事判決の構成につき〔判例 1Jと!立法論ー有責者の請求認めよ?
(同じ |条・項・号一用語
②法の実効性 I 

③法、道徳に固有の領域があるか?

3文理3 I S 25.11. 7 
地判
離婚

(民〉
下民ト11-1769

と

借
法体

て
実

つ

法

と
後

ら

』
即
カ
カ

、
市
世
ぬ
る

法
条
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せ

別
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自
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法
法
が
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付
人

一
手
顔
家

①〔判例1]と同じ4文理4 I S 25.11. 7 
筒判
借家明渡
(民)

下民1-11-1773 旧山田(白山・

5
2
誕
#

①最判とはどういうものか |上告審の機能、影響、大法廷、小法l有責者離婚請求事件
ト-Zの構成、事実審、法律審、控訴、上l廷

!裁判所組織
②法による道徳の強制 l 

5文理5 I S 27. 2.19 
最ヰヨj
離婚

〔民)
民6-2-110

蝉帆鎌
Q
「
許
制
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」
山
町
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認
は
日
稿
欄
訴
が
《
拠
出
掛
将
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寸
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誕
科

6IS43.12.11 
6女理 4②m判重瞳苦決童判の決構書桂成と、子は主鐸ど文う、い?理b由も、のeかtc 

民公刑自事訴力罰、教丹はと時刑検重組務事察殿い官依どよいか最詐決欺(刑恐〉喝
平均人

邦J22-13-1469 裁判

第2章 7 1 S42.12.26 7文理

響!弘法に一

行委公法政任訴立と私訟法法地判
裁判社jによ タクシー免許
る 会 統

(行14〉1時585-34市j

8 1 S43. 6.28 8文理 ①2行権為力のの統統領制ト、守審IJ級罰制度 法による裁調叉判r←子左周そ野れ語によらないて号表
境最判界(邦致J)損

く場破合棄、 、遡及処罰禁

止若、クハ、 J 

刑22-6-569

9 1 S 43. 6.25 9文理 ①権力の統制
警正職当法防衛2条

地器棚公 害

7-97 

10 S 43. 3.26 9 同①権力の統制、被疑者の人権保障
管法律事項と規、則規則と制の形定式権一的裁効判力所、法の立の所法

遣決鳳〈刑判訴時勾〉留514-87 

様、ノ

11 S43. 4.11 10文理
②①裁紛え争判しのと?調効〉率停的解決(紛争のむしか最fU

交通事故
章第伊法の立鵠(民)(民訴) 裁判

民22-4-862

噌

記
制

前提
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対
控
判

、
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、
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識
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権
院
前

意
代
有
審
戦

法
近
所
大
一

裁理条止雄
前

約
の

制
経

る
拒

す
判

対
裁

に
、
造

権
欽
創

有
欠
法

所
法
、

①
②
判

-州柳時制網棚柑欄暢噌相解縄柳時間開閉醐噌帆均伸明酬明同開叩時制脚開府問骨骨崎山開 ? 川 J 叩判附例怖網蜘網""附加腿.-"..，.鳴門，，'

11文理12 I S 13.10.26 
大事j
権利濫用

(民)
民17-21-2057

判例とい
うもの
ーその読
み方、そ!
の発展 I 14 IM45. 3.23 

大~J
失火の責任

(民)
民録18-284

①レイシオデシデンダイ、重要事実、l制定法主義と判例法主義、成文法と!鯛ノ滞事件
射程距離 |不文法

②事例とは何か、社会生活で先例重

③判例の拘束力、法源性

12文理13 1 T10.10. 5 
大事l
賃借権妨害排除
(民〕
民録27-1788

第3章

不法行為責任、契約責任、失火法、
公序良俗、法の沿革と解釈、例外は
厳格に解釈

①傍論の例、傍論の意義13文理

失効原則
民612一法の予定している
社会関係とそうでない関係、法の拘
束力の及ぶ範囲=解釈上の注意

①傍論の例14文15 1 S 30.11.22 
最事j
失効原則

(民)
民9-12-1781

〈
収
〉
(
凹
)

①判例集の「判示事実Ji要旨」につ|判例集の変遷
いて、そのうけとり方の注意 |相続廃除

15文
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 む
民

日
判
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5
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-
N誕
特

宇奈月事件権利行使とおどし、権利意識
訴訟制度と法規の生成

①判例による法創造→立法化の例
法創造の規準ある?

16文17ISlO.10.5 
大判
権利濫用

(民)
民14-22-1965
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18 S30.10 .7 16文理帥①②判契例→立法促進したとみられ係設る例定

車輪よ譲謀議繋最判 約の名をかりて封建的関
人身売買

(民)
民9-11-1616

19 S45. 3.14 17文 c1時代の進展と新しい権利保護の要名誉、プライパ、ン一、仮処分 「エロス+虐殺」事件
地決 請、裁判による法創造
プライパ、ンー侵

害の(民成判)否時586-41

20 
S43. 4.23 18文理制①時代の進展と新しい問題の発生、

不法行童償芝川解、凶決公害果主防関力係、 過失責任、 無
山玉川事件

最判 公害の民事裁判
過国失家賠責 止の立法論公害

(民〉 法によ 関係のみによる解
民22-4-964 . 決

21 
S42.11. 1 19文理帥①判例変更の例 判例変更の手続、反対意見、論理と 慰件籍料請求権の相続事
最交判通事(大故〉 解釈、立法者意思、示談

( 民民) 
21-9-2249 

第4章 22 S43. 6. 5 Izo文理的①拡張解釈 間釈日規解釈の例罪判
最決 法定主義

法の解釈
礼拝(刑所牙)11不22-敬6 

-427 

23 S43.11.15 20文理M
①②③縮法法小解と解釈言釈語の性質一法解釈学の性格

最背判信能的悪意者
二重譲渡、対抗要件、債務名義

ー12-2671

話器

志望



条件、法律行為、民130、公法的規制、
先例
先例l的意義のうすい判示、予防法学

21 文理~~I①類推解釈、反対解釈24 I S36. 5.26 
最判
農地売買
〔民)
民15-5-1404
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22文26 I S 37. 5.29 
最判
農家相続
(民)
民16-5-1204

(
川
駅
〉
(

N

)

右翼ピラ貼り事件22文理帥陪表現の自由、憲法の解釈、「公共の|自然法
福祉J 抵抗権

27 I S 43.12.18 
最判(大)
広告物条例

(憲〉
刑22-13-1549

国会周辺デモ事件悪法も守るべきか23文理帥@表現の自由、憲法の解釈
②違憲審査権
③司法と行政の関係(異議申述〉
④国家賠償

28 I S 44. 1 2. 2 
地判
公安条例

(憲)(民〉
判時575-12

白
山
田
(
包
・
寸
)
-
N
誕
村

24文理倒ICD労働法の登場、契約自由への制約|市民法と社会法
2就業規則一法律以外の法源の例
③憲法の解釈→直接効果?
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O
U由
(
寸
出
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3-N4柏
村

24文 陪防契予防約自由一約款の支配 その修正下級審判例の拘束力

地違下判約(民民金1〕0-11-2450 

法学

31 S 36. 6.20 24文 ①法般的処理における具体的妥当性と 事予情防変法学更の原則最靭j 一的確実性

債券(民民償)1還5-6-1602 

第5章 32 S40. 3. 9 25文理帥
①2③違判条決憲約形審と査成憲法に、おける政策的配慮?

安保条約、付属法令、国際法と園内板付事件
最~J 政治問題 法の比較

裁程判の過
権(憲利〉濫(民用)(国際〉

民19-2-233

33 S37. 6.13 26文理凶
①②裁実判質ー官形交式替一方に法けよ論る判の例かのら変み更あい、 利充解釈息当制、高限法利、制不限当の利現得行法、非、社債弁会学済的、

利息判決
S 39.11. 18 
S43.11.13 ③裁立判法と理由づ
最判(大〉 者意思、立法プロセスでの議 ジュリメトリクス
利息 論 アメリカ・リアリズムー「正義」

民(民1〉6-7-1340 ⑤④解判裁釈例判変官の枠更の人あ柄る?・見解→裁判予測?準法立用法律ー学の用施語行期目、 法律不遡及
民18-9-1868 の限界
民22-12-2526

34 Tl0. 1.18 27文
①形形式式論論理理万だ能けか?ら判決は出るか

賃貸借解除、相殺
大~J

解除(民と)相殺

民録27-79

35 S37. 5.25 27文 ①利益衡量の微妙、決断力 不告訴法原因訴給猶付予、法・倫理・道徳の交叉
最判 告 、 起
不法原因給付

古語

北軍



，日占""" t市剛一…司随一州刑判向、…一

呂
田
(
山
田
・

3
-
N必
#

(民)
民16-5-1195

36 T 9. 9. 1 27文 ①黙示の同意学、問フィクション 法律
行男民女法、遡典同権及の沿?革「み(な憲す・」刑「推も〉定、法律の施大判 学・他の におけるフイ夕、ンョ

妻の能力 ン ス」一用語

( 民民〉録26-1227 

37 S 43.10.25 28文理伺1②事事実実認定、その重要性

検へ無察事刑判の罪導官抑批跨弁医定止判の制仔入論、.湖疑の自白わ・職のし能証2を挺、は起能不訴力倒 ・不起訴

八海事件
最湘j 認定におけるリアリズム
強盗殺人
(刑訴〕 刑 不足
刑22-11-961 死

裁

第6章 38 S43. 7.15 29文理制8Z訟費用の負担、法律扶助一民・刑脱法行為についての考え方 牧野老事件

地許摺
存権、福祉国家

司法制度 国限

3-21 

39 S44. 2.29 30文理的①②弁正訴広護士費用、弁護士強制、本人訴

常2-441
語言弁論、根圭義審抵当2、3代判物競弁済予?約提

訟と金(正義と金〉
執行宣

40 p S4護能3士1登1録15拒否
31文理帥

@②③裁法法曹学判一教官f元師・論弁、学護士生の任用、 職能
日本の法曹制度の歴史、素人裁判官

ー12-2578

41 S 45. 5. 7 32文理帥iL|①②忌独裁避判立、裁判の公正担保、司法権の裁司判法予官(算法曹〉への適性、.司法行政、. 福島裁判官忌避事件
地忌避決申立 官の政治活動
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w
濁
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凶
瀦
十
い
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説論

〔
サ
ン
プ
ル

1
〕

〔
判
例
1
〕
損
害
賠
償
請
求
事
件
(
ブ
タ
に
よ
る
生
活
妨
害
)

新
潟
地
裁
昭
和
四
三
年
三
月
二
七
日
判
決
(
判
時
五
二

O
号
一
六
頁
)

入

事

実

〉

Y
の
設
け
た
プ
タ
小
屋
か
ら
発
生
す
る
悪
臭
、
そ
の
他
の
害
に
よ
っ
て
困
り
き
っ
た
X
が
Y
に
対
し

て
、
損
害
賠
償
を
訴
求
し
た
。

①

Y
側
の
事
情
夫
婦
、
子
三
人
、
母
計
六
人
。
専
業
農
家
。
夫
婦
の
み
で
、
回
約
一
・
六
ヘ
ク

タ
ー
ル
、
畑
約
一
ア
ー
ル
耕
作
c

小
規
模
の
養
豚
を
し
て
い
た
。

Y
は
下
肢
障
害
者
で
人
並
の
農
外

収
入
が
え
ら
れ
な
い
の
で
、
養
豚
の
拡
大
を
は
か
っ
た
。
そ
こ
で

Y
は
、
昭
和
四
一
年
六
月
ご
ろ
、

豚
舎
の
新
築
を
始
め
、
七
月
中
に
完
成
し
、
八
月
初
ご
ろ
か
ら
飼
い
始
め
た
。
構
造
は

l
収
容
力
五

O

頭
、
間
口
一
四
・
五
四
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
六
・
三
メ
ー
ト
ル
、
軽
量
鉄
骨
、
床
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
、

水
を
流
し
て
洗
え
る
も
の
。

②

X
側
の
事
情

X
は
昭
和
二
四
年
か
昭
和
二
五
年
ご
ろ
、
現
在
の
と
こ
ろ
に
新
築
し
て
移
住
し
て

き
た
。
非
農
家
。
五
J
六
羽
の
ニ
ワ
ト
リ
飼
育
。
宅
地
の
空
地
に
、
小
規
模
の
野
菜
を
つ
く
っ
て
い

る。

X
は
明
治
三
八
年
一

O
月
五
日
生
、
元
来
血
圧
高
く
、
神
経
質
。
日
常
生
活
で
は
徹
底
し
た
清

潔
ど
の
み
。
昭
和
三
五
年
に
東
北
電
力
火
力
発
電
所
を
停
年
退
職
し
て
か
ら
は
、
在
宅
す
る
こ
と
が

多
く
な
っ
た
。
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(2)(完〕

③
豚
舎
付
近
の
風
向
剰
の
う
ち
は
、
豚
舎
か
ら
X
の
方
へ
吹
く
(
出
風
〉
。
夕
方
は
逆
向
き
に
吹
く
(
下
風
〉
。

X
宅
は
南
東
向
に
建
っ
て
い
て
、
窓
が
豚

舎
に
向
っ
て
開
い
て
い
る
。

④
加
害
(
被
害
)
状
況
夏
に
出
風
が
吹
く
と
、
家
畜
小
屋
特
有
の
悪
臭
が
強
く
流
れ
こ
む
。
風
が
な
く
と
も
、
八
メ
ー
ト
ル
し
か
へ
だ
た
っ
て
い
な
い
か

ら
、
臭
は
た
ち
こ
め
る
よ
う
に
し
て
は
い
っ
て
く
る
。
ハ
エ
も
飛
ん
で
く
る
。
ブ
タ
の
な
き
声
も
は
い
っ
て
く
る
。
ハ
エ
は
防
虫
網
で
防
げ
る

(
X
は
防

い
だ
〉
。
臭
と
な
き
戸
は
い
か
ん
と
も
防
げ
な
い
。

X
が
悪
臭
、
ハ
エ
、
な
き
声
を
極
度
に
気
に
し
て
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
か
か
り
、
睡
眠
障
害
を
お
こ
し
た
。

⑤

X
が
訴
提
起
。

請
求
の
趣
旨

i
金
二
七
万
円
、
及
び
、
こ
れ
に
対
す
る
訴
状
送
達
の
翌
日
(
昭
和
四
二
年
五
月
一
八
日
)
か
ら
完
済
ま
で
、
年
五
分
の
割
合
で
の
金
を

支
払
え
、
と
の
判
決
を
求
め
る
。

請
求
の
原
因

l
Yが
昭
和
四
一
年
七
月
、

X
方
か
ら
八
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
豚
舎
を
つ
く
っ
た
た
め
、

X
は
、
臭
気
が
ひ
ど
く
な
り
、
ハ
エ
の
大
群

が
飛
来
し
て
戸
も
あ
け
ら
れ
ず
、
ブ
タ
は
昼
夜
の
別
な
く
な
く
の
で
、
安
眠
で
き
、
ず
、
病
気
に
な
り
困
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
X
は
、
精
神
的
損
害
の
賠
償

と
し
て
、
一
ヶ
月
当
り
三
万
円
と
し
て
、
昭
和
四
一
年
八
月
か
ら
昭
和
四
二
年
四
月
ま
で
、
九
ヶ
月
分
、
二
七
万
円
と
、
そ
の
遅
延
損
害
金
(
上
記
割
合

の
)
支
払
い
を
求
め
る
。

⑤

Y
の
答
弁

i
x
の
諮
問
求
を
棄
却
す
る
判
決
を
求
め
る
。
た
し
か
に
、

Y
は
豚
舎
を
つ
く
り
、
プ
タ
を
飼
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

Y
の
居
住
地
域
は
、
農

業
構
造
改
善
地
域
で
あ
る
と
こ
ろ
の
純
農
村
で
、
畜
産
農
家
が
多
く
、
プ
タ
を
飼
う
の
は
普
通
で
あ
る
。
豚
舎
は
、
国
及
び
市
の
助
成
(
構
造
改
善
事
業

の
一
環
)
で
つ
く
っ
た
も
の
で
、
清
潔
で
あ
り
、
市
役
所
の
指
導
で
薬
剤
を
ま
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
・
ハ
エ
の
発
生
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ブ
タ
は

常
に
静
か
に
眠
っ
て
お
り
、
給
飼
の
と
き
多
少
声
を
出
す
の
み
で
あ
る
。

(
双
方
の
立
証
|
省
略
)

(

判

決

)

主
文

l
Yは
X
に
対
し
、
金
一
万
六
千
円
と
、
昭
和
四
二
年
五
月
一
八
日
以
降
完
済
ま
で
、
年
五
分
の
割
合
で
金
員
を
支
払
え
。

X
の
そ
の
余
の
請
求
を

棄
却
す
る
。

事
実

l
x
Y
の
主
張
と
争
点
の
記
載
(
請
求
の
趣
旨
、
原
因
、
争
い
の
な
い
事
実
、
争
い
あ
る
事
実
等
)

理
由
|
①
裁
判
所
の
認
定
し
た
事
実
の
記
載
(
(
事
実
)
中
③
)

精
神
的
損
害
を
こ
う
む
っ
た
者
(
X
〉
は
、
そ
の
賠
償
(
慰
籍
料
)
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
民
七

O
九
条
、
七
一

O
条
)
。
そ
れ
に
は
、
不
法
行
為
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説

が
成
立
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
し
て
不
法
行
為
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
故
意
又
は
過
失
に
も
と
づ
い
て
悪
臭
や
泣
声
等
が
流
入
し
、
そ
れ
ら
流
入
が

違
法
な
も
の
と
評
価
さ
れ
、
か
っ
、

X
に
お
い
て
損
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
を
要
す
る
。

Y
は
侵
害
を
予
見
し
え
た
は
ず
で
あ
る
。
八
メ
ー
ト
ル
し
か
へ
だ
た
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
プ
タ
を
飼
え
ば
、
本
件
豚
舎
の
よ
う
に
比
較
的
設
備
を
改

善
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

X
の
生
活
に
不
快
を
与
え
る
こ
と
は
、
経
験
上
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、

Y
は
、
本
来
Y
の
支
配

の
及
ば
な
い
は
ず
の
X
の
宅
地
内
で
の
生
活
を
妨
げ
た
の
だ
か
ら
、
侵
害
行
為
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
結
果
が
生
じ
る
こ
と
は
Y
の
予
見

し
て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

侵
害
〈
生
活
妨
害
)
と
い
っ
て
も
違
法
性
が
な
く
て
は
い
け
な
い
。
共
同
生
活
上
は
、
多
少
と
も
妨
害
を
う
け
る
(
臭
・
震
動
・
立
固
な
ど
)
の
で
あ
る

か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
妨
害
を
違
法
と
す
る
の
で
は
な
く
、
一
般
人
の
社
会
生
活
上
受
忍
す
べ
き
限
度
を
こ
え
る
と
き
、
違
法
性
を
お
び
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
本
件
で
は
、
四
|
一
一
月
ま
で
が
受
忍
限
度
を
こ
与
え
る
と
解
さ
れ
る
。
プ
タ
の
飼
育
は
、
昭
和
四
一
年
九
月
か
ら
始
ま
っ
た
(
前
記
(
事
実
〉
①
の
記

載
で
は
八
月
初
ご
ろ
か
ら
飼
い
始
め
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
当
事
者
聞
に
争
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
出
典
よ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
九
月

か
ら
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
J
の
で
、
同
年
九

l
一
一
月
と
、
翌
年
の
四
月
中
、
違
法
な
妨
害
一
が
あ
っ
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

X
宅
内
で
う
け

る
生
活
上
の
不
快
さ
は
、
年
間
一
様
で
な
く
、
窓
を
あ
け
て
す
ご
す
四
|
一
一
月
ま
で
は
程
度
が
高
く
、
継
続
し
て
い
る
。
他
の
期
間
と
そ
れ
に
接
し
た

時
期
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
。

Y
が
専
業
農
家
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
豚
舎
を
新
築
し
て
、
飼
育
を
始
め
て
も
、
環
境
か
ら
み
て
、
客
観
的
土
地
利
用
目
的

か
ら
は
ず
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
生
活
妨
害
が
生
じ
て
も
、
都
市
部
の
住
宅
地
域
と
同
一
に
は
論
じ
え
な
い
。

X
が
居
を
か
ま
与
え
た
の
は
、
豚
舎

の
で
き
る
前
、
一
五
年

l
一
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

X
の
方
か
ら
生
活
妨
害
を
招
い
た
の
で
は
な
い
。

Y
の
方
は
、
自
己
の
所
有
地
を
最
も
効
果
的
に

利
用
す
る
た
め
に
、

X
地
に
近
い
と
こ
ろ
を
え
ら
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

X
に
最
悪
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

つ
ま
り
、
Y
は
、
自
己
の
営
利
を
目
的
と
し
な
が
ら
、

X
の
困
惑
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
。

Y
の
つ
く
っ
た
豚
舎
は
、
従
来
の
も
の
か
ら
み
る
と
、

あ
ら
ゆ
る
面
で
改
善
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、

X
宅
と
相
当
の
距
離
を
お
か
な
い
限
り
、
日
常
生
活
で
の
不
快
を
与
え
る
こ
と
は
避
け
え
な
い
。
加
え

て、

Y
が
農
作
業
の
か
た
わ
ら
豚
舎
の
手
入
れ
を
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
現
在
の
管
理
状
態
で
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

X
が
本
件
の
生
活
妨
害
に
よ
っ
て
相
当
の
精
神
的
苦
痛
を
う
け
て
い
る
こ
と
は
、
さ
き
に
認
定
し
た
と
お
り
で
あ
る
公
事
実
)
④
参
照
〉
。
な
お
、

X

の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
は
、
同
人
の
特
有
の
要
因
に
も
と
づ
く
疑
い
が
あ
る
の
で
、
損
害
賠
償
額
か
ら
は
除
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

③
か
く
し
て
、

Y
の
不
法
行
為
が
成
立
す
る
。
慰
籍
料
額
は
、
昭
和
田
一
年
九
l
一
一
月
、
昭
和
四
二
年
四
月
、
の
一
ヶ
月
に
つ
き
金
四
千
円
の
割
合
が

相
当
で
あ
る
。

Y
は、

X
の
請
求
中
、
一
万
六
千
円
と
、
訴
状
送
達
の
翌
日
(
昭
和
田
二
年
五
月
一
八
日
)
以
降
完
済
ま
で
、
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割

北法21(4・68)664
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(2)(完〕

合
の
遅
延
損
害
金
を
支
払
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
限
度
で
X
の
請
求
を
認
容
し
、
そ
の
余
の
請
求
は
棄
却
し
:
:
:
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

久

説

明

)

①
強
制
執
行
i
判
決
が
確
定
し
た
の
に
Y
が
任
意
ド
支
払
わ
な
い
な
ら
ば
、

X
は
強
制
執
行
す
る

(
Y
の
財
産
を
法
定
の
手
続
を
ふ
ん
で
差
押
え
金
に
か

え
て
売
よ
金
か
ら
と
る
)
こ
と
に
な
る
ハ
民
訴
四
九
七
条
以
下
)
。

②
記
号
の
使
用
原
告
、
被
告
、
そ
れ
ぞ
れ

x
-
Yと
表
示
す
る
(
以
下
同
じ
)
。

③
判
決
の
構
成
l
一
・
二
審
の
判
決
の
場
合
〈
民
事
)
は
、
主
文
(
判
決
の
結
論
i
紛
争
の
解
決
)
、
事
実
(
当
事
者
の
主
張
と
争
点
の
要
点
|
主
張
を
整

理
し
、
ど
の
事
実
に
つ
い
て
争
い
な
く
、
ど
の
事
実
に
つ
い
て
争
い
あ
る
か
を
示
す
。
当
事
者
の
主
張
し
な
い
事
実
は
、
た
と
え
裁
判
所
が
真
の
事
実
を

知
っ
て
い
て
も
裁
判
上
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
実
に
な
ら
な
い
。
〉
、
理
由
(
主
文
を
支
持
す
る
論
拠
)
か
ら
成
る
(
民
訴
一
九
一
条
)
。
右
に
い
う
事
実
は
、

裁
判
所
が
法
適
用
の
対
象
と
す
る
事
実
(
争
い
な
い
事
実
、
お
よ
び
、
裁
判
所
が
争
い
あ
る
事
実
に
つ
い
て
真
実
と
判
断
し
た
事
実
)
と
ひ
と
し
い
と
は

限
ら
な
い
。
法
適
用
の
対
象
と
す
る
事
実
の
確
定
は
(
事
実
認
定
)
、
理
由
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
。
確
定
さ
れ
た
事
実
が
客
観
的
事
実
と
ひ
と
し
い
保
障

も
な
い
(
な
ぜ
だ
ろ
う
か
?
)
。
本
教
材
で
(
事
実
)
と
し
て
掲
げ
る
の
は
、
法
適
用
の
対
象
と
な
る
事
実
で
あ
る
。
理
由
の
中
で
は
、
法
律
論
も
示
さ
れ

る
。
↓
稲
本
・
判
例
の
読
み
方
、
芦
部
H
河
本
H
棒
H
藤
木
・
法
学
の
学
び
方
、
所
収
(
一
九
七

O
、
有
斐
閣
)

④
一
訴
状
、
請
求
の
趣
旨
、
向
原
因
(
民
訴
二
二
三
条
、
二
二
四
条
)
、
認
容
、
棄
却
、
却
下
。

⑤
不
法
行
為
、
違
法
性
、
慰
籍
料
(
民
七

O
九
条
、
七
一

O
条)。

⑥
判
決
を
読
み
た
い
と
き
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
↓
公
式
判
例
集
、
雑
誌
。

⑦
法
律
用
語
の
調
べ
方
↓
法
律
学
辞
典
の
類
い
の
も
の
、
法
令
用
語
辞
典
。

(

問

題

)

本
判
決
の
結
論
に
賛
成
し
う
る
か
、
反
対
す
る
か
。
理
由
を
つ
け
て
答
え
よ
。

X
Y
聞
で
の
争
い
の
解
決
と
し
て
本
判
決
の
結
論
を
是
認
で
き
る
か
。
も

し
異
っ
た
解
決
を
す
べ
き
だ
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
を
示
せ
。

X
が
勝
訴
し
た
に
せ
よ
、
賠
償
額
は
安
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
程
度
の
賠
償
で
す
む

の
で
あ
れ
ば
、
あ
つ
か
ま
し
く
生
活
妨
害
を
は
じ
め
る
不
心
得
者
が
で
で
き
は
し
な
い
か
。

Y
が
身
体
障
害
者
で
生
活
も
ら
く
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

結
論
を
き
め
る
さ
い
に
考
慮
に
い
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
諸
々
の
角
度
か
ら
考
え
よ
。

本
判
決
の
理
由
づ
け
は
何
か
。
不
法
行
為
(
民
七

O
九
条
)
に
あ
た
る
か
ど
う
か
が
問
題
の
中
心
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
で
も
違
法
性
の
存
否
が
中
心
に

な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
違
法
性
あ
り
、
と
い
う
判
断
を
く
だ
す
に
さ
い
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
規
準
又
は
要
素
と
し
て
は
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
か
。
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そ
れ
ら
を
列
挙
せ
よ
。
そ
の
よ
う
な
規
準
を
た
て
る
こ
と
、
要
素
を
列
挙
す
る
こ
と
に
納
得
で
き
る
か
。

3

Y
が
、
豚
舎
は
、
国
又
は
市
の
す
す
め
で
つ
く
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
も
国
の
農
業
構
造
改
善
事
業
の
一
環
と
し
て
つ
く
っ
た
の
だ
か
ら
、
公
共
の
政
策
に
し

た
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
か
ら
害
を
生
じ
て
も
、
責
任
を
負
う
義
務
は
な
い
、
と
反
論
し
た
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
答
え
る
か
。
ま
た
、

X
が
Y
の
ブ
タ
小
屋
の
あ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
、
移
住
し
て
き
た
場
合
に
は
、

X
は
慰
藷
料
を
請
求
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
全
く
請
求
し
え
な

い
だ
ろ
う
か
。

4

本
件
に
お
い
て
、

X
は
慰
雑
料
を
Y
か
ら
支
払
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
支
払
っ
て
も
ら
う
に
し
て
も
、
そ
れ
は
過
去
の
損
害
の
賠
償

で
し
か
な
い
。
将
来
に
お
い
て
も
生
活
妨
害
を
な
く
す
る
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
方
法
を
で
き
る
だ
け
多
く
あ
げ
よ
。

5

本
判
決
に
お
い
て
は
、
民
法
七

O
九
条
、
七
一

O
条
が
適
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
結
論
が
導
か
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
基
準
に
よ
ら
な
く

て
も
、
裁
判
官
の
判
断
(
さ
ら
に
は
気
分
)
だ
け
に
依
存
し
て
、
争
い
を
裁
か
せ
て
な
ぜ
い
け
な
い
か
。
裁
判
官
は
、
骨
か
‘
か
か
小
山
町
、
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト

マ
ネ
ー
か
ら
一

O
万
円
を
出
し
て
、
こ
れ
を
X
に
与
え
て
、
以
後
、

x
-
Y双
方
と
も
争
う
な
と
い
っ
て
、
争
い
に
終
止
符
を
打
つ
て
は
い
け
な
い
か
。
法

律
に
よ
る
裁
判
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
法
律
が
裁
判
に
は
必
要
な
の
か
。
法
律
(
た
と
え
ば
民
法
七

O
九
条
、
七
一

O
条
)
は
だ
れ
を
(
人
民

か
、
裁
判
官
か
)
ど
う
い
う
目
的
で
拘
束
す
る
た
め
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

6

本
件
(
豚
舎
に
よ
る
生
活
妨
害
を
理
由
と
す
る
慰
一
緒
料
請
求
)
の
紛
争
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
、
裁
判
に
よ
る
方
法
以
外
に
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る

か。

Y
の
内
面
の
「
良
心
」
に
訴
え
る
と
い
う
方
法
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
他
で
き
る
だ
け
い
ろ
い
ろ
な
方
法
(
泣
き
寝
入
り
、
違
法
な
方
法
も
ふ
く
め
〉

を
考
え
出
せ
。
そ
れ
ら
の
方
法
と
、
本
件
の
よ
う
に
裁
判
に
よ
る
方
法
と
で
は
、
ど
こ
が
ち
が
う
か
。
手
続
、
解
決
規
準
、
解
決
の
実
現
方
法
、
解
決
後
の

当
事
者
間
の
人
間
関
係
、
社
会
一
般
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
解
決
の
及
ぼ
す
影
響
と
い
う
点
か
ら
考
え
よ
。
裁
判
な
ど
と
い
う
制
度
は
必
要
な
の
か
。

7

本
件
で
X
は
二
七
万
円
を
諸
請
求
し
て
い
る
が
、
裁
判
所
と
し
て
、

X
の
請
求
額
は
や
す
い
、
も
っ
と
多
く
与
え
て
や
ろ
う
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
判
決

に
お
い
て
そ
の
よ
う
に

Y
に
命
じ
て
も
よ
い
、
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
。
さ
ら
に
、
本
件
で
は
X
が
訴
え
て
い
る
が
、
裁
判
所
は
、
よ
り
積
極

的
に
、

X
が
困
つ
て
は
い
る
も
の
の
訴
訟
ま
で
は
お
こ
さ
な
い
で
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

X
の
困
っ
て
い
る
こ
と
を
探
し
出
し
て
、

X
の
訴
提
起
を
ま
た

な
い
で
、

Y
に
対
し
、

X
に
裁
判
所
の
妥
当
と
考
え
る
額
(
た
と
え
ば
二

O
万
円
)
の
慰
一
給
料
を
支
払
え
、
と
命
じ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
そ

う
す
る
と
、
何
か
困
っ
た
こ
と
で
も
生
ず
る
だ
ろ
う
か
。

*
(
参
芳
文
献
)

兼
子
、
訴
訟
の
は
な
し
、

説論
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並
木
、
民
事
裁
判
の
法
律
、
一
九
六
五
、
日
本
法
令
様
式
販
売
所

碧
海
、
法
と
社
会
、
第
一
章
(
法
と
他
の
文
化
領
域
〉
、
第
二
章
ハ
社
会
統
制
)
、
第
四
章
(
法
の
統
制
機
能
、

九
六
七
、
中
央
公
論
社

鵜
飼
、
法
と
は
何
か
、
N
H
K
市
民
大
学
叢
書
、
二
七
頁
以
下
(
行
為
規
範
、
裁
判
規
範
〉
、
四
三
一
貝
以
下
(
法
と
道
徳
〉
、

ロ
イ
ド
著
、
川
島
H
六
本
訳
、
現
代
法
学
入
門
、
第
三
章
(
法
と
道
徳
)
、
一
九
六
八
、
日
本
評
論
社

中
川
、
法
学
、
第
一
(
法
の
性
格
、
法
と
道
徳
)
、
一
九
六
六
、
日
本
-
評
論
社

山
田
、
新
版
法
学
、
第
一
二
章
(
法
と
道
徳
、
そ
の
他
)
、
一
九
六
一
二
、
東
大
出
版
会

川
島
、
法
社
会
学
(
上
)
、
五
二
頁
以
下
(
道
徳
〉
、
一
一
七
頁
以
下
(
権
利
規
範
と
道
徳
規
範
〉
、
一
九
五
八
、
岩
波
書
前

川
島
、
近
代
社
会
と
法
、
第
二
章
(
法
と
道
徳
)
、
一
九
五
九
、
岩
波
書
広

伊
藤
、
新
版
・
近
代
法
の
常
識
、
三
(
法
と
は
何
か
)
、
四
(
法
と
道
徳
)
、
五
(
法
と
強
制
)
、
一
九
六
七
、
有
信
堂

ダ
ン
ト
レ

l
ヴ
著
、
久
保
訳
、
自
然
法
、
第
四
章
(
法
の
本
質
)
、
第
五
章
(
法
と
道
徳
)
、
一
九
五
二
、
岩
波
書
応

伊
藤
H
加
藤
、
現
代
法
学
入
門
、
七
頁
以
下
(
法
と
秩
序
、
行
為
規
範
、
法
と
道
徳
)
、
一
一
一
一
頁
以
下
(
法
と
裁
判
、
裁
判
の
基
準
)
、
一
九
六
六
、
有
斐
閣

広
中
、
法
と
裁
判
、
前
編
一
、
二
(
民
事
紛
争
処
理
の
諸
方
法
、
裁
判
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
〉
、
後
編
一
ニ
(
民
事
紛
争

処
理
の
諸
方
法
〉
、
東
大
新
書
、
一
九
六
七
、
東
大
出
版
会

田
中
(
耕
)
、
法
と
道
徳
、
一
九
四
七
、
春
秋
社

田
中
(
耕
)
、
法
と
宗
教
と
社
会
生
活
、
一
九
五

O
、
春
秋
社

渡
辺
、
法
と
い
う
も
の
の
考
え
方
、
五
四
頁
以
下
(
法
の
支
配
と
人
権
〉
、
，
岩
波
新
書
、
一
九
五
九
、
岩
波
書
店

今
村
H
小
山
、
法
学
、
第
八
章
〈
不
法
行
為
)
、
第
九
章
(
紛
争
の
解
決
)
、
一
九
六
五
、
有
斐
閣

谷
口
(
安
)
、
判
決
の
効
力
、
片
岡
H
乾
H
中
山
、
法
学
の
基
礎
、
一
九
七

O
、
所
収
、
有
斐
閣

谷
口
(
安
)
、
民
事
訴
訟
法
を
学
ぶ
〈
不
告
不
理
、
裁
判
規
範
、
行
為
規
範
)
、
芦
部
H
河
本
H
棒
H
藤
木
、
法
学
を
学
ぶ
、
一
九
七

O
、
所
収
、
有
斐
閣

兼
子
、
実
体
法
と
訴
訟
法
、
第
三
章
、
第
四
章
四
(
私
法
法
規
H
裁
判
規
範
、
紛
争
解
決
の
基
準
、
訴
な
け
れ
ば
裁
判
な
し
。
申
立
の
範
囲
内
で
の
裁

判
)
、
一
九
五
七
、
有
斐
閣

一
次
統
制
、
二
次
統
制
)
、
中
公
新
書
、

一
九
六
九
、
日
本
放
送
出
版
協
会

北海道大学教養部における「法学」の援業
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鋭

〔
サ
ン
プ
ル

2
〕

〔
判
例
制
〕
裁
判
官
に
対
す
る
忌
避
申
立
事
件
(
福
島
裁
判
官
忌
避
事
件
)

札
幌
地
裁
昭
和
四
五
年
五
月
七
日
決
定
(
判
時
五
九

O
号
六
頁
〉

(

事

実

)

論

①
本
案
事
件
は
、

X
ほ
か
三
五
八
名
を
原
告
と
し
て
、
申
立
人
Y
(農
林
大
臣
〉
が
昭
和
四
四
年
七

月
七
日
農
林
省
告
示
第
一

O
一
一
三
号
を
も
っ
て
し
た
北
海
道
夕
張
郡
長
沼
町
所
在
の
保
安
林
指
定

を
解
除
す
る
旨
の
処
分
の
取
消
し
の
裁
判
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、

X
ら
は
請
求
原
因
と
し
て
、

お
お
む
ね
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

X
ら
は
長
沼
町
の
住
民
で
あ
り
、
右
保
安
林
解
除
に
直
接

の
利
害
関
係
を
有
す
る
。

Y
は
、
自
衛
隊
の
高
射
教
育
訓
練
施
設
敷
地
及
び
同
連
絡
道
路
敷
地
と

解

除

処

分

す

る

と

の

理

由

で

、

右

保

安

林

解

除

処

分

を

行

な

っ

た

。

し

か

し

、

右

処

分

は

、

次

の

ω1ω
の

保
安
林

-

理

由

で

違

法

で

あ

り

、

取

消

を

免

れ

な

い

。

ω右
処
分
は
憲
法
九
条
二
項
に
反
す
る
自
衛
隊
の
ミ

一

i
l

サ
イ
ル
基
地
設
置
の
目
的
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
森
林
法
二
六
条
二
項
の
「
公
益
上
の

一

理

由

」

に

あ

た

ら

な

い

。

ω右
処
分
は
高
射
教
育
訓
練
施
設
の
設
置
を
理
由
と
し
て
い
る
が
、
そ

Y
農

林

大

臣

の

た

め

で

あ

れ

ば

、

他

に

適

当

な

土

地

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

は

い

い

が

た

い

か

ら

、

森

林
法
二
六
条
二
項
の
「
必
要
が
生
じ
た
と
き
」
の
要
件
を
欠
く
。

ω右
処
分
は
、
代
替
施
設
が
未
だ
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
そ
の
内
容
が
未
確
定
の
ま
ま
な

さ
れ
た
か
ら
、
森
林
法
二
六
条
二
項
、
一
条
の
解
釈
を
あ
や
ま
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ω右
処
分
は
公
開
に
よ
る
聴
聞
を
行
な
わ
な
い
で
な
さ
れ

た
か
ら
、
森
林
法
三
二
条
二
項
に
違
反
す
る
。

②
本
出
来
事
件
は
、
札
幌
地
方
裁
判
所
第
一
部
に
配
付
さ
れ
、
裁
判
官
福
島
重
維
を
裁
判
長
と
す
る
合
議
体
(
以
下
合
議
一
部
と
い
う
〉
で
審
理
が
始
ま
り
、
既

に
四
回
の
口
頭
弁
論
を
了
し
て
い
る
が
、
そ
の
問
、
原
告
側
は
、
①

ωの
取
消
理
由
に
つ
き
、
自
衛
隊
の
現
状
が
憲
法
九
条
二
項
に
反
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
自
衛
隊
の
実
態
を
審
理
の
対
象
と
す
る
よ
う
主
張
し
、
一
方
、
こ
の
点
に
関
し
、

Y
は
森
林
法
二
六
条
二
項
の
「
公
益
上
の
理
由
」
の
有
無
の

判
断
に
あ
た
っ
て
、
自
衛
隊
全
体
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
衛
隊
が
違
憲
か
否
か
の
判
断
は
、
内
閣
あ
る
い
は
国
会
等
の

政
治
部
門
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
司
法
裁
判
所
の
審
理
に
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
少
く
と
も
、
本
件
基
地
の
設
置
が
憲
法
九
条
二
項
に
反
す

る
か
否
か
の
み
を
審
理
す
れ
ば
た
り
、
自
衛
隊
全
体
の
実
態
を
審
理
す
る
必
要
は
な
い
、
と
主
張
し
て
い
た
。

③忌避申立=本件事件

ー

ーー←二一福木石
審島谷川(
理裁裁裁合
中 ~J判判議

官官官一
(却
裁)
判
長

処分取消請
求訴訟
X(ほか358名〕

11 

②長沼事件
(本案事件〉

z 
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③
合
議
一
部
の
裁
判
長
た
る
福
島
裁
判
官
の
訴
訟
指
揮
は
、
自
衛
隊
の
実
態
を
審
理
の
対
象
と
す
る
形
で
す
す
め
ら
れ
、
合
議
一
部
は
、
昭
和
四
五
年
一
一
一

月
二
一
一
日
第
四
回
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
自
衛
隊
の
実
態
を
立
証
す
る
た
め
X
か
ら
申
請
さ
れ
て
い
た
九
人
の
証
人
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
源
回
突

を
証
人
と
し
て
採
用
し
、
次
回
口
頭
弁
論
.
劫
日
の
昭
和
四
五
年
五
月
一
五
日
に
尋
問
す
る
旨
及
び
同
様
の
立
証
趣
旨
に
も
と
づ
く
X
の
文
書
送
付
嘱
託
の

申
請
を
採
用
す
る
旨
決
定
し
た
。

④

Y
は
、
福
島
裁
判
官
に
対
し
て
、
忌
避
申
立
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
要
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
青
年
法
律
家
協
会
」
(
以
下
青
法
協
と
い
う
〉
は
、

安
保
廃
棄
、
自
衛
隊
反
対
等
の
政
治
的
活
動
方
針
を
う
ち
出
し
て
い
る
政
治
団
体
で
、
し
か
も
、
本
案
事
件
の
支
援
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
一
方
、

福
島
裁
判
官
は
、
そ
の
青
法
協
に
所
属
し
、
青
法
協
所
属
裁
判
官
の
機
関
誌
「
幾
火
」
の
編
集
責
任
者
で
あ
っ
た
有
力
会
員
で
あ
り
、
し
か
も
、
現
に
管

法
協
札
幌
支
部
の
先
輩
と
し
て
指
導
的
役
割
を
果
し
て
い
る
。
か
か
る
裁
判
官
が
、
国
政
に
重
大
な
関
係
の
あ
る
本
案
事
件
の
審
理
を
お
こ
な
う
こ
と

は
、
民
一
訴
法
三
七
条
一
項
に
い
う
「
裁
判
の
公
正
を
妨
ぐ
べ
き
事
情
」
が
あ
る
場
合
に
あ
た
る
。

(

決

定

)

主
文
|
本
件
忌
避
申
立
を
却
下
す
る
。

理
由
|
〈
事
実
)
中
人
吉
確
定
し
た
う
え
、
つ
づ
け
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

i
青
法
協
の
性
格
等
に
つ
い
て
。
①
青
法
協
は
昭
和
二
九
年
四
月
設

立
さ
れ
、
当
初
は
弁
護
士
と
学
者
の
会
員
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
裁
判
官
、
司
法
修
習
生
も
入
会
す
る
に
至
り
、
現
在
そ
の
会
員
数
は
、
約
二

O

O
O名
に
達
し
て
い
る
。
②
車
円
法
協
の
目
的
は
、
「
憲
法
を
擁
護
し
、
平
和
と
民
主
主
義
を
ま
も
る
こ
と
」
(
育
法
協
規
約
三
条
〉
で
あ
る
。
そ
の
目
的
達
成

の
た
め
の
事
業
と
し
て
、
調
査
・
研
究
活
動
、
教
育
・
啓
蒙
活
動
、
法
の
制
定
・
運
用
に
対
す
る
批
判
活
動
、
法
律
問
題
処
理
に
関
す
る
知
識
・
技
術
の
提

供
、
他
の
団
体
と
の
提
携
等
を
行
な
う
こ
と
と
し
て
い
る
(
向
規
約
四
条
〉
。
毎
年
五
月
ご
ろ
に
は
全
会
員
の
構
成
す
る
全
国
総
会
が
ひ
ら
か
れ
、
過
去
一
年

間
の
活
動
報
告
が
さ
れ
、
爾
後
一
年
間
の
活
動
基
本
方
針
が
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
四
四
年
五
月
三
一
日
全
国
総
会
で
決
定
さ
れ
た
活
動
方
針
は
、
制

憲
法
改
悪
を
阻
止
し
、
安
保
廃
棄
、
沖
縄
全
面
返
還
を
実
現
し
、
平
和
を
守
る
た
め
の
活
動
、

ω司
法
制
度
の
改
悪
を
阻
止
す
る
活
動
、

ω基
本
的
人
権
を

擁
護
し
、
治
安
立
法
、
治
安
体
制
の
強
化
を
阻
止
す
る
活
動
、

ω国
民
の
生
活
と
権
利
を
守
る
た
め
の
活
動
、
何
組
織
・
財
政
に
関
す
る
活
動
、
の
五
項
目
の

も
と
に
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
て
、
と
く
に

ωの
う
ち
の
「
安
保
廃
棄
」
を
そ
の
活
動
の
中
心
に
す
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
育
法
協
の
具
体
的
活
動
と

し
て
、
対
内
的
に
は
、
憲
法
、
司
法
制
度
、
人
権
の
各
部
会
を
設
け
、
調
査
・
研
究
を
し
、
機
関
誌
、
例
会
活
動
を
し
、
対
外
的
に
は
、
「
憲
法
問
答
」
、
「
沖

縄
返
還
と
一
体
化
政
策
」
等
の
出
版
に
よ
る
啓
蒙
活
動
を
お
こ
な
い
、
ま
た
、
昭
和
三
六
年
一
一
月
、
日
本
民
主
法
律
家
協
会
(
「
日
民
協
」
と
い
う
)
に
団
体

と
し
て
加
盟
し
、
事
項
に
応
じ
て
、
日
民
協
、
自
由
法
曹
団
、
総
評
弁
護
団
と
も
連
絡
の
も
と
に
共
同
で
活
動
し
、
さ
ら
に
、
原
水
爆
禁
止
大
会
、
ア
ジ
ア
・

北海道大学教養部における「法学」の授業

北法21(4・73)669



j
孟
守
4
3
3
2

説

ア
フ
リ
カ
法
律
家
会
議
等
の
国
際
会
議
に
代
表
を
派
遣
し
て
い
る
。
③
青
法
践
が
団
体
加
盟
し
て
い
る
日
民
協
に
つ
い
て
。
昭
和
三
六
年
一

O
月
安
保
改
定

阻
止
法
律
家
会
議
を
構
成
し
て
い
た
弁
護
士
、
学
者
等
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
個
人
会
員
及
び
法
律
家
団
体
か
ら
な
り
、
個
人
会
員
は
約
八

O
O名
、
加
盟
団

体
と
し
て
は
、
青
法
協
の
ほ
か
、
自
由
法
曹
団
、
総
評
弁
護
団
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
民
協
の
最
近
の
活
動
方
針
は
、

ω安
保
条
約
を
廃
棄
さ

せ
沖
縄
を
即
時
無
条
件
全
面
的
に
返
還
さ
せ
る
。
判
権
力
に
よ
る
大
学
の
管
理
、
解
体
に
反
対
し
、
大
学
の
自
治
、
学
問
の
自
由
を
擁
護
す
る
。

ω司
法
の
反

動
的
再
編
に
反
対
し
、
そ
の
他
の
治
安
機
構
の
反
動
的
強
化
に
反
対
す
る
。

ω明
る
い
革
新
自
治
体
を
つ
く
り
強
化
す
る
。
同
組
織
を
拡
大
強
化
し
、
健
全

財
政
を
確
立
す
る
、
こ
れ
ら
五
項
目
を
重
点
的
に
追
及
す
る
こ
と
で
あ
る
。
過
去
に
お
い
て
、
自
衛
隊
に
反
対
す
る
活
動
を
そ
の
方
針
の
一
と
し
て
か
か
げ
、

そ
の
一
環
と
し
て
、
恵
庭
事
件
対
策
委
員
会
を
設
け
て
同
事
件
の
支
援
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
同
事
件
に
お
い
て
自
衛
隊
違
憲
を
主
張
し
、
現
在
、
前
記
活

動
方
針
の
具
体
化
と
し
て
、
重
要
訴
訟
対
策
委
員
会
を
設
置
し
、
教
科
書
訴
訟
、
百
里
訴
訟
等
の
支
援
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
青
法
協
は
、
日

民
協
に
団
体
と
し
て
加
盟
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
育
法
協
が
日
民
協
、
日
民
協
の
他
の
加
盟
団
体
と
の
連
絡
、
事
項
別
共
同
活
動
が
さ
れ
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
日
民
協
の
活
動
方
針
及
び
そ
れ
に
も
と
づ
く
具
体
的
活
動
そ
れ
じ
た
い
は
、
育
法
協
の
個
々
の
会
員
と
直
接
の
か
か
わ
り
の
あ
る
も
の
で
は

な
い
。
④
育
法
協
所
属
の
裁
判
官
会
員
は
、
昭
和
三
八
年
ご
ろ
か
ら
、
そ
の
職
務
の
特
殊
性
か
ら
、
育
法
協
内
部
に
お
い
て
、
独
自
の
存
在
と
し
て
事
実
上

裁
判
官
部
会
を
成
立
さ
せ
る
に
歪
り
、
対
外
的
活
動
の
面
で
は
、
慎
重
な
態
度
で
の
ぞ
み
、
車
円
法
協
機
関
誌
「
青
年
法
律
家
」
と
は
別
に
、
裁
判
官
会
員
誌

と
し
て
「
議
火
」
を
発
行
し
て
い
る
が
、
右
「
畿
火
」
は
、
裁
判
官
会
員
に
よ
る
実
務
上
生
起
す
る
法
律
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
発
表
、
司
法
行
政
に
つ
い
て

の
批
判
的
所
感
、
随
筆
等
を
中
心
に
編
集
さ
れ
、
全
体
と
し
て
み
る
限
り
、
と
く
に
政
治
的
色
彩
を
お
び
た
も
の
で
は
な
い
。
育
法
協
内
部
に
お
い
て
も
、

職
業
上
の
制
約
を
配
慮
し
て
、
裁
判
官
会
員
の
右
態
度
を
是
認
し
、
裁
判
官
部
会
の
運
営
等
に
積
極
的
に
関
与
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
裁
判
官

部
会
は
、
青
法
協
が
団
体
と
し
て
加
盟
し
て
い
る
自
民
協
と
も
日
常
活
動
等
に
お
い
て
事
実
上
無
関
係
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
、
青
法
協
及
び
日
民
協
に
お

い
て
了
解
さ
れ
て
い
る
。
ほ
育
法
協
が
組
織
と
し
て
本
案
事
件
の
X
側
に
対
し
支
援
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。
育
法
協
二
二
期
札
幌
支
部
発
行

「
札
幌
支
部
ニ
ュ
ー
ス
」
第
二
号
に
は
後
掲
の
ご
と
き
記
載
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
青
法
協
二
二
期
・
一
一
一
一
一
期
合
同
東
京
支
部
ニ
ュ
ー
ス
」
第
一
号
に
、

X
ら
訴

訟
代
理
人
の
一
人
を
講
師
と
す
る
本
案
事
件
に
関
す
る
討
論
の
集
い
へ
の
呼
び
か
け
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
青
法
協
会
員
で
あ
る
司
法
修
習
生

の
活
動
と
し
て
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
支
援
活
動
と
ま
で
は
認
め
が
た
い
こ
と
は
右
記
載
内
容
か
ら
も
知
り
う
る
。
日
民
協
機
関
誌
「
日
本
民
法

協
」
第
三
九
号
(
昭
和
四
四
年
九
月
一

O
日
発
行
)
の
編
集
後
記
に
後
掲
の
ご
と
き
記
載
が
あ
る
が
、
こ
れ
の
み
を
も
っ
て
、
日
民
協
が
組
織
と
し
て
本
案
事
件

を
支
援
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
(
か
よ
う
に
し
て
、
問
団
体
が
本
案
事
件
を
支
援
し
て
い
る
と
は
認
め
が
た
く
〉
支
援
し
て
い
る
こ
と
を
認
む
べ
き
資

料
は
他
に
な
い
。
岨
福
島
裁
判
官
と
青
法
協
と
の
関
係
。
同
裁
判
官
は
昭
和
三
二
年
司
法
修
習
生
に
採
用
さ
れ
た
こ
ろ
育
法
協
に
入
会
し
、
現
に
そ
の
会
員

論
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で
あ
る
。
同
裁
判
官
が
「
給
火
」
の
第
五
な
い
し
第
七
号
(
昭
和
四

O
年
六
月
な
い
し
昭
和
四
一
年
一
一
一
月
発
行
〉
の
編
集
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
を
認
め

う
る
(
同
裁
判
官
が
青
法
協
札
幌
支
部
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
に
た
る
資
料
は
な
い
)
。
し
か
し
、
同
裁
判
官
が
青
法
協
の
一
裁
判
官
会
員
で
あ

る
以
上
に
、
前
記
の
よ
う
な
青
法
協
の
活
動
方
針
の
企
画
立
案
に
関
与
す
る
等
青
法
協
と
し
て
の
重
要
な
組
織
活
動
に
参
加
し
た
と
か
、
札
幌
に
お
け
る
育

法
協
会
員
の
指
導
的
役
割
を
果
し
て
い
る
と
か
の
事
実
を
認
む
べ
き
資
料
は
な
い
。

w①
以
上
の
事
実
関
係
を
前
提
と
し
て
、
同
裁
判
官
に
本
案
事
件
を
担

当
す
る
に
つ
い
て
の
「
裁
判
の
公
正
を
妨
ぐ
べ
き
事
情
」
が
あ
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
。
右
に
い
う
事
情
と
は
、
裁
判
官
が
当
の
事
件
を
担
当
し
た
場
合
、
一

般
人
を
し
て
不
公
正
な
裁
判
を
な
す
に
至
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
懸
念
を
い
だ
か
せ
る
に
足
る
具
体
的
な
事
情
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た
ん
に

主
観
的
な
あ
る
い
は
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
②
前
記
の

i
E
で
認
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
青
法
協
が
広
い

意
味
で
の
政
治
団
体
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
が
、
組
織
と
し
て
は
、
本
案
事
件
の
支
援
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
一
方
、
青
法
協
の

前
記
活
動
方
針
も
会
員
た
る
裁
判
官
の
職
務
活
動
を
一
般
的
に
拘
束
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
実
際
に
も
、
さ
き
に
認
定
し
た
と
お
り
、
育
法
協

内
で
裁
判
官
部
会
が
職
業
上
の
制
約
を
考
慮
し
て
、
独
自
の
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
加
え
て
、
同
裁
判
官
は
、
主
円
法
協
の
重
要
な
組
織
活
動
に
参

加
し
て
お
ら
ず
(
一
会
員
で
し
か
な
い
)
、
よ
っ
て
、
同
裁
判
官
が
青
法
協
の
前
記
活
動
方
針
に
心
理
的
拘
束
を
う
け
る
べ
き
立
場
に
な
い
も
の
と
認
め
う
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
件
で
の
問
題
点
は
、
前
記
の
よ
う
な
性
格
の
青
法
協
に
一
会
員
と
し
て
加
入
し
て
い
る
向
裁
判
官
が
、
本
事
常
事
件
の
審
理
を
担
当
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
あ
る
と
こ
ろ
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
と
裁
判
官
の
独
立
及
び
身
分
が
憲
法
上
の
制
度
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案

す
れ
ば
、
未
だ
右
の
一
事
を
以
て
し
て
は
、
裁
判
の
公
正
を
う
た
が
わ
し
む
べ
き
具
体
性
に
欠
け
る
。
③
申
立
人
Y
は、

X
ら
訴
訟
代
理
人
の
中
に
青
法
協

及
び
民
法
協
の
有
力
会
員
が
存
す
る
こ
と
を
も
付
加
的
に
忌
避
申
立
の
理
由
と
し
て
い
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
前
記
事
実
関
係
(
と
く
に
育
法
協
が

組
織
と
し
て
本
案
事
件
の
支
援
を
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
青
法
協
内
部
で
は
裁
判
官
部
会
が
独
自
の
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
)
の
下
に
お
い
て

は、

Y
の
主
張
す
る
ご
と
き
事
実
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
裁
判
官
の
公
正
を
う
た
が
わ
し
む
べ
き
具
体
的
な
事
情
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、

Y

は
、
合
議
一
部
が
本
案
事
件
に
お
い
て
、

Y
の
主
張
す
る
統
治
行
為
論
等
を
採
用
せ
ず
、

X
側
申
請
の
証
人
及
び
文
書
送
付
嘱
託
を
採
用
す
る
旨
決
定
し
た

こ
と
は
、
あ
た
か
も
育
法
協
会
員
の
同
裁
判
官
が
、
自
衛
隊
論
争
を
法
廷
に
顕
出
せ
し
め
よ
う
と
す
る
X
ら
訴
訟
代
理
人
の
意
図
に
同
調
す
る
も
の
で
あ

り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
忌
避
申
立
の
理
由
と
な
る
か
の
ご
と
き
主
張
を
す
る
。
し
か
し
、
証
拠
の
採
否
は
裁
判
所
の
訴
訟
指
揮
の
問
題
で
、
対
立
す
る
当
事

者
双
方
の
主
張
の
一
方
を
と
り
他
方
を
捨
て
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
じ
た
い
忌
避
の
理
由
と
は
な
り
え
な
い
し
、
し
か
も
、
右
決
定
は
、
合
議
体
と

し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
裁
判
官
が
X
側
の
意
凶
に
同
調
し
た
結
果
、
右
の
よ
う
な
決
定
が
な
さ
れ
た
と
認
む
べ
き
資
料
は
な
い
。
判
よ
っ
て
、

本
件
忌
避
の
申
立
は
理
由
が
な
い
の
で
、
こ
れ
を
却
下
す
る
こ
と
と
し
て
、
主
文
の
と
お
り
決
定
す
る
。
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(
札
幌
地
裁
第
二
部
裁
判
長
裁
判
官
松
野
嘉
貞
、
裁
判
官
鈴
木
康
之
、
裁
判
官
岩
垂
正
起
)

注
目
本
民
法
協
第
三
九
号
〈
昭
和
四
四
年
九
月
一

O
日
発
行
〉
に
は
、
次
の
記
載
が
あ
っ
た
。
「
長
沼
ミ
サ
イ
ル
基
地
事
件
は
、
砂
川
、
恵
庭
事
件
を
一

そ
う
発
展
さ
せ
た
憲
法
裁
判
、
基
地
斗
争
と
し
て
七

O
年
安
保
の
核
心
に
迫
っ
て
登
場
す
る
様
相
を
濃
く
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
裁
判
斗
争
に
対
す
る
多

様
な
支
援
活
動
が
総
会
以
後
の
日
民
協
の
大
き
な
課
題
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
」
育
法
協
札
幌
支
部
発
行
の
「
札
幌
支
部
ニ
ュ
ー
ス
」
第
二
号
に
は
、

次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
っ
た
。
「
青
法
協
の
使
命
は
:
:
:
す
ぐ
れ
て
政
治
的
実
践
的
課
題
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
、
「
七

O
年
安
保
に
つ
い
て
、
・
:
・
:
憲

法
と
安
保
体
制
の
矛
盾
に
つ
い
て
の
適
確
な
評
価
を
行
な
い
、
そ
れ
を
国
民
大
衆
に
周
知
す
る
た
め
の
実
践
活
動
を
行
な
お
う
。
そ
の
た
め
に
、
「
恵
庭
事

件
」
研
究
の
成
果
を
「
長
沼
基
地
」
問
題
を
考
え
る
過
程
で
一
一
層
深
め
、
安
保
l
自
衛
隊
l
基
地
の
も
つ
国
民
生
活
破
壊
の
事
実
を
修
習
生
と
し
て
の
立
場

か
ら
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
こ
う
。
」
同
誌
の
「
長
沼
事
件
レ
ポ
ー
ト
」
に
は
、
「
長
沼
の
場
合
・
:
:
・
恵
庭
事
件
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
強
い
形
で

の
第
九
条
論
の
展
開
が
な
さ
れ
る
公
算
が
大
き
い
点
に
、
そ
し
て
そ
れ
を
通
じ
て
自
衛
隊
の
存
在
、
さ
ら
に
安
保
体
制
に
対
す
る
日
本
国
民
全
体
の
注
目
、

批
判
が
呼
び
さ
ま
さ
れ
、
さ
ら
に
反
対
の
運
動
へ
と
盛
り
上
っ
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
点
に
重
大
な
意
味
が
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。
」
と
誌
さ
れ
て
い

る。

論

本
決
定
は
、
福
島
裁
判
官
の
意
見
を
聞
い
た
う
え
、
な
さ
れ
た
(
民
訴
四

O
条
)
。
同
裁
判
官
は
、
そ
の
提
出
に
か
か
る
意
見
書
の
う
ち
で
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
(
こ
こ
で
は
、
省
略
を
施
し
た
り
、
用
字
を
直
し
た
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
〉
。

一
、
二
省
略

三
、
留
の
忌
避
申
立
の
理
由
に
つ
い
て
。
ー
、

2
省
略
。
$
申
立
人
は
私
及
び
木
谷
、
石
川
両
陪
席
裁
判
官
で
構
成
す
る
本
家
裁
判
所
が
い
わ
ゆ
る
長
沼
行
政

訴
訟
事
件
に
お
い
て
X
申
請
の
-
証
人
及
び
文
書
嘱
託
申
立
を
採
用
し
た
こ
と
が
恰
か
も
育
法
協
所
属
の

X
ら
代
理
人
に
同
調
し
て
い
る
が
ご
と
き
疑
い
を
も

っ
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
申
立
人
の
私
に
対
す
る
偏
見
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
訴
訟
に
お
い
て
は
国
と
い
え
ど
も
一
当
事
者
に
す
ぎ
な
い
。

証
拠
の
採
否
は
裁
判
所
の
専
権
で
あ
る
。
自
己
の
意
見
の
容
れ
ざ
る
を
も
っ
て
、
裁
判
所
を
誹
誇
す
る
は
法
律
家
と
し
て
理
性
を
失
な
っ
た
失
態
と
い
う
以

外
に
云
い
よ
う
、
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
、
青
法
協
及
び
各
会
員
と
具
体
的
事
件
と
の
関
係
。
車
育
法
協
は
各
種
の
職
業
に
つ
く
法
律
家
の
団
体
で
あ
り
、
時
に
は
協
会
じ
し
ん
の
活
動
方
針
と
し
て
、

現
に
生
起
し
つ
つ
あ
る
具
体
的
事
件
に
ふ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
幾
多
の
会
員
の
う
ち
に
は
、
或
る
者
は
裁
判
官
と
し
て
現
に
そ
の
事
件
を
担
当
し
、
或

る
者
は
そ
の
事
件
の
原
告
被
告
の
代
理
人
と
し
て
、
又
は
、
検
察
官
、
弁
護
人
と
し
て
関
与
し
、
関
与
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
も
生
じ
う
る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
た
場
合
に
い
か
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
た
だ
ひ
た
す
ら
裁
判
官
及
び
各
訴
訟
関
係
者
と
な
っ
た
各
会
員
は
厳
に
私
情
、

ぜ
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私
心
を
い
ま
し
め
、
各
自
の
良
心
に
従
つ
て
の
み
、
事
件
の
処
理
に
当
る
の
は
単
に
裁
判
官
の
み
な
ら
ず
、
凡
そ
法
曹
一
般
の
確
立
さ
れ
た
職
業
倫
理
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
裁
判
官
に
と
っ
て
か
よ
う
に
私
心
を
捨
て
て
法
律
と
良
心
に
従
っ
て
裁
判
に
当
る
こ
と
は
単
に
職
業
倫
理
の
み
な
ら
ず
憲
法
上
の
義

務
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
な
し
え
ず
し
て
は
凡
そ
い
か
な
る
法
曹
と
し
て
も
も
は
や
そ
の
資
格
を
失
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
青
法
協
会
員
の
多
数

が
決
議
に
よ
り
何
ら
か
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
も
別
途
に
憲
法
の
保
障
す
る
権
利
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
決
議
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
具
体
的
事
件

を
担
当
す
る
者
に
と
っ
て
何
ら
の
拘
束
力
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
(
政
党
、
政
治
団
体
で
は
当
然
拘
束
力
を
有
す
る
〉
。
も
し
万
一
、
裁
判
官
の
中
に
自
ら
の

良
心
を
捨
て
自
己
の
属
す
る
団
体
の
決
議
に
左
右
さ
れ
る
者
、
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
正
に
裁
判
の
公
正
を
害
し
、
裁
判
の
独
立
を
侵
す
も
の
以
外
の
何

も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
叉
憲
法
じ
た
い
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
し
て
は
育
法
協
じ
し
ん
が
目
的
と
し
て
か
か
げ
る

憲
法
じ
た
い
の
擁
護
を
根
底
か
ら
く
つ
が
え
し
、
真
正
面
か
ら
'
の
矛
盾
接
着
を
き
た
し
、
国
民
の
ひ
ん
し
ゅ
く
を
買
う
の
み
か
、
司
法
へ
の
信
頼
じ
た
い
を

失
墜
さ
せ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
青
法
協
の
中
に
は
か
よ
う
な
不
心
得
者
は
お
ら
ず
、
又
、
そ
の
言
葉
の
端
す
ら
も
ヰ
に
し
え
な
い
。

五
、
本
件
忌
避
申
立
の
問
題
と
裁
判
官
の
思
想
良
心
の
自
由
及
び
政
治
活
動
の
関
係
。
ー
、
裁
判
官
は
、
個
人
と
し
て
も
政
治
活
動
を
な
し
、
叉
そ
う
見
ら
る

べ
き
行
動
を
と
る
べ
き
で
な
い
。
私
じ
し
ん
裁
判
官
に
任
官
し
て
以
来
一
一
年
間
、
一
般
国
民
と
し
て
選
挙
投
票
を
し
た
以
外
は
、
何
ら
の
政
治
活
動
を
な

し
又
そ
う
見
ら
る
べ
き
行
動
を
な
し
た
こ
と
は
な
い
。
政
治
活
動
と
は
或
る
特
定
の
政
党
又
は
政
治
団
体
に
属
し
て
、
そ
れ
を
支
援
し
、
そ
の
勢
を
拡
大
有

利
に
す
る
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
で
あ
る
。

2
、
し
か
し
、
こ
の
こ
と
と
裁
判
官
が
個
人
と
し
て
思
索
の
結
果
或
る
一
定
の
理
念
に
達
し
、
又
、
自
己
の
理

念
よ
り
み
て
、
或
る
政
策
を
是
と
み
、
叉
、
非
と
批
判
し
、
叉
或
る
事
実
の
善
悪
を
判
断
す
る
こ
と
は
自
ら
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
思
想
、
良
心
の
自

由
の
問
題
で
あ
る
。
か
か
る
自
由
は
一
般
国
民
と
同
様
に
裁
判
官
に
も
保
障
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
数
人
の
会
合
に
お
い
て
相
互
に
意
見
を
交
換
す
る

こ
と
が
あ
っ
て
も
別
で
は
な
い
。

3
、
特
に
裁
判
官
は
憲
法
を
守
り
法
律
に
従
う
こ
と
は
憲
法
上
の
義
務
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
裁
判
官
を
し
て
単
に
右
各

法
規
条
項
の
文
書
解
釈
を
も
っ
て
こ
と
た
れ
り
と
し
な
い
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
裁
判
官
に
こ
れ
ら
の
法
規
に
関
連
す
る
社
会
的
、
政
治
的
事
象
に
つ
い
て
も

よ
り
広
い
識
見
と
よ
り
深
い
学
聞
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
目
的
の
た
め
、
そ
の
職
種
の
別
を
こ
え
て
広
く
各
法
曹
が
前

記
の
よ
う
な
意
見
の
交
流
と
討
議
に
参
集
す
る
こ
と
は
、
単
に
裁
判
官
自
ら
の
自
己
研
さ
ん
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
独
善
を
避
け
る
た
め
に
も
必
要
有

益
で
さ
え
あ
れ
、
何
の
有
害
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
全
く
裁
判
官
の
思
想
及
び
良
心
の
自
由
、
そ
し
て
、
そ
の
目
的
の
た
め
の

結
社
の
自
由
の
範
囲
に
属
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
何
人
の
指
弾
を
う
け
う
べ
き
も
の
で
も
な
く
、
叉
、
前
1
項
の
政
治
活
動
と
は
峻
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
勿
論
か
よ
う
な
研
究
の
結
果
、
時
に
は
そ
の
時
の
国
の
政
治
、
政
策
を
非
と
み
る
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
そ
の
性
質
は

変
ら
な
い
(
私
に
は
申
立
人
の
申
立
理
由
は
国
の
政
治
、
政
策
に
反
す
る
意
見
を
以
っ
て
政
治
的
と
み
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
も
っ
)
。
裁
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説

判
官
の
公
正
中
立
と
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
現
象
、
政
治
現
象
に
対
す
る
無
知
、
無
定
見
を
意
味
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

4
、
私
は
、
こ
の
政
治
活
動
と
単

な
る
結
社
の
問
題
は
、
事
実
上
そ
の
境
界
に
お
い
て
微
妙
な
区
別
し
が
た
い
と
み
ら
れ
る
面
を
も
つ
こ
と
も
否
定
し
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ

裁
判
官
部
会
は
、
育
法
協
内
に
お
け
る
活
動
に
さ
い
し
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
政
治
的
活
動
と
み
ら
れ
る
問
題
に
加
わ
る
こ
と
を
極
力
(
時
に
は

神
経
質
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
程
に
)
避
け
て
き
た
。
し
か
し
、
前
来
記
述
の
よ
う
に
育
法
協
は
そ
の
性
質
上
政
治
活
動
の
自
由
を
許
さ
れ
た
弁
護
士
部
会
を

ふ
く
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
区
別
は
認
識
す
る
側
に
お
い
て
も
充
分
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

5
、
「
だ
け
れ
ど
も
!
と
申
立

人
は
一
五
う
で
あ
ろ
う
l
人
々
は
皆
そ
う
思
っ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
」
と
。
し
か
し
、
こ
の
文
言
程
法
律
家
を
侮
辱
す
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
の
誤

解
を
解
き
、
巷
の
う
わ
さ
を
斥
け
、
誤
り
を
正
し
て
真
実
と
正
義
を
見
出
す
こ
と
こ
そ
法
律
家
の
職
責
で
あ
り
そ
の
使
命
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
疑
わ
れ
れ

ば
そ
れ
で
万
事
は
終
り
」
で
は
全
く
無
法
の
支
配
す
る
暗
黒
時
代
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
ら
真
実
を
求
め
よ
う
と
す
る
努
力
を
払
う
こ
と
な
く
、
生
じ
た
誤

解
を
巧
み
に
利
用
し
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
拡
大
誇
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
と
意
見
を
異
に
す
る
者
を
葬
り
さ
ら
ん
と
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
、
も
は
や

民
主
主
義
も
そ
の
根
底
か
ら
破
壊
さ
れ
、
自
己
の
怒
意
と
専
制
の
制
度
を
目
論
む
何
も
の
で
も
な
い
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、
本
件
忌
避
申
立
は
、
単
に
私
自
身
に
対
す
る
い
わ
れ
な
き
中
傷
、
誤
解
に
も
と
づ
く
も
の
と
い
え
る
の
み
な
ら
ず
、
正
に
育
法
協
加
入
の
裁
判
官
三

0
0

名
に
対
す
る
根
拠
な
き
誹
諺
に
よ
る
忌
避
申
立
で
あ
る
。
勿
論
我
々
裁
判
官
会
員
に
と
っ
て
も
至
ら
ざ
る
反
省
す
べ
き
点
の
多
々
あ
る
は
多
雪
一
?
を
要
し
ま

い
。
が
、
私
は
良
心
を
捨
て
て
我
が
道
か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
は
思
わ
な
い
。
そ
れ
は
い
か
に
苦
難
の
道
で
あ
っ
て
も
い
つ
か
は
こ
の
誤
解
を
雲
散
さ
せ
、
晴

天
白
目
の
下
に
真
実
の
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
勇
気
を
も
っ
て
自
ら
の
正
し
い
と
信
ず
る
道
を
進
み
た
い
。
そ
れ
が
裁
判
官
と
し
て
の
否
一
人
の
法

律
家
と
し
て
の
私
の
信
念
で
あ
り
義
務
で
あ
る
と
考
え
る
。

*
本
決
定
に
対
し
、

Y
は
札
幌
高
裁
に
即
時
抗
告
し
た
と
こ
ろ
(
民
訴
四
一
条
)
、
同
高
裁
は
、
決
定
を
以
て
抗
告
を
棄
却
し
た
(
昭
和
四
五
年
七
月
一

O

日
決
定
判
時
五
九
六
号
二
一
頁
)
。

*
(
説
明
)

①
民
訴
三
七
条
「
裁
判
官
ニ
利
裁
判
ノ
公
正
ヲ
妨
グ
ベ
キ
事
情
」
|
裁
判
官
と
具
体
的
事
件
と
の
聞
に
客
観
的
に
公
正
な
裁
判
を
期
待
し
え
な
い
よ
う
な

客
観
的
な
事
情
。
当
事
者
の
許
婚
者
、
親
友
で
あ
る
場
合
な
ど
。
す
で
に
同
種
の
事
件
に
つ
き
判
決
を
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
忌
避
原
因
に

な
ら
な
い
。
裁
判
官
の
個
々
の
訴
-
訟
行
為
が
不
満
だ
(
弁
論
再
開
申
請
却
下
の
ご
と
し
)
と
い
う
だ
け
で
は
不
足
で
あ
る
(
学
説
)
。

②
除
斥
(
民
訴
三
五
条
〉
、
回
避
(
民
訴
四
三
条
)

③
裁
判
官
の
任
命
、
独
立
、
身
分
の
保
障
、
任
期
、
報
酬
(
憲
法
七
六
・
七
八
・
七
九
・
八

O
条
↓
裁
判
所
法
四
八
・
四
九
・
五

0
・
五
一
条
、
裁
判
官

論

事
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弾
劾
法
、
裁
判
官
分
限
法
)

④
裁
判
官
の
政
治
運
動
禁
止
↓
裁
判
所
法
五
二
条
一
号
、
以
上
中
舎
に
つ
き
、
兼
子
、
裁
判
法
一
七
三

l
一
八
八
頁
参
照
。

⑤
裁
判
官
と
権
力
、
司
法
行
政
と
裁
判
官
(
裁
判
所
法
八

O
条
以
下
)
裁
判
官
の
意
識
↓
後
掲
、
井
上
H
潮
見
、
法
学
の
す
す
め
、
二
四
九
i
二
六

O
頁

等(

問

題

〉

1

本
決
定
の
結
論
に
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

2

本
決
定
の
理
由
は
、
要
す
る
に
ど
う
い
う
理
由
か
。
そ
の
理
由
に
納
得
で
き
る
か
。

3

車
同
法
協
に
裁
判
官
、
が
加
入
し
て
い
て
も
な
ん
ら
裁
判
に
は
影
響
が
な
い
に
し
て
も
、
外
部
か
ら
見
る
限
り
は
、
な
ん
ら
か
の
影
響
が
あ
り
、
裁
判
の
公
正

が
ゆ
が
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
惑
を
抱
く
者
も
な
し
と
し
な
い
。
裁
判
は
公
正
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
外
観
だ
け
で
も
保
つ
必
要
が
あ

る
。
裁
判
は
外
か
ら
の
影
響
な
く
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
行
な
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
民
衆
の
願
望
、
信
頼
を
う
ち
砕
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
そ
う
で
な
い
と
、
日
本
の
裁
判
に
対
す
る
信
頼
は
く
ず
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
本
件
の
場
合
で
も
、
忌
避
申
立
は
容
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。
司
法
権
に
対
す
る
信
頼
を
つ
な
ぎ
と
め
る
た
め
に
は
、
裁
判
官
を
浮
世
ば
な
れ
し
た
存
在
と
し
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
か
。

4

次
の
よ
う
な
場
合
に
忌
避
申
立
を
容
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
①
訴
訟
を
遅
延
さ
せ
る
目
的
の
み
で
忌
避
申
立
が
な
さ
れ
た
場
合
(
民
訴
四
二
条
本
文
、

刑
訴
二
四
条
参
照
)
。
②
違
憲
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
件
に
お
い
て
、
担
当
裁
判
官
が
、
か
つ
て
、
違
憲
立
法
審
査
権
に
つ
い
て
の
論
文
を
書
き
、
そ
の

論
文
に
お
い
て
、
統
治
行
為
論
(
〔
判
例
位
〕
参
照
)
を
強
調
し
、
裁
判
所
が
右
審
査
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
つ
き
き
わ
め
て
慎
重
な
る
態
度
を
と
る
べ
き
だ

と
主
張
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
。
③
国
を
相
手
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
担
当
裁
判
官
が
、
か
つ
て
某
地
裁
の
所
長
で
あ
っ
た
時
代
に
、
同
地
裁

所
属
の
裁
判
官
に
対
し
、
先
輩
と
い
う
立
場
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
参
考
に
な
れ
ば
と
の
気
持
か
ら
出
た
も
の
だ
と
し
て
、
同
裁
判
官
の
担
当
し
て
い
る
事

件
(
国
を
当
事
者
と
す
る
事
件
)
処
理
に
つ
い
て
、
法
解
釈
を
述
べ
、
慎
重
処
理
を
要
す
る
事
件
だ
と
思
う
と
伝
え
た
こ
と
が
公
け
に
な
り
、
司
法
権
独
立

に
対
す
る
黙
過
し
が
た
い
行
為
と
し
て
所
長
の
任
を
解
か
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
(
そ
こ
で
、
こ
の
裁
判
官
は
行
政
官
の
よ
う
に
上
命
下
服
的
考
え
方
の

持
主
で
、
ひ
い
て
は
、
国
に
有
利
な
判
断
を
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
忌
避
す
る
)
。
④
労
働
者
が
組
合
活
動
を
し
た
こ
と
を
理
由
に
解
雇
さ
れ
、
そ
の
解

雇
の
有
効
無
効
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
事
件
に
お
い
て
、
担
当
裁
判
官
が
、
反
共
主
義
者
と
し
て
有
名
で
あ
っ
て
、
保
守
政
党
の
機
関
誌
に
も
し
ば
し
ば
投

稿
し
て
、
労
働
事
件
に
お
い
て
労
働
者
側
を
勝
た
せ
た
裁
判
の
多
く
は
「
偏
向
裁
判
」
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
き
た
場
合
。
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裁
判
官
は
、
積
極
的
に
政
治
運
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
(
裁
判
所
法
五
二
条
一
号
)
。
裁
判
官
は
お
よ
そ
政
治
運
動
を

し
て
は
な
ら
な
い
、
と
は
定
め
て
い
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
政
党
に
加
入
す
る
こ
と
は
ど
う
か
。
裁
判
官
が
大
学
の
講
師
と
し
て
講
義
中
、
特
定
政
党
の

政
策
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
ど
う
か
。
そ
れ
は
裁
判
官
の
「
政
治
的
中
立
性
」
の
要
請
に
反
し
な
い
か
。
「
中
立
性
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

6

福
島
裁
判
官
は
、
そ
の
意
見
書
の
中
で
、
法
曹
の
職
業
倫
理
と
し
て
、
私
情
私
心
を
い
ま
し
め
、
各
自
の
良
心
に
従
つ
て
の
み
事
件
の
処
理
に
当
る
こ
と

を
あ
げ
て
い
る
。
①
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
裁
判
官
と
し
て
、
望
ま
し
い
要
件
(
適
性
)
を
考
え
て
み

よ
。
裁
判
官
は
、
対
立
す
る
主
張
を
前
に
し
て
、
事
実
を
認
定
し
、
そ
れ
に
法
を
適
用
し
、
決
着
を
つ
け
る
。
そ
の
決
着
の
仕
方
は
社
会
に
影
響
を
及
ぼ
す
。

も
ち
ろ
ん
裁
判
官
の
す
る
裁
判
は
、
人
々
の
納
得
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
裁
判
に
対
す
る
信
頼
を
高
め
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を

考
慮
し
て
、
裁
判
官
と
し
て
の
適
性
を
列
挙
し
て
み
よ
。
法
解
釈
を
巧
み
に
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
十
分
か
。
文
章
に
よ
る
説
得
力
と
い
う
よ
う
な
点
は

ど
う
で
も
よ
い
こ
と
か
、
等
々
に
つ
い
て
自
分
が
争
い
の
裁
定
を
す
る
(
し
た
)
と
き
を
想
定
(
想
起
)
し
て
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
。
②

私
情
私
心
を
い
ま
し
め
、
各
自
の
良
心
に
従
つ
て
の
み
事
件
の
処
理
に
当
る
、
と
い
う
見
解
に
対
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
は
理
想
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
徹

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
裁
判
官
に
も
偏
見
は
あ
り
、
意
識
し
な
い
う
ち
に
片
方
の
当
事
者
の
主
張
に
傾
き
が
ち
で
あ
る
(
そ
れ
ゆ
え
、
傍
聴
人
の
中
に
さ

え
も
、
各
裁
判
長
の
審
理
の
呼
吸
を
の
み
こ
ん
で
、
一
々
の
裁
判
の
結
果
を
巧
み
に
い
い
あ
て
る
者
、
が
で
て
く
る
|
後
掲
裁
判
の
書
二
九
六
頁
〉
と
い
う
見

解
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

7

合
議
制
(
「
合
議
一
部
」
の
ご
と
し
)
で
裁
判
を
す
る
こ
と
は
、
単
独
制
で
裁
判
す
る
の
に
比
し
て
、
ど
の
よ
う
な
利
害
得
失
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

8

憲
法
は
、
裁
判
官
の
罷
免
と
報
酬
減
額
に
つ
い
て
し
か
保
障
を
与
え
て
い
な
い
(
憲
七
八
条
、
七
九
条
六
項
、
八

O
条
ご
項
)
が
、
裁
判
所
法
で
は
、
転

官
、
転
所
、
停
職
に
も
保
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
(
裁
四
八
条
)
。
ど
う
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

A
裁
判
官
は
大
都
会
の
裁
判
所
に
配
属
さ
れ
数
年
経
過
し
た

の
ち
、
子
供
の
教
育
上
の
都
合
も
あ
っ
て
田
舎
に
は
移
り
た
く
な
く
な
っ
た
の
で
、
勤
務
先
の
変
更
に
は
断
固
反
対
す
る
つ
も
り
で
い
る
。
こ
の
考
え
方
を

大
都
会
勤
務
の
裁
判
官
が
採
れ
ば
、
一
旦
田
舎
に
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
裁
判
官
は
、
大
都
会
勤
務
は
で
き
な
く
な
り
は
し
な
い
か
。
転
所
に
つ
い
て
の

保
障
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
A
裁
判
官
の
よ
う
な
態
度
は
是
認
さ
る
べ
き
か
。
転
所
に
つ
い
て
の
法
的
保
障
を
廃
止
し
、
最
高
裁
の
人
事
行
政
権
を
強
化
し

て
、
裁
判
官
を
最
高
裁
の
指
示
す
る
と
お
り
に
自
由
に
移
動
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
に
つ
い
て
反
論
を
試
み
よ
。

9

司
法
権
の
独
立
と
い
い
、
独
立
だ
け
し
て
い
て
も
、
司
法
権
に
は
力
が
伴
な
わ
な
い
。
そ
の
予
算
の
す
く
な
さ
を
み
よ
(
司
法
予
算
は
全
予
算
の
何
パ

1

セ
ン
ト
を
占
め
る
か
)
。
判
決
作
成
と
い
う
困
難
な
仕
事
〈
そ
れ
も
大
量
で
あ
る
〉
を
わ
ず
か
な
人
数
の
裁
判
官
で
ま
か
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
う
え
、

施
設
は
貧
弱
で
、
参
考
書
も
十
分
に
な
く
、
補
助
機
構
も
な
い
。
一
つ
の
机
を
二
人
の
裁
判
官
で
持
っ
て
い
る
裁
判
所
が
あ
る
。
こ
れ
で
十
分
な
仕
事
が

5 

論

‘ 
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で
き
る
の
、
だ
ろ
う
か
。
司
法
権
独
立
と
い
っ
て
行
政
権
(
政
府
)
が
司
法
権
に
介
入
す
る
こ
と
を
斥
け
た
た
め
に
、
司
法
権
の
予
算
を
必
要
と
す
る
さ
い
、

政
府
(
与
党
)
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
十
分
な
予
算
は
結
局
は
と
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
(
な
お
、
財
政
法
一
七

条
、
一
八
条
、
一
九
条
参
照
)
。
こ
れ
で
は
独
立
し
て
も
は
な
は
だ
力
が
弱
い
の
で
ほ
な
い
か
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
裁
判
所
は
法
務
大
臣
の
所
管
下
に
お

い
た
方
が
予
算
を
え
る
う
え
か
ら
よ
く
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
見
解
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。
反
論
を
試
み
よ
。
予
算
を
十
分
え
る
方
策
を
考
え
よ
。

ホ
(
参
芳
文
献
〉

兼
子
、
裁
判
法
(
法
律
学
全
集
)
一
七
三
頁
以
下
(
裁
判
官
の
地
位
、
忌
避
)
、
一
九
五
九
、
有
斐
閣

今
村
H
小
山
、
法
学
、
九
九
頁
以
下
(
裁
判
の
機
構
、
裁
判
官
の
任
命
〉
、
二

O
七
一
貝
以
下
(
裁
判
の
公
平
〉
、
一
九
六
五
、
有
斐
閣

三
宅
、
裁
判
の
書
三

O
九
|
三
一

O
頁
(
忌
避
申
立
に
対
す
る
裁
判
官
の
対
処
の
仕
方
)
、
一
九
四
二
、
牧
野
書
腐

潮
見
、
法
律
家
、
一
頁
以
下
(
裁
判
官
)
、
五
一
一
貝
(
司
法
行
政
〉
、
岩
波
新
書
、
一
九
七

O
、
岩
波
書
庖

潮
見
、
裁
判
所
と
裁
判
官
、
片
岡
H
乾
H
中
山
、
法
学
の
基
礎
、
一
九
七

O
、
所
収
、
有
斐
閣

井
上
H
潮
見
、
法
学
の
す
す
め
、
二
四
九
頁
以
下
〈
法
律
家
)
、
一
九
六
九
、
筑
摩
書
房

鵜
飼
、
法
と
は
何
か
、
一
五

O
頁
以
下
(
忌
避
〉
、
一
五
五
頁
以
下
(
裁
判
官
〉
、

N
H
K
市
民
大
学
叢
書
、
一
九
六
九
、
日
本
放
送
出
版
協
会

ジ
ュ
リ
ス
ト
年
鑑
、
一
九
七

O
年
版
、
四
七
五
頁
以
下
(
各
国
法
曹
人
口
、
日
本
に
お
け
る
法
曹
人
口
の
推
移
〉
、
有
斐
閣

大
内
H
我
妻
、
日
本
の
裁
判
制
度
、
三
四
頁
以
下
〈
裁
判
官
の
独
立
と
身
分
、
予
算
〉
、
六
七
頁
(
各
国
法
曹
人
口
比
較
表
)
、
六
八
頁
(
裁
判
官
の
転
任
〉
、

岩
波
新
書
、
一
九
六
五
、
岩
波
書
脂

潮
見
H
松
井
、
戦
後
の
日
本
社
会
と
法
律
家
、
岩
波
現
代
法
講
座
6
、
一
九
六
六
、
所
収
、
岩
波
書
宿

小
山
、
裁
判
官
、
岩
波
現
代
法
講
座
6
、
一
九
六
六
、
所
収
、
岩
波
書
庖

中
村
、
裁
判
の
客
観
性
を
め
ぐ
っ
て
、
補
論
(
裁
判
の
正
当
性
と
権
威
の
問
題
、
裁
判
に
お
け
る
「
予
断
」
、
裁
判
外
で
の
法
的
見
解
の
表
明
、
偏
見
、
社

会
的
圧
力
、
裁
判
の
信
頼
回
復
へ
の
努
力
の
必
要
)
、
一
九
七

O
、
有
斐
閣

斎
藤
、
裁
判
官
論
、
第
一
ー
ー
第
四
章
(
裁
判
官
の
典
型

l
具
備
す
べ
き
徳
な
ど
、
わ
が
国
の
裁
判
官
の
特
色
|
裁
判
官
の
法
意
識
な
ど
、
裁
判
官
の
法
意

識
の
諸
相
、
裁
判
の
予
測
)
、
一
九
六
一
二
、
一
粒
社

広
中
、
法
と
裁
判
、
前
編
二
、
三
(
裁
判
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
、
裁
判
の
過
程
U
リ
ア
リ
ズ
ム
〉
、
東
大
新
書
、
一
九
六

七
、
東
大
出
版
会
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利
谷
、
現
代
司
法
政
策
の
動
向
と
性
格
、
法
時
四
二
巻
七
号
、
一
九
七

O
、
日
本
評
論
社

家
永
、
裁
判
官
の
政
治
的
中
立
性
、
法
時
四
二
巻
七
号
、
一
九
七

O
、
日
本
評
論
社

繁
回
、
福
島
裁
判
官
忌
避
問
題
に
つ
い
て
、
法
時
四
二
巻
七
号
、
一
九
七

O
、
日
本
評
論
社

堀
野
、
青
法
協
裁
判
官
に
対
す
る
攻
撃
の
本
質
と
問
題
点
、
法
時
四
二
巻
七
号
、
一
九
七

O
、
日
本
評
論
社

大
野
編
、
弁
護
士
の
団
体
、
三
六
三
頁
以
下
〈
日
民
協
、
育
法
協
)
、
講
座
現
代
の
弁
護
士
2
、
一
九
七

O
、
日
本
評
論
社

家
永
、
司
法
権
独
立
の
歴
史
的
考
察
(
増
補
版
)
、
一
九
六
七
、
日
本
評
論
社

麻
生
、
大
学
と
人
材
養
成
、
一
一
一
一
五
l
一
一
一
一
八
頁
(
司
法
官
僚
と
学
歴
〉
、
中
公
新
書
、
一
九
七

O
、
中
央
公
論
社

田
中
(
英
)
、
実
定
法
学
入
門
(
第
二
版
〉
、
二
一
四
頁
以
下
(
裁
判
所
予
算
〉
、
二
二
八
頁
以
下
〈
法
律
家
に
要
求
さ
れ
る
資
質
〉
、
一
九
六
七
、
東
大
出
版
会

メ
ガ
リ
著
、
金
子
ほ
か
訳
、
イ
ギ
リ
ス
の
弁
護
士
・
裁
判
官
、
一
五

O
頁
以
下
(
裁
判
官
の
資
質
)
、
一
九
六
七
、
中
央
大
学
出
版
会

松
田
、
大
学
に
お
け
る
法
律
学
と
裁
判
〈
裁
判
官
の
独
立
、
裁
判
官
と
検
察
官
の
ち
が
い
も
知
ら
ぬ
イ
γ
テ
リ
あ
り
)
、
ジ
ユ
ザ
ス
ト

六
七
、
有
斐
閣

三
ヶ
月
、
裁
判
所
制
度
(
そ
の
末
尾
|
裁
判
所
行
政
と
予
算
〉
、
民
訴
研
究
第
四
巻
、
一
九
六
六
、
所
収
、
有
斐
閣

森
松
、
裁
判
所
予
算
に
対
す
る
新
た
な
視
角
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
三

O
六
号
、
一
九
六
四
、
有
斐
閣

論

〔
サ
ン
プ
ル
3

〕

〔
判
例
お
〕
利
息
判
決

第
1
事
件
|
最
高
裁
昭
和
三
七
年
六
月
一
一
一
一
日
大
法
廷
判
決
(
民
一
六
巻
七
号
二
二
四

O
頁
)

第
2
事
件
l
最
高
裁
昭
和
三
九
年
一
一
月
一
八
日
大
法
廷
判
決
(
民
一
八
巻
九
号
一
八
六
八
頁
)

第
3
事
件

1
最
高
裁
昭
和
四
三
年
一
一
月
一
一
一
一
日
大
法
廷
判
決
(
民
二
二
巻
一
二
号
二
五
二
六
頁
)

先
述
の
ご
と
く
(
「
付
」
の
冒
頭
〉
、
〔
判
例
お
〕
に
つ
い
て
は
、
別
表
、
設
問
、
参
考
文
献
を
掲
げ
る
に
止
め
る
。

... 

三
七

O
号、
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唱跡

忠
由
(
的
∞
・
寸
)
戸

N

誕
科

〔別表〕

!~ ァオ
( II ) 

論点 実質論 形 式 論 方 法論 結 論

裁判官名 ¥ (具体的妥当性、公平、政策論〕 (法律論一解釈論〉 (解解釈釈方と法立語法iI (争点の認否〉

村斎高(藤木叉(、悠〉石、入〉坂、江藤、.垂田、水河、!1. 経要認済む的(弱?者〉である債務者保護の
2 吉拠12条宗条と、4奇=条ヂ天各臨な引2の項め規=定る返に→還ひ充請当と求説し不いの可か根盲 否

2. 均元説衡本の利残欠益存く。しうない債務者は、 充当 充 当〉
超

けない。 ならし、。

過 下。河飯村塚(〉大)(向調-13 法の基調ー弱者保護。

1

3胤時2日 1輝君 2

部
例の 七、充当は明 否

第 し

分 4. 業借主界恐必慌ずし融も梗弱塞者でなし、。 4. 2条定→充II2説.類も不推の限界外 (非 充 当)
5. 金 招く。 5.法当可

支 横田(喜〕 6. 経(社済会的立弱法者〉保護こそ第 1目標
6 充充当可否につき旨法〔じ1。欠6依〉→にそ従の檎 3 法法在匁法娘趣過住承程吉旨認、て章条は→、立法趣 う。 立 可

払 7. 2~---+II 12に同 立

額
の(充 当〉

事
思

の 池田 17 16に臥融充梗塞当→せ衡ず平 1: 返還条帰請→す求不可とし うも、開|||4 E8→解合釈理 可
8.充当可→金 に るいわれも(な?い。 に解よ決り

7じ 9 12.はやむなし 9. 2 根拠となる 〕 的 せよ(充 当〉
件

本 奥野、五鬼上
10 経金喜っ融嗣て1主1的も要弱教塞t 者保護貫く。 いくら払

10 宇請さ2野条求せ不→る箆趣充可の当旨済時効→491へ 5 われぬの者充は不困当否可る。定と 11. 不当利債権得者として益返還え 可
充 11. 来ちし、弱)( 困当 いう み、な に利

がし、 定して (充 当)
当 うのは 12. 説での根い。拠たりうる。

山田

1

12 
融限はヘ、一新〈酬歩法進下めとすた。る)れ金品一円滑高一調下数数で意は意見見と→にるべ断文きで上

のな酬 新法 6. 

ではとぬ。 少 条 のL根、。拠があ
可

る。 当〕

i横鬼柏問長部、山田、五、|13F=済1的6関不.) 均 護が法の主目的 |14 E10に臥伺1へ 1
7 

悪解ffi3法釈す口は縮べ小き (充上、 、石田 6.) 115. II 11.に同じ 可
原、田中、松田 14. 12.の 衡免れないが、それ16. II 12.に同じ 当〕

(収
)
(
N
)

断和総ハ
b

「
朴
誕
」
凶
町
公
認
は
積
糊
総
州
ザ
リ
ホ
酬
明
鏡
#



m叶 料 、 明 叩 明 叩 岬 向 即 時 叫 同 制 帽 階 同 幅 削 問 仰 常 時 間 待 仰 向 棚 田 制 肺 吋 帰 時 世 即 叫 明 明 時 観 明 押 同 情 守 也 申 例 町 駅一明-'叩欄"""--，，，-'"'''巾仰

。
∞
出
(
寸
∞
・
寸
〉
↑

N

山
品
村

反をを理保す護由る。にし、な元い本の残は存、す立法る債精務神者に[
だ(?)

。横田(喜〕 115. 1 13に同じ 117. n 6に同じCll7も維持) ¥8. ill3に同じI(充
可

同 当〉
第 。奥野 16. 1 13.まに衡同平じ1 18. E 11をに理同由じと、 n 10.に当も不同可じ 9. 

17.充当t な結果をみちびく。 19. 12. して倒、充 と 可
すきるのは、本末顛 、n1 .につ

〈充 当〉
2 20. 2反条論→充当可とする証左

。斎藤(朔)
|18 113旨…没却ーは 立1

21
金高か銭利なの新止規を実出…現す

なしで
1
10

慨枠あ
に限界

法趣 禁う
るのが公平に

実
内
り、その 可

事 では公(充 当〉
平現へ

石坂 [19 第 1事件の多数意見に同じ 左 否

件 充 当〉

上横江、田〈城正戸〉)(向調一入

加 童鰐は精しう家る。霊主執家忍主智zE弘短青山 崎?れ効ヲ21条条ほ6ま!充域裁→任務判充意当経性所当も有説各は欠司介摂i2〈z日入拠，tせとt:なず意炉、ら 里限

12. 悪解法釈は縮小 1
、 。の ，む せよと

いっ解てあ釈もる法に。
否

解24. 支弁払済あ有 律の
限界

それで以き実上だは (非
充 当〉

25. ぬ。天 立す法べ 現

奥野、詩語::Fn護謬主義需っき、第2事件の多お 1弘t宅昔話詩間4d語在 13 
第 石 田 、 回、 27. 1~， 4~4í- 2 項→元本存在を 可
‘向後大岩隅田、 色川、 23. (な?い債務者をも救済 (充 当〉

上及議本書支還の返 、 本、 飯村 〉 り、た議元金本額Z完はT済、F不し、払当3 1 1k.~1 (see-+ 1 2.19.114.) っ 請可求認容
本 (返還 〉

事 検江被回、披足(正戸意~)見(同調一入24. 1 20. 1 21維持〈ワ〉 28 E 23(E 24に返同じ(n 24も維持14.ill 12を(?越)轟1 否充
する?)) する (非 当〕

暑 は な い 請否求
件 |(返還 拒否〉

... 
• 

清志

纏



〈問問〉

ヰる ζρ ト、コー」

2
H
d
比
刊
山
刑
法
h
N
斗
z，

「
竺
H

J
仙
判
守
「
対
「
J

h

い
什
仲
川

m
J
7

0
-
H
d

議
初
郷
町
酬
。

国

ω
・
↓
諮
苓
野
山
林

B
璃
湾
(
薄
田
桝
川
回
目
'
議
苓
跨
A
W
九
い
路
噂
融
制
労
'
務
時
品
川
怖
明
難
d

石
田
吋

d

「
時
局
)
諸
制
発
什
悩
迫
」
剖
司
」
河
)

叫

m九
〉

W
岬

v
d
け

w，W
V
¥
h
v
G
蓮
-FHd

川
河

ω
廿
パ
街
。
，
叱
'
溝
墓
品
V

ー十
W
V
行
お
「
N
U
V

皆
川
日
制
湖
」
リ
険
制
。

(2)(完〉

(

問

題

〉

1

第
一
l
l
第
三
事
件
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
多
数
意
見
、
少
数
意
見
の
い
ず
れ
に
賛
成
す
る
か
。
意
見
の
わ
か
れ
て
く
る
原
因
と
し
て
、
実
質
論
ハ
別
表

参
照
)
の
差
異
が
あ
げ
ら
れ
る
。
実
質
論
の
う
ち
、
金
融
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
、
資
金
を
融
通
し
て
く
れ
る
者
が
す
く
な
く
な
る
(
金
融
梗
塞
)
お
そ

れ
が
あ
る
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
、
こ
の
見
解
は
ど
の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
根
拠
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
諸
君
は
、
金
融
梗
塞
の
招
来

さ
れ
る
お
そ
れ
あ
り
と
考
え
る
か
。
そ
れ
を
判
断
す
る
に
は
ど
ん
な
資
料
を
集
め
た
ら
よ
い
か
。
金
融
梗
塞
の
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
高
利
も
や
む
な
し
、

と
考
え
る
べ
き
か
、
否
と
す
れ
ば
ど
う
す
べ
き
だ
と
考
え
る
か
。

2

第
三
事
件
ま
で
で
到
達
し
た
判
例
法
は
、
借
主
が
制
限
超
過
の
利
息
損
害
金
を
継
続
的
に
支
払
え
ば
、
順
次
元
本
へ
充
当
さ
れ
て
い
き
、
元
本
完
済
後
の

支
払
額
は
不
当
利
得
と
し
て
返
還
請
求
し
う
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
借
主
が
一
万
本
・
利
息
損
害
金
(
制
限
超
過
分
も
〉
を
一
度
に
全
部
支

払
っ
た
場
合
に
、
元
本
お
よ
び
利
制
法
所
定
の
利
率
に
よ
る
利
息
損
害
金
を
こ
え
る
部
分
に
つ
い
て
不
当
利
得
と
し
て
返
還
を
請
求
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
し

か
り
と
す
る
と
利
制
法
は
死
文
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
裁
判
所
が
し
か
り
と
認
め
る
こ
と
は
、
司
法
権
の
限
界
を
ふ
み
こ
え
る
こ
と
に
な

ら
な
い
か
。
し
か
る
べ
き
立
法
が
あ
る
ま
で
は
否
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
〈
第
5
間
参
照
)
。

3

横
田
喜
三
郎
(
一
万
)
裁
判
官
は
、
要
旨
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
的
弱
者
を
保
護
す
る
こ
と
が
重
要
か
、
街
の
金
融
を
円
滑
に
す
る
こ

と
が
重
要
か
、
と
い
う
二
つ
の
価
値
が
比
較
さ
れ
て
、
判
決
が
書
か
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
法
律
の
規
定
か
ら
で
な
く
、
窮
極
に
は
価
値
判
断
か
ら

導
か
れ
た
結
論
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
判
決
と
し
て
は
、
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
述
べ
な
い
で
、
現
行
法
の
規
定
か
ら
、
そ
の
解
釈
を
通
じ
て
、
論
理
的
に

結
論
が
出
て
き
た
よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
上
記
の
二
つ
の
価
値
が
比
較
さ
れ
て
、
結
論
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

①
裁
判
官
は
法
に
よ
っ
て
、
裁
判
を
す
る
、
す
る
べ
き
だ
、
と
い
わ
れ
て
い
る
の
に
、
実
際
の
裁
判
過
程
で
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
で
は

結
論
が
先
に
き
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
で
よ
い
か
。
法
は
裁
判
の
き
め
手
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

②
そ
の
結
論
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
き
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
に
、
ど
ち
ら
か
に
き
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
偶
発
的
な
こ
と
が
ら
が
影
響
す
る

だ
ろ
う
か
(
た
と
え
ば
被
告
が
美
人
で
あ
る
と
か
、
被
告
が
裁
判
官
の
嫌
悪
す
る
人
種
に
属
す
る
と
か
、
被
告
の
弁
護
士
の
態
度
に
裁
判
官
が
不
快
を
感

北海道大学教養部における「法学」の授業
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説

じ
た
と
か
)
。
ま
た
影
響
さ
れ
る
べ
き
か
。

③
裁
判
に
理
由
を
な
ぜ
っ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
ま
た
、
理
由
を
つ
け
る
さ
い
に
、
法
(
律
)
か
ら
論
理
的
に
結
論
が
出
て
き
た
よ
う
な
形
を
、

ど
う
し
て
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
借
主
は
経
済
的
弱
者
で
あ
り
、
気
の
毒
だ
か
ら
借
主
を
勝
訴
さ
せ
る
、
と
い
う
理
由
づ
け
を
し
て
、
な
ぜ

い
け
な
い
の
か
。
「
神
の
お
告
げ
に
よ
れ
ば
借
主
勝
訴
」
と
宣
告
す
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

4

横
田
喜
三
郎
(
元
)
裁
判
官
の
方
法
論
〈
第
一
事
件
参
照
〉
は
、
要
す
る
に
ど
う
い
う
内
容
か
。
立
法
者
の
意
思
が
合
理
的
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
ど
う
い

う
基
準
に
も
と
づ
い
て
す
る
の
か
。
立
法
者
の
意
思
が
合
理
的
で
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
解
釈
者
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
と
思
う
か
。
そ
れ
で
も
そ
れ
に

従
う
べ
き
か
。
否
と
す
れ
ば
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

5

別
表
の

E
の
方
法
論
の
い
ず
れ
に
賛
成
す
る
か
。
と
く
に
、
法
律
の
解
釈
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
れ
以
上
は
立
法
を
ま
つ
べ
き
だ
、
と
い
う
見
解
に
つ
い

て
ど
う
考
え
る
か
。
立
法
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
不
都
合
も
放
置
し
て
お
い
て
仕
方
が
な
い
の
か
。

6

別
表
の

I
、
E
、
皿
、

N
の
関
係
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

E
↓
W
(法
律
か
ら
結
論
導
出
)
な
の
だ
ろ
う
か
、

i
↓
W
↓
E
な
の
だ
ろ
う
か
。

W
↓

l
↓

E
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
と
異
な
っ
た
プ
ロ
セ
ス
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
裁
判
官
の
立
場
を
と
る
か
、
弁
護
士
の
立
場
を
と
る
か
に
よ
っ
て
も

異
な
る
だ
ろ
う
か
。

7

第
一
事
件
か
ら
第
二
事
件
へ
と
、
多
数
少
数
が
逆
転
し
た
。
こ
れ
は
裁
判
官
の
交
替
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
次
の
聞
に
答
え
よ
。

①
ど
ん
な
裁
判
官
が
就
任
担
当
す
る
か
を
知
れ
ば
、
判
決
の
結
果
は
予
測
し
う
る
。
法
律
よ
り
も
価
値
判
断
が
判
決
の
き
め
手
に
な
る
(
問
題
3
参
照
)

と
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
価
値
判
断
形
成
に
当
つ
て
は
、
経
歴
、
世
界
観
、
経
験
、
教
育
、
そ
の
他
の
環
境
が
作
用
す
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
要
素
を
分
析

す
れ
ば
、
そ
れ
に
加
え
て
解
釈
の
枠
と
い
う
も
の
も
あ
る
か
ら
、
判
決
予
測
は
可
能
に
な
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
人

間
は
単
純
で
な
い
し
、
「
枠
」
も
あ
る
よ
う
で
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
は
い
え
な
い
、
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
「
情
報
革
命
」
と
も
い
わ
れ
る
時
代
に
、
裁

判
予
測
手
段
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

②
日
本
の
正
義
は
、
日
本
の
最
終
の
法
解
釈
権
限
を
有
す
る
人
々
(
最
高
裁
判
所
の
多
数
意
見
を
形
成
す
る
人
々
)
が
、
こ
れ
が
正
義
だ
、
と
い
う
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
。
附
そ
れ
は
時
代
と
と
も
に
変
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
同
下
級
審
で
敗
訴
し
て
も
、

A
Z
が
あ
っ
て
上
告
に
持
ち
こ
め
る
な
ら
ば
、
と
き

と
し
て
、
判
例
変
更
に
め
ぐ
り
あ
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
正
義
を
金
で
買
い
が
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
川
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の

多
く
は
、
内
関
総
理
大
臣
と
知
り
合
い
な
の
で
あ
り
、
か
っ
、
思
想
傾
向
も
お
お
む
ね
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
日
本
の
正
義
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が

正
義
と
考
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
ひ
と
し
い
。
第
一

1
l第
二
事
件
を
念
頭
に
お
い
て
、
は
た
し
て
、
こ
の
よ
う
な
見
解
附
!
川
げ
が
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か

論
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(2)(完〕

考
え
よ
。

@
第
一
事
件
か
ら
第
二
事
件
へ
、
わ
ず
か
の
年
月
を
経
た
だ
け
で
、
判
例
が
変
更
さ
れ
た
。
第
一
事
件
で
は
非
充
当
説
が
判
例
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た

の
に
(
貸
金
業
界
は
そ
れ
を
前
提
に
取
引
を
行
な
っ
て
い
る
は
ず
)
、
な
ん
ら
予
告
も
猶
予
期
間
も
な
く
し
て
変
更
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
か
。
あ
る
と

し
た
場
合
ど
の
よ
う
に
し
て
解
決
し
た
ら
よ
い
と
思
う
か
。

8

裁
判
官
は
い
わ
く
、
「
金
融
業
者
か
ら
金
を
借
り
て
い
た
者
が
、
毎
月
相
当
額
の
高
利
を
誠
実
に
支
払
っ
て
い
て
、
相
当
年
月
を
経
過
し
た
現
在
計
算
し
て

み
る
ん
」
、
支
払
っ
た
利
息
額
の
合
計
は
、
一
五
本
額
の
数
倍
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
元
本
全
額
の
支
払
を
求
め
ら
れ
て
い
る
事
件
が
あ
る
。
法
律
に
よ
る
判

断
か
ら
す
る
と
、
元
本
全
額
の
支
払
を
命
ず
る
外
方
法
は
な
い
が
、
な
に
か
そ
れ
で
は
な
っ
と
く
し
な
い
気
持
が
残
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
元
本
総
額
か
ら

多
少
の
金
額
を
減
額
さ
せ
て
支
払
う
と
い
う
形
式
で
、
和
解
な
り
調
停
で
解
決
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
」
(
村
松
俊
夫
、
裁
判
官
と
法
、
法
哲

学
年
報
、
一
九
五
八
、
「
法
と
裁
判
」
六
六
頁
|
傍
点
は
米
倉
)
ど
う
し
て
「
な
っ
と
く
し
な
い
気
持
が
残
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
借
主
に
と
っ
て
気
の
毒
で

は
あ
る
に
し
て
も
、
も
と
も
と
は
、
高
利
承
知
で
借
り
、
任
意
に
支
払
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
今
さ
ら
、
い
か
ん
と
し
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に

対
し
て
な
ん
と
か
反
論
を
試
み
よ
。

9

そ
も
そ
も
貸
金
に
対
し
利
息
を
要
求
す
る
の
は
貧
欲
(
強
欲
)
だ
か
ら
、
利
息
を
禁
止
し
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
か
。
は
た
し
て
、
利
息
を
と
る
こ
と
は
強

欲
か
。
禁
止
し
た
場
合
、
な
に
か
困
る
こ
と
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
か
。

山
利
息
制
限
法
そ
の
他
の
法
律
が
あ
る
の
に
、
高
利
は
な
く
な
っ
て
い
な
い
。
高
利
を
し
め
出
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
ど
の
よ
う
な
法
規
を
設
け
る

べ
き
か
。
ど
の
よ
う
な
金
融
制
度
を
設
け
る
べ
き
か
。
各
自
が
立
法
者
と
な
っ
た
と
し
て
、
考
え
て
み
よ
。
そ
れ
ら
の
作
業
を
す
る
前
提
と
し
て
、
何
を
行

う
べ
き
か
。
た
ん
に
机
上
で
条
文
化
作
業
さ
え
す
れ
ば
、
こ
と
は
た
り
る
か
。

久
参
芳
文
献
)

ボ
ル
タ
リ
ス
著
、
野
田
訳
、
民
法
典
序
論
、
七
七
頁
以
下
(
利
息
の
承
認
可
一
九
四
六
、
日
本
評
論
社

ウ
ェ

l
パ

l
著
、
梶
山
H
大
塚
訳
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
(
上
)
、
八
二
|
八
五
頁
設
(
一
)
(
教
会
と
利
息
)
、
岩
波
文
庫

一
九
五
回
、
岩
波
書
庖

ト

l
ニ

l
著
、
出
口
H
越
智
訳
、
宗
教
と
資
本
主
義
の
興
隆
(
上
)
、
第
一
章
(
中
世
に
お
け
る
高
利
貸
対
策
)
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
九
、
岩
波
書
盾

法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
二
八
巻
一

O
三
丁
以
下
、
一
五
三
丁
以
下
(
利
息
の
制
限
に
つ
い
て
の
民
法
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論
〉
、
日
本
学
術
振
興
会

前
回
、
利
息
の
制
限
、
契
約
法
大
系
E
所
収
、
一
九
六
二
、
有
斐
閣

北海道大学教委部における「法学」の授業
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説

三
宅
、
裁
判
の
書
、
二
九
六
頁
以
下
(
裁
判
官
の
審
理
の
や
り
方
と
裁
判
予
測
〉
、
一
九
四
二
、
牧
野
書
信

村
松
、
裁
判
官
と
法
(
裁
判
官
の
判
断
、
そ
の
形
成
過
程
)
、
法
と
裁
判
、
法
哲
学
年
報
、
一
九
五
八
、
所
収
、
有
斐
閣

穂
積
、
法
律
行
為
の
「
解
釈
」
の
構
造
と
機
能
、
川
島
編
著
・
経
験
法
学
の
研
究
、
一
九
六
五
、
所
収
、
岩
波
書
底

早
川
、
司
法
過
程
に
お
け
る
立
法
的
契
機
(
リ
ア
リ
ズ
ム
)
、
法
と
裁
判
、
法
哲
学
年
報
、
一
九
五
八
、
所
収
、
有
斐
閣

中
村
、
裁
判
の
客
観
性
を
め
ぐ
っ
て
、

w
-
V
(
裁
判
に
お
け
る
理
由
づ
け
、
法
創
造
)
、
一
九
七

O
、
有
斐
閣

横
田
(
喜
)
、
純
粋
法
学
と
法
律
解
釈
(
裁
判
過
程
)
、
法
の
解
釈
と
運
用
、
法
哲
学
年
報
、
一
九
六
九
、
所
収
、
有
斐
閣

川
島
、
科
学
と
し
て
の
法
律
学
(
新
版
)
〈
方
法
論
〉
、
一
九
六
四
、
日
本
評
論
社

加
藤
、
法
解
釈
学
に
お
け
る
論
理
と
利
益
衡
量
(
方
法
論
〉
、
岩
波
現
代
法
講
座
河
川
、
一
九
六
六
、
所
収
、
岩
被
害
賠

ヴ
オ
ン
・
メ

l
レ
ン
著
、
伊
藤
訳
、
司
法
過
程
(
裁
判
過
程
の
非
機
械
的
性
質
、
法
創
造
、
法
学
教
育
)
、
法
学
協
会
雑
誌
、
七
三
巻
五
号
、
一
九
五
六
、

法
学
協
会

広
中
、
法
と
裁
判
、
前
線
二
、
三
(
裁
判
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
、
カ
リ
ス
マ
的
裁
判
、
ヵ
l
デ
イ
裁
判
、
近
代
の
裁

判
、
裁
判
の
過
程
H
リ
ア
リ
ズ
ム
〉
、
東
大
新
書
、
一
九
六
七
、
東
大
出
版
会

ロ
l
デ
ル
著
、
清
水
H
酉
訳
、
禍
い
な
る
か
な
法
律
家
よ
/
(
リ
ア
リ
ズ
ム
〉
、
一
九
六
四
、
岩
波
書
店

カ
ド
l
ゾ
著
、
守
屋
獣
、
司
法
過
程
の
性
質
(
と
く
に
第
四
講

ω司
法
過
程
の
無
意
識
的
要
因
)
、
一
九
六
六
、
中
央
大
学
出
版
部

フ
ラ
ン
ク
著
、
古
賀
訳
、
裁
か
れ
る
裁
判
所
〈
リ
ア
リ
ズ
ム
〉
、
一
九
六
五
、
日
本
評
論
社

末
弘
、
法
律
解
釈
に
お
け
る
理
論
と
政
策
(
法
創
造
〉
、
民
法
雑
考
、
一
九
三
二
、
日
本
評
論
社

末
弘
、
立
法
学
に
関
す
る
多
少
の
考
察
(
立
法
学
)
、
民
法
雑
記
帳
(
下
〉
、
一
九
六
八
、
日
本
評
論
社

栗
生
、
法
律
解
釈
学
の
神
学
性
は
い
か
に
し
て
始
ま
っ
た
か
(
方
法
論
〉
、
法
の
変
動
、
一
九
三
七
、
所
収
、
岩
波
書
庖

ガ
イ
ガ
l
研
究
会
、
紹
介
、
ガ
イ
ガ
l
「
法
社
会
学
の
た
め
の
準
備
研
究
」
、
第
二
回
(
方
法
論
、
リ
ア
リ
ズ
ム
)
、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一

O
号
所
収
、
一
九

六
五
、
日
本
評
論
社

井
上
、
現
代
法
、
八
三
頁
以
下
(
裁
判
行
動
)
、
一

O
六
|
一
一

O
頁
(
推
論
の
論
理
と
事
実
〉
、

N
H
K市
民
大
学
叢
書
、
一
九
七

O
、
日
本
放
送
出
版
協

会
鵜
飼
、
現
代
ア
メ
リ
カ
法
学
(
リ
ア
リ
ズ
ム
)
、
一
九
五
回
、
日
本
評
論
社

論
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鵜
飼
、
法
と
は
何
か
、
一
一
一
一
一
頁
以
下
ハ
方
法
論
、
立
法
者
意
思
)
、

N
H
K
市
民
大
学
叢
書
、
一
九
六
九
、
日
本
放
送
出
版
協
会

パ

l
デ
編
著
、
早
川
H
磐
海
編
訳
、
ジ
ュ
リ
メ
ト
リ
ク
ス
(
裁
判
予
測
、
司
法
行
動
の
数
量
的
分
析
)
、
一
九
六
九
、
日
本
評
論
社

川
井
、
判
例
変
更
の
限
界
、
北
大
法
学
論
集
一
七
巻
四
号
、
一
九
六
六
、
北
海
道
大
学
法
学
部

回
中
(
英
)
、
判
例
の
不
遡
及
的
変
更
(
判
例
変
更
の
限
界
〉
、
法
学
協
会
雑
誌
八
三
巻
七
・
八
号
、
一
九
六
六
、
法
学
協
会

兼
子
、
実
体
法
と
訴
訟
法
、
八
頁
(
法
律
不
遡
及
)
、
一
九
五
七
、
有
斐
閣

【
追
記
】
校
正
の
直
前
に
、
中
川
H
山
手
編
、
ヶ
l
ス
メ
ソ
ッ
ド
法
学
入
門
、
一
九
六
九
、
有
信
堂
、
と
い
う
労
作
に
按
し
え
た
。
こ
の
書
は
、
筆
者
と

共
通
の
方
向
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
が
、
他
面
、
設
問
の
性
質
、
数
、
素
材
の
選
択
、
配
列
等
に
お
い
て
異
な
る
と
こ
ろ
も
多
く
あ
る
。
当
面
、
紹
介
、
批

評
を
な
し
え
な
い
の
が
筆
者
の
不
注
意
に
も
と
づ
く
と
は
い
え
残
念
で
あ
る
。

(2)(完〉北海道大学教養部における「法学」の授業
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