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国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
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二
七
五

三
四
一
七

◆
同
志
社
大
学
法
学
部
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会
◆

国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

奥
　
　
田
　
　
安
　
　
弘

一　

は
じ
め
に

二　

神
戸
大
学
の
学
生
時
代
（
一
九
七
二
年
～
八
一
年
）

三　

香
川
大
学
在
職
（
一
九
八
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年
～
八
八
年
）

四　

北
海
道
大
学
在
職
（
一
九
八
八
年
～
二
〇
〇
四
年
）

　

⑴　

ス
イ
ス
国
際
私
法
の
研
究　

⑵　

香
川
大
学
時
代
の
研
究
の
フ
ォ
ロ
ー

　

⑶　

国
籍
法
研
究
へ
の
転
換　

⑷　

渉
外
戸
籍
法
の
研
究　

⑸　

啓
蒙
書
の
出
版
な
ど

　

⑹　

外
国
法
の
研
究　

⑺　

戦
後
補
償
裁
判
と
の
関
わ
り

　

⑻　

二
〇
〇
〇
年
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
の
再
開

五　

中
央
大
学
在
職
（
二
〇
〇
四
年
～
）

　

⑴　

日
本
法
の
外
国
語
に
よ
る
発
信　

⑵　

北
大
時
代
の
研
究
の
ま
と
め

　

⑶　

裁
判
と
の
関
わ
り　

⑷　

養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
と
の
関
わ
り
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

二
七
六

国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

三
四
一
八

　

⑸　

外
国
法
研
究
の
フ
ォ
ロ
ー　

⑹　

体
系
書

六　

ま
と
め

　

⑴　

若
い
時
代
の
外
国
法
研
究
の
必
要
性　

⑵　

学
会
報
告　

⑶　

論
文
や
本
の
刊
行

　

⑷　

在
外
研
究　

⑸　

異
分
野
の
専
門
家
と
の
付
き
合
い
方

　

⑹　

年
齢
に
応
じ
た
研
究
方
法

一
　
は
じ
め
に

　

本
日
は
、
お
招
き
頂
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
講
演
は
、
高
杉
教
授
か
ら
二
人
の
お
弟
子
さ
ん
の
指
導
を
し
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
、

そ
れ
な
ら
む
し
ろ
私
の
経
験
を
話
し
た
い
と
申
し
出
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
仮
に
北
大
に
在
籍
し
続
け
て
い
れ
ば
、
そ
ろ
そ
ろ
定
年
に

近
い
年
齢
で
す
か
ら
、
こ
の
機
会
に
自
分
の
研
究
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
高
杉
教
授
は
、
か
つ

て
香
川
大
学
に
お
い
て
私
の
後
任
を
務
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ご
縁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

今
日
は
、
単
な
る
思
い
出
話
で
は
な
く
、
な
る
べ
く
実
践
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
年
齢
・
時
代
・

環
境
に
合
わ
せ
た
研
究
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
・
時
代
・
環
境
に
応
じ
て
、
様
々
な
研
究
方
法
を

工
夫
し
て
き
た
つ
も
り
で
す
。
も
ち
ろ
ん
反
省
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
話
の
な
か
に
、
今
の
若
い
研
究
者
に
役
立
つ
こ
と
が
少
し
で
も
あ

れ
ば
、
任
を
果
た
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

二
七
七

三
四
一
九

二
　
神
戸
大
学
の
学
生
時
代
（
一
九
七
二
年
～
八
一
年
）

　

私
は
、
一
九
五
三
年
、
平
和
条
約
発
効
の
翌
年
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
神
戸
大
学
に
入
学
し
た
の
は
、
一
九
七
二
年
で
あ
り
、
ま
だ
少
し
学

生
運
動
の
名
残
が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
全
く
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
は
、
教
養
課
程
と
専
門
課
程
が
完
全
に
分
か
れ
て
い
た
の

で
、
す
ぐ
に
法
律
の
本
を
読
み
た
い
と
思
っ
た
私
は
、
向
江
璋
悦
﹃
法
曹
を
志
す
人
々
へ
﹄（
法
学
書
院
）
を
購
入
し
ま
し
た
。
ご
承
知
の

と
お
り
、
こ
れ
は
、
司
法
試
験
の
受
験
案
内
で
す
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
法
律
書
の
読
書
案
内
で
し
た
。

　

こ
の
受
験
案
内
に
よ
れ
ば
、
憲
法
は
清
宮
・
宮
沢
、
民
法
は
我
妻
民
法
講
義
、
刑
法
は
団
藤
、
商
法
は
石
井
照
久
、
民
事
訴
訟
法
は
兼
子

一
等
々
の
大
著
が
基
本
書
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
国
際
私
法
に
つ
い
て
は
、
江
川
英
文
教
授
の
有
斐
閣
全
書
（
一
九
七
〇
年
増
補

版
）
が
基
本
書
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
私
が
入
学
し
た
の
は
、
一
九
七
二
年
四
月
で
す
か
ら
、
折
茂
豊
教
授
の
有
斐
閣
法
律
学
全

集
﹃
国
際
私
法
（
各
論
）﹄（
初
版
一
九
五
九
年
、
新
版
一
九
七
二
年
）
は
出
版
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
池
原
季
雄
教
授
の
同
じ
シ
リ
ー
ズ
の

﹃
国
際
私
法
（
総
論
）﹄
は
、
翌
年
（
一
九
七
三
年
）
の
出
版
で
あ
り
、
入
学
一
年
目
で
憲
法
か
ら
国
際
私
法
ま
で
を
読
も
う
と
決
め
た
私
に

と
っ
て
、
基
本
書
は
、
江
川
教
授
の
有
斐
閣
全
書
で
し
た）

1
（

。
こ
れ
ら
の
本
の
内
容
を
す
べ
て
覚
え
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り

得
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
ノ
ー
ト
を
と
り
な
が
ら
、
全
頁
を
読
ん
だ
こ
と
だ
け
は
確
か
で
す
。

　

さ
て
、
専
門
課
程
に
入
っ
て
、
法
学
部
の
講
義
を
履
修
し
始
め
た
の
で
す
が
、
そ
の
方
針
は
、
一
風
変
わ
っ
た
も
の
で
し
た
。
第
一
は
、

成
績
評
価
に
こ
だ
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
複
数
の
教
員
が
担
当
す
る
科
目
は
、
な
る
べ
く
評
価
の
厳
し
そ
う
な
先
生
の
授
業
を
履
修

し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
時
に
は
﹁
可
﹂
を
つ
け
ら
れ
て
、
全
体
の
成
績
は
さ
え
な
い
も
の
で
し
た
。
教
員
は
、
も
ち
ろ
ん
加
減
を
し
て
成

績
評
価
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
匙
加
減
が
授
業
の
レ
ベ
ル
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
入
学
一
年
目
で
主
な
実
定

法
科
目
の
基
本
書
を
読
ん
だ
結
果
、
そ
の
よ
う
な
思
い
違
い
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
第
二
は
、
基
礎
法
へ
の
傾
倒
で
す
。
本
来
で
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

二
七
八

国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

三
四
二
〇

あ
れ
ば
、
四
年
生
で
受
講
す
る
よ
う
な
英
米
法
や
西
洋
法
制
史
を
三
年
生
で
履
修
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
江
川
教
授
の
有
斐
閣
全
書
の
影
響

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
比
較
的
コ
ン
パ
ク
ト
な
本
と
は
い
え
、
法
律
学
全
集
の
二
著
に
劣
ら
ず
、
外
国
法
や
法
制
史
の
話
が
し
ば
し
ば
出
て

き
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
勉
強
し
な
け
れ
ば
、
国
際
私
法
を
理
解
で
き
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

国
際
私
法
で
大
学
院
に
進
み
た
い
と
思
っ
た
の
も
、
同
様
の
理
由
か
ら
で
す
。
そ
の
頃
た
ま
た
ま
多
国
籍
企
業
に
関
す
る
翻
訳
書
を
読
ん

だ
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り）

2
（

、
漠
然
と
多
国
籍
企
業
の
法
律
問
題
を
研
究
し
た
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

﹁
国
際
私
法
は
、
ポ
ス
ト
が
少
な
い
の
で
、
商
法
を
選
ん
だ
ほ
う
が
よ
い
﹂
と
言
わ
れ
て
、
商
法
専
攻
で
大
学
院
を
目
指
す
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
本
当
の
と
こ
ろ
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
教
養
課
程
の
ド
イ
ツ
語
の
成
績
が
悪
く
、
語
学
力
が
貧
弱
で
あ
り
、
専
門
課
程
の
成
績
も
良
く

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
さ
え
な
い
学
生
が
﹁
法
律
の
中
の
法
律
﹂
と
さ
え
言
わ
れ
る
国
際
私
法
を
専
攻
す
る
な
ど
、
と
ん
で
も
な
い

こ
と
だ
と
思
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
結
果
的
に
は
、
窪
田
宏
先
生
の
も
と
で
海
商
法
を
専
攻
し
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
大
き
な
財
産
と
な
り
ま
し
た
。
窪
田
先
生

は
、
私
が
も
と
も
と
国
際
私
法
を
志
望
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
て
、
修
士
論
文
の
テ
ー
マ
に
﹁
至
上
約
款 

（P
aram

ount C
lause

）﹂
を

選
ん
で
下
さ
い
ま
し
た
。
至
上
約
款
と
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
国
際
海
上
物
品
運
送
法
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
船
荷
証
券
条
約

な
い
し
そ
の
内
容
を
取
り
入
れ
た
各
国
の
国
内
立
法
に
準
拠
す
る
旨
の
条
項
の
こ
と
で
す）

3
（

。
こ
れ
に
﹁
至
上
約
款
﹂
と
い
う
見
出
し
を
付
け

て
、
実
務
上
広
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
海
商
法
の
本
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
詳
し
く
研
究
し
た
論
文
は
存
在
し
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

大
学
院
生
の
な
か
に
は
、
有
名
な
先
生
の
本
を
読
ん
で
感
激
し
た
の
で
、
自
分
も
同
じ
よ
う
な
研
究
を
し
た
い
と
い
う
人
を
見
か
け
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
す
で
に
優
れ
た
研
究
が
わ
が
国
に
あ
る
の
で
し
た
ら
、
そ
れ
を
凌
駕
す
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
し
ょ
う
。
他
方

で
、
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
自
然
科
学
な
ら
と
も
か
く
法
律
学
で
は
、
大
き
な
危
険
を
伴
い
ま
す
。
外
国
法
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国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

二
七
九

三
四
二
一

研
究
を
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
諸
外
国
に
あ
る
程
度
の
判
例
学
説
、
あ
る
い
は
立
法
な
ど
が
存
在
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
資
料
が
多
す
ぎ

ず
、
少
な
す
ぎ
ず
、
ほ
ど
ほ
ど
に
あ
る
よ
う
な
テ
ー
マ
を
選
ぶ
こ
と
、
こ
れ
は
、
と
く
に
研
究
者
の
卵
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
常
識
を
ま
ず
窪
田
先
生
か
ら
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
の
バ
ラ
ン
ス
で
す
。

　

つ
ぎ
に
、
大
学
院
で
は
、
イ
タ
リ
ア
語
の
指
導
を
受
け
ま
し
た
。
修
士
論
文
の
テ
ー
マ
は
、
と
く
に
イ
タ
リ
ア
法
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

私
は
、
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
調
べ
る
つ
も
り
で
し
た
が
、
窪
田
先
生
は
、
イ
タ
リ
ア
海
商
法
の
研
究
で
優
れ
た
業
績
を
残
さ
れ
た
方
で
し

た
。
二
年
先
輩
が
一
人
い
て
、
一
年
後
輩
が
一
人
入
っ
て
き
た
の
で
、
三
人
で
窪
田
先
生
の
指
導
の
も
と
、
イ
タ
リ
ア
語
の
入
門
書
か
ら
始

め
、
つ
ぎ
に
﹁
ピ
ノ
キ
オ
﹂
を
原
文
で
読
み
、
さ
ら
に
イ
タ
リ
ア
の
法
哲
学
の
論
文
を
読
ん
だ
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
し
て
、
窪
田
先
生

の
商
法
講
義
シ
リ
ー
ズ
の
﹃
保
険
法
﹄（
晃
洋
書
房
、
一
九
七
九
年
）
に
世
界
最
古
の
保
険
証
券
の
翻
訳
を
掲
載
す
る
た
め
、
皆
で
古
い
イ

タ
リ
ア
語
を
読
む
作
業
を
し
ま
し
た
。

　

窪
田
先
生
は
、
各
国
の
言
語
に
通
じ
、
博
覧
強
記
で
あ
り
、
定
年
後
は
、
廻
船
式
目
の
研
究
書
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
フ

ラ
ン
ス
語
や
ド
イ
ツ
語
の
指
導
も
受
け
ま
し
た
。
ま
た
先
生
は
、
法
律
以
外
に
社
会
学
、
人
類
学
、
民
俗
学
な
ど
に
も
造
詣
が
深
く
、
レ
ヴ

ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
（C

laude L
évi-Strauss

）
や
柳
田
國
男
の
本
も
私
た
ち
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
幅
広
い
指
導
を
受
け
た
お

か
げ
で
、
さ
え
な
い
学
生
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
を
垣
間
見
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
く
に
イ
タ
リ
ア
語
は
、
後
に
ス
イ
ス
国
際
私

法
を
研
究
す
る
際
に
必
要
不
可
欠
で
し
た
し
、
ス
ペ
イ
ン
語
な
ど
も
、
大
体
見
当
が
つ
き
、
辞
書
を
使
え
ば
、
読
解
く
ら
い
は
で
き
た
の
で
、

助
か
り
ま
し
た）

4
（

。

　

肝
心
の
修
士
論
文
の
ほ
う
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
を
調
べ
て
、﹁
至
上
約
款
の
至
上
性
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
で
提
出
し
、
六
甲
台
論
集
二
五
巻
三

号
（
一
九
七
八
年
）
お
よ
び
四
号
（
一
九
七
九
年
）
に
掲
載
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
博
士
課
程
で
は
、﹁
ド
イ
ツ
に
お
け
る
至
上
約
款
の
至

上
性
﹂
六
甲
台
論
集
二
六
巻
一
号
（
一
九
七
九
年
）、
実
質
上
大
学
院
時
代
の
研
究
と
し
て
、﹁
合
衆
国
法
お
よ
び
日
本
法
に
お
け
る
至
上
約



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

二
八
〇

国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

三
四
二
二

款
の
至
上
性
﹂
香
川
法
学
一
巻
一
号
（
一
九
八
二
年
）
を
公
表
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
外
国
語
の
翻
訳
に
少
し
不
適
切
な
箇
所
が
あ
る

と
は
い
え
、
今
改
め
て
読
ん
で
も
、
理
解
で
き
る
も
の
で
し
た
が
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
、﹁
よ
く
分
か
ら
な
い
﹂
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
今
に

し
て
思
え
ば
、
抵
触
法
的
指
定
と
実
質
法
的
指
定
の
違
い
を
丁
寧
に
説
明
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
悔
や
ま
れ
ま
す
が
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
船

荷
証
券
条
約
お
よ
び
そ
の
内
容
を
取
り
入
れ
た
各
国
の
国
内
立
法
の
適
用
根
拠
と
い
う
後
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
い
宿
命
に
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
当
時
の
私
は
、
各
国
法
を
羅
列
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
研
究
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
知
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
ひ
と
え
に
勉
強
不
足
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

そ
れ
と
は
別
に
、
私
に
と
っ
て
大
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
語
で
す
。
当
時
は
、
修
士
課
程
の
入
学
試
験
も
二
か
国
語
で
あ
り
、
博

士
課
程
で
は
、
も
ち
ろ
ん
二
か
国
語
の
試
験
が
あ
っ
た
の
で
、
語
学
力
の
貧
弱
な
私
は
、
修
士
課
程
の
入
学
後
す
ぐ
に
、
神
戸
日
独
協
会
の

ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
先
生
の
ク
ラ
ス
に
通
い
始
め
ま
し
た
。
海
商
法
と
い
え
ば
、
当
時
か
ら
英
米
を
研
究
す
る
人
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す

が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
立
派
な
研
究
書
が
何
冊
か
出
版
さ
れ
て
お
り）

5
（

、
ド
イ
ツ
語
教
室
に
通
い
続
け
た
私
は
、
い
つ
し
か
ド
イ
ツ
留
学

を
目
指
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
幸
運
で
あ
っ
た
の
は
、
ホ
イ
ザ
ー
さ
ん
（R

obert H
euser

）
が
ド
イ
ツ
学
術
交
流
会
（
Ｄ

Ａ
Ａ
Ｄ
）
の
講
師
と
し
て
、
神
戸
大
学
な
ど
に
招
か
れ
、
私
に
個
人
レ
ッ
ス
ン
を
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
で
す）

6
（

。
私
は
、
す
で
に
二
回
、
Ｄ
Ａ

Ａ
Ｄ
の
奨
学
金
試
験
に
落
ち
て
お
り
、
三
回
目
の
試
験
で
も
、
日
本
人
の
審
査
委
員
が
猛
反
対
を
し
た
の
で
す
が
、
ホ
イ
ザ
ー
さ
ん
が
そ
の

方
を
説
得
し
て
、
合
格
さ
せ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

三
　
香
川
大
学
在
職
（
一
九
八
一
年
～
八
八
年
）

　

ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
に
、
香
川
大
学
へ
の
就
職
が
決
ま
り
ま
し
た
。
法
学
部
を
新
設
す
る
た
め
、
国
際
取
引
法
の
担
当
者
を
探
し
て
い
る
と
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）

国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

二
八
一

三
四
二
三

い
う
相
談
が
窪
田
先
生
に
あ
り
、
先
生
が
私
を
推
薦
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
就
職
に
有
利
と
い
う
こ
と
で
、
大
学
院
で
は
商
法
を
専
攻
し
ま

し
た
が
、
論
文
の
テ
ー
マ
が
至
上
約
款
で
は
、
商
法
で
採
用
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

香
川
大
学
の
ほ
う
で
も
、
私
の
論
文
は
分
か
り
づ
ら
い
と
思
っ
た
よ
う
で
す
が
、
幸
い
他
に
有
力
な
候
補
者
も
お
ら
ず
、
運
よ
く
採
用
さ

れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
法
学
部
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
私
法
が
な
く
国
際
取
引
法
だ
け
で
あ
る
の
は
変
だ
と
思
っ
た
の
で
、
後
に

私
の
ほ
う
か
ら
申
し
出
て
、
隔
年
で
国
際
取
引
法
と
国
際
私
法
を
交
互
に
講
義
す
る
形
に
変
更
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
澤
田
壽
夫
ほ
か
﹃
国

際
取
引
法
講
義
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
）
の
﹁
は
し
が
き
﹂
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
の
大
学
で
一
九
八
〇
年
末
ま
で
に
国
際
取
引
法
を
開

講
し
て
い
る
の
は
九
校
、
将
来
の
開
講
を
検
討
し
て
い
る
の
は
一
三
校
と
の
こ
と
で
す
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
国
際
取
引
法
が
広
ま
る
草
創
期
で

あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
専
門
家
以
外
は
、
法
律
の
研
究
者
で
も
、
国
際
私
法
と
国
際
取
引
法
の
区
別
が
あ
ま
り
つ
か
な
い
と
い
う

状
況
が
当
時
か
ら
あ
り
、
今
も
ま
だ
続
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

と
も
か
く
も
私
は
、
国
際
取
引
法
専
攻
と
い
う
こ
と
で
、
よ
う
や
く
国
際
私
法
学
会
お
よ
び
国
際
法
学
会
に
入
会
を
許
さ
れ
ま
し
た
（
海

法
学
会
に
は
、
大
学
院
時
代
に
入
会
し
て
い
ま
し
た
）。
し
か
し
、
Ｄ
Ａ
Ａ
Ｄ
の
奨
学
金
試
験
に
合
格
し
て
い
た
の
で
、
香
川
大
学
で
講
義

を
す
る
間
も
な
く
、
ド
イ
ツ
へ
の
旅
に
出
か
け
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
語
が
不
十
分
と
の
こ
と
で
、
ゲ
ー
テ
協
会
で
四
か
月
（
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
、

マ
ン
ハ
イ
ム
各
二
か
月
）
の
語
学
研
修
を
受
け
た
後
、
私
が
向
か
っ
た
の
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（K

arsten Schm
idt

）

教
授
の
も
と
で
し
た
。
先
ほ
ど
私
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
海
商
法
の
立
派
な
研
究
書
が
何
冊
か
あ
る
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
著

者
た
ち
は
、
す
で
に
引
退
さ
れ
た
り
、
亡
く
な
ら
れ
た
り
し
て
、
現
役
で
海
商
法
を
研
究
す
る
大
学
教
授
は
、
ご
く
僅
か
で
し
た
。
シ
ュ
ミ

ッ
ト
教
授
も
、
ち
ょ
う
ど
海
商
法
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
出
版
し
た
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
初
対
面
の
第
一
声
は
、﹁
本
当
は
海
商
法
で
は
な
く
会

社
法
を
や
り
た
い
し
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
か
ら
他
の
大
学
に
移
り
た
い
﹂
と
い
う
も
の
で
し
た）

7
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
か
じ
め
手
紙
を
書
い
て
、
受
入
れ
の
承
諾
を
得
て
い
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
た
私
は
、
や
が
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

二
八
二

国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

三
四
二
四

て
国
際
私
法
担
当
の
ド
ロ
ー
プ
ニ
ッ
ク
（U

lrich D
robnig

）
教
授
の
上
級
者
向
け
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（O

bersem
inar

）
に
出
席
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
ド
ロ
ー
プ
ニ
ッ
ク
教
授
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
外
国
私
法
国
際
私
法
研
究
所
（
以
下
﹁
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
﹂）
の
所

長
を
務
め
て
い
た
の
で
、
研
究
の
場
も
、
大
学
か
ら
研
究
所
に
移
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
バ
セ
ド
ー
（Jürgen B

asedow

）
研
究
員
（
現

所
長
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
教
授
）
と
も
出
会
い
ま
し
た
。
神
戸
大
学
の
図
書
館
も
、
多
く
の
蔵
書
を
揃
え
、
レ
ベ
ル
が
高
か
っ
た
と
思
い
ま

す
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
図
書
館
は
、
世
界
最
高
レ
ベ
ル
で
す
。
そ
こ
で
私
は
、
日
本
で
は
入
手
困
難
な
船
荷
証
券

条
約
の
制
定
過
程
に
関
す
る
議
事
録
な
ど
の
資
料
、
諸
外
国
の
本
や
論
文
を
見
つ
け
て
は
、
必
要
箇
所
を
コ
ピ
ー
し
、﹁
国
際
海
上
物
品
運

送
法
の
統
一
と
国
際
私
法
の
関
係
︱
︱
国
際
私
法
は
排
除
さ
れ
る
か
﹂
香
川
法
学
二
巻
二
号
（
一
九
八
三
年
）
を
帰
国
後
に
公
表
し
ま
し
た
。

こ
の
論
文
は
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
な
し
に
は
、
到
底
書
け
な
か
っ
た
も
の
で
す
。

　

ハ
ン
ブ
ル
ク
滞
在
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
研
究
所
の
蔵
書
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
は
、
ま
だ
日
本
人
研
究
者
の
来
訪
が
少
な
く
、
日
本

語
環
境
か
ら
断
絶
さ
れ
た
生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
、
今
で

こ
そ
図
書
館
に
席
を
確
保
す
る
の
さ
え
困
難
な
状
況
で
す
が
、
当
時
は
、
訪
問
研
究
者
が
少
な
く
、
外
国
語
文
献
を
読
ん
で
、
論
文
を
書
く

の
に
集
中
す
る
に
は
、
理
想
的
な
環
境
で
し
た
。
た
だ
し
、
あ
ま
り
に
研
究
環
境
が
良
す
ぎ
て
、
精
神
的
に
疲
れ
て
し
ま
い
、
ま
た
生
活
環

境
（
冬
の
寒
さ
な
ど
）
は
、
今
よ
り
も
か
な
り
厳
し
か
っ
た
の
で
、
Ｄ
Ａ
Ａ
Ｄ
奨
学
金
の
延
長
な
ど
全
く
考
え
ず
、
語
学
研
修
終
了
か
ら
ち

ょ
う
ど
一
年
後
の
一
九
八
二
年
九
月
末
に
は
、
帰
国
し
ま
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
帰
国
前
に
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
コ
ン
グ
レ
ス
・
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｃ
Ｈ
）
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
海
法
会
（
万
国
海
法
会
の

ド
イ
ツ
支
部
）
の
講
演
会
が
開
催
さ
れ
、
私
は
、
日
本
語
論
文
を
大
幅
に
圧
縮
し
て
、
ド
イ
ツ
語
の
講
演
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
後
に
、

Z
ur A

nw
endungsnorm
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burg 1983

と
し
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
だ
日
本
語
で
研
究
会
報
告
さ
え
し
た
こ
と
が
な
い
の
に
、
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）

国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

二
八
三

三
四
二
五

そ
ん
な
無
茶
を
よ
く
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
に
留
学
経
験
の
あ
る
ノ
イ
マ
ン
（R

einhard N
eum

ann

）
弁
護
士
と
知
り
合
い
、

ド
イ
ツ
語
の
原
稿
を
直
し
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
、
彼
の
事
務
所
の
弁
護
士
の
紹
介
で
講
演
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
次
第
で
す
。
一
九
七
八

年
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
、
船
荷
証
券
条
約
の
原
則
を
大
幅
に
修
正
す
る
国
連
条
約
（
ハ
ン
ブ
ル
ク
・
ル
ー
ル
ズ
）
が
採
択
さ
れ
た
こ

と
も
関
係
し
て
い
ま
す
（
そ
の
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
ボ
ン
か
ら
連
邦
法
務
大
臣
も
講
演
を
聴
き
に
来
て
い
ま
し
た
）。

　

さ
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
し
た
後
は
、
香
川
大
学
で
の
講
義
を
し
な
が
ら
、
京
都
大
学
で
毎
月
の
よ
う
に
開
催
さ
れ
て
い
た
関
西
国
際
私

法
研
究
会
に
出
席
す
る
た
め
、
高
松
・
関
西
間
を
よ
く
往
復
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
帰
国
の
翌
年
に
は
、
国
際
私
法
学
会
で
研
究
報

告
を
せ
よ
と
の
こ
と
で
、
も
と
よ
り
他
に
報
告
で
き
る
テ
ー
マ
が
あ
る
わ
け
も
な
く
、
香
川
法
学
に
掲
載
し
た
ば
か
り
の
論
文
で
初
め
て
の

学
会
報
告
を
し
ま
し
た
（
一
九
八
三
年
五
月
）。
ま
た
、
海
法
学
会
か
ら
も
研
究
報
告
を
し
ろ
と
言
わ
れ
、﹁
国
際
私
法
学
会
と
同
じ
テ
ー
マ

で
も
よ
い
で
し
ょ
う
か
﹂
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
で
も
よ
い
と
言
わ
れ
た
の
で
、
引
き
受
け
た
の
で
す
が
、
様
々
な
事
情
か
ら
、
急
遽
テ

ー
マ
を
変
更
で
き
な
い
か
と
い
う
問
合
せ
が
来
ま
し
た
。
た
し
か
学
会
報
告
ま
で
三
か
月
を
切
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
た
ま
た
ま
東
ド
イ

ツ
の
海
商
法
に
関
す
る
本
を
買
っ
て
い
た
の
で
、
慌
て
て
そ
れ
を
紐
解
き
、
海
法
学
会
で
の
報
告
を
乗
り
切
り
ま
し
た
（
一
九
八
三
年
一
〇

月
）。
そ
の
後
、
海
法
学
会
か
ら
は
足
が
遠
の
き
、
窪
田
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
二
〇
〇
六
年
に
は
、
退
会
し
ま
し
た
。

　

学
会
報
告
を
乗
り
切
っ
て
、
次
に
直
面
し
た
課
題
は
、
新
し
い
研
究
テ
ー
マ
で
す
。
今
度
は
、
自
分
で
探
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
私

が
考
え
た
の
は
、
統
一
法
条
約
の
研
究
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
海
事
国
際
私
法
の
分
野
で
何
か
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
あ
る
テ
ー
マ

を
探
す
こ
と
で
し
た
。
最
初
に
便
宜
置
籍
船
を
思
い
浮
か
べ
ま
し
た
が
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
山
内
惟
介
教
授
（
当
時
は
東

大
外
国
法
文
献
セ
ン
タ
ー
助
手
）
が
論
文
を
公
表
し
、
学
会
報
告
を
さ
れ
て
い
た
の
で
、
同
様
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
対
象
国

や
分
析
の
視
点
を
変
え
る
に
し
て
も
躊
躇
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
知
り
合
っ
た
プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
（H

ans-Jürgen 

P
uttfarken

）
研
究
員
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
手
が
か
り
と
し
つ
つ）

8
（

、
さ
ら
に
ケ
ー
ゲ
ル
（G

erhard K
egel

）
教
授
の
フ
ラ
ン
ス
語
論
文
、
ア
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

二
八
四

国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

三
四
二
六

メ
リ
カ
の
判
例
な
ど
を
調
べ
て
、﹁
船
主
責
任
制
限
の
準
拠
法
﹂
香
川
法
学
四
巻
二
号
（
一
九
八
四
年
）
を
執
筆
し
ま
し
た
。
こ
の
テ
ー
マ

に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
も
、
い
わ
ゆ
る
同
則
主
義
お
よ
び
異
則
主
義
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
（
た
と
え
ば
江
川

教
授
の
有
斐
閣
全
書
な
ど
）、
私
は
、
全
く
別
の
観
点
か
ら
法
廷
地
法
主
義
を
主
張
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
翌
年
に
は
、﹁
統
一
私
法
と
国
際
私
法
の
関
係
︱
︱
い
わ
ゆ
る
渉
外
実
質
法
の
観
点
か
ら
﹂
香
川
法
学
五
巻
三
号
（
一
九
八
五
年
）

を
公
表
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
船
荷
証
券
条
約
の
適
用
根
拠
に
関
す
る
論
文
を
さ
ら
に
一
般
化
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
・
ド
イ
ツ
の

諸
学
説
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
私
は
、
あ
ま
り
自
信
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
関
西
国
際
私
法
研
究
会
で
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
好
意
的

に
受
け
止
め
て
頂
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
学
説
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
ハ
ン
ブ
ル
ク

滞
在
中
に
読
ん
だ
ク
ロ
ポ
ラ
ー
（Jan K

ropholler

）
教
授
のInternationales E

inheitsrecht （1975

）
お
よ
び
シ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
（K

laus 

Schurig

）
教
授
のK

ollisionsnorm
 und Sachrecht 

（1981

）
と
い
う
二
つ
の
教
授
資
格
取
得
論
文
（H

abilitation

）
で
す
。
ち
ょ
う

ど
同
じ
頃
に
出
版
さ
れ
た
秌
場
準
一
先
生
の
﹁
渉
外
実
質
法
・
直
接
適
用
法
﹂﹃
国
際
私
法
の
争
点
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
）
を
読
み
、

ラ
テ
ン
法
系
の
考
え
方
と
ド
イ
ツ
の
研
究
者
の
考
え
方
が
ず
い
ぶ
ん
違
う
の
を
感
じ
て
、
両
者
の
比
較
を
し
て
み
た
次
第
で
す
。

　

し
か
し
、
海
事
法
分
野
へ
の
関
心
も
捨
て
難
く
、
翌
年
に
は
、﹁
海
運
同
盟
に
対
す
る
米
国
政
府
規
制
の
域
外
適
用
﹂
香
川
法
学
六
巻
三

号
（
一
九
八
六
年
）
を
公
表
し
た
か
と
思
え
ば
、
そ
の
翌
年
に
は
、﹁
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
統
一
法
条
約
の
解
釈
﹂
国
際
法
外
交
雑
誌
八

六
巻
五
号
（
一
九
八
七
年
）
を
公
表
し
ま
し
た
。
前
者
で
は
、
海
運
同
盟
の
問
題
に
端
を
発
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
通
商
利
益
保
護
法
に
ま
で

至
っ
た
経
緯
を
分
析
し
、
後
者
で
は
、
一
九
八
五
年
の
論
文
を
別
の
角
度
に
発
展
さ
せ
、
私
法
条
約
へ
の
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
の
適
用
を

考
察
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
香
川
大
学
時
代
の
私
は
、
一
年
に
一
本
の
ペ
ー
ス
で
論
文
を
公
表
し
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
当
時
は
、
ま
だ
ワ

ー
プ
ロ
も
な
く
、
二
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
に
万
年
筆
で
コ
ツ
コ
ツ
と
書
い
て
い
た
時
代
で
す
。
研
究
室
に
エ
ア
コ
ン
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
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国
際
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法
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周
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研
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を
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返
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て

同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

二
八
五

三
四
二
七

し
た
か
ら
、
夏
は
、
汗
で
原
稿
が
滲
ん
だ
も
の
で
す
。
し
か
し
、﹁
一
年
に
一
本
、
外
国
法
研
究
の
論
文
を
公
表
す
る
﹂、
こ
れ
が
自
分
に
課

し
た
ノ
ル
マ
で
し
た
。
最
近
は
、
若
い
研
究
者
で
も
、
日
本
の
学
説
を
ま
と
め
た
だ
け
の
い
わ
ば
﹁
ま
と
め
論
文
﹂
を
公
表
す
る
こ
と
が
あ

る
よ
う
で
す
が
、
少
な
く
と
も
若
い
う
ち
は
、
し
っ
か
り
外
国
法
研
究
を
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
ま
た
最
後
に
申

し
上
げ
ま
す
。

　

さ
ら
に
私
が
考
え
た
の
は
、
窪
田
先
生
の
教
え
ど
お
り
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
の
バ
ラ
ン
ス
で
す
。
当
時
か
ら
東
大

の
助
手
論
文
は
、
学
部
卒
業
後
僅
か
三
年
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹃
法
学
協
会
雑
誌
﹄
や
﹃
国
家
学
会
雑
誌
﹄
に
五
回
以
上
連
載
し
た
後
、
一

冊
の
本
と
し
て
出
版
で
き
る
程
の
分
量
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
、
い
き
な
り
大
論
文

に
取
り
組
む
の
で
は
な
く
、
わ
が
国
の
学
界
で
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
問
題
は
何
か
を
考
え
、
そ
れ
に
関
す
る
外
国
語
文
献
が
ほ
ど
ほ

ど
に
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
、
テ
ー
マ
を
決
め
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
地
方
大
学
に
い
て
、
立
派
な
図
書
館
が
あ
る
わ
け
で

は
な
く
、
今
の
よ
う
に
、
短
期
間
で
も
海
外
へ
資
料
収
集
に
出
か
け
ら
れ
る
時
代
で
は
な
か
っ
た
の
で
、Index to 

（F
oreign

） Legal 

P
eriodicals

な
ど
の
書
誌
（bibliography

）
を
活
用
し
て
見
つ
け
た
文
献
の
コ
ピ
ー
を
他
大
学
か
ら
取
り
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
私
は
、
必
要
と
あ
れ
ば
、
海
運
同
盟
や
条
約
法
条
約
な
ど
、
狭
義
の
国
際
私
法
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
研
究
を
し
て
い
た
の
で
、

国
際
私
法
の
研
究
者
と
は
見
て
も
ら
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、私
の
香
川
大
学
在
職
中
に
は
、﹃
渉
外
判
例
百
選︹
第
二
版
︺﹄

（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）
お
よ
び
﹃
演
習
国
際
私
法
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
に
は
執
筆
依
頼
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。﹃
判
例
百
選
︹
第
二
版
︺﹄
に
は
、
私
よ
り
若
い
大
学
院
生
が
執
筆
し
て
い
ま
し
た
し
、
最
近
の
百
選
を
み
て
も
、
い
わ
ゆ

る
国
際
取
引
法
の
担
当
者
が
執
筆
し
て
い
ま
す
か
ら
、
私
は
、
国
際
取
引
法
と
し
て
も
認
め
て
も
ら
え
ず
、
大
学
院
生
以
下
の
扱
い
を
さ
れ

て
、
悔
し
い
思
い
を
し
た
も
の
で
す）

9
（

。
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

二
八
六

国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

三
四
二
八

四
　
北
海
道
大
学
在
職
（
一
九
八
八
年
～
二
〇
〇
四
年
）

　

そ
ん
な
私
が
北
大
に
移
籍
し
た
き
っ
か
け
は
、
曽
野
和
明
教
授
と
の
出
会
い
で
す
。
ド
イ
ツ
滞
在
中
に
は
、
将
来
の
研
究
テ
ー
マ
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
検
討
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
国
際
私
法
で
は
な
く
実
質
法
の
観
点
か
ら
で
し

た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
の
国
内
旅
行
か
ら
少
し
足
を
延
ば
し
、
当
時
ウ
ィ
ー
ン
の
国
連
国
際
商
取
引
委
員
会
（U

N
C

IT
R

A
L

）
の
事
務
局

長
と
し
て
出
向
さ
れ
て
い
た
曽
野
教
授
を
訪
ね
ま
し
た
。
そ
の
際
に
は
、
売
買
条
約
の
議
事
録
な
ど
の
資
料
を
頂
い
て
帰
り
ま
し
た
が
、
そ

の
後
、
私
の
論
文
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
国
際
私
法
の
担
当
者
と
し
て
採
用
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　

今
か
ら
考
え
れ
ば
、
私
の
研
究
は
、
国
際
私
法
の
枠
に
収
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
よ
く
採
用
さ
れ
た
も
の
だ
と
我
が
事
な
が
ら
驚
き

ま
す
。
溜
池
良
夫
先
生
か
ら
﹁
北
大
で
国
際
私
法
の
ポ
ス
ト
に
就
く
の
で
あ
れ
ば
、
国
際
家
族
法
を
研
究
し
な
さ
い
﹂
と
言
わ
れ
た
こ
と
を

今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。
北
大
で
は
、
私
が
国
際
取
引
法
の
研
究
を
続
け
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
で
は
国
際
私
法
学

界
の
ほ
う
が
納
得
し
な
い
の
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。
と
も
か
く
北
大
に
赴
任
し
た
お
か
げ
で
、依
頼
原
稿
が
増
え
（
判
例
評
釈
、解
説
な
ど
）、

曲
が
り
な
り
に
も
研
究
者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　

研
究
環
境
も
、
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。
当
時
は
、
ま
だ
航
空
運
賃
が
高
く
、
科
研
費
を
と
っ
て
、
旅
費
を
確
保
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
文
字
ど
お
り
同
業
者
か
ら
孤
立
し
、
一
人
で
研
究
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
前
任
者
の
五
十

嵐
清
教
授
お
よ
び
櫻
田
嘉
章
教
授
が
図
書
を
充
実
さ
せ
て
下
さ
っ
た
お
か
げ
で
、し
ば
し
ば
北
大
の
図
書
館
に
こ
も
り
ま
し
た
。
北
大
で
は
、

自
分
の
研
究
費
で
購
入
し
た
本
も
、
図
書
館
に
配
架
し
、
共
同
で
利
用
す
る
と
い
う
方
針
で
し
た
の
で
、
結
局
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
で
し
た
。
さ
ら
に
法
学
部
資
料
室
（
法
令
判
例
室
）
の
存
在
が
あ
り
ま
す
。
毎
週
、
和
洋
の
新
着
雑
誌
が
た
く
さ
ん
ブ
ッ
ク
ト
ラ
ッ
ク
の

上
に
並
べ
ら
れ
、
月
曜
は
、
か
な
り
の
時
間
を
雑
誌
チ
ェ
ッ
ク
に
費
や
し
ま
し
た
。
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さ
て
、
北
大
時
代
の
私
は
、
研
究
分
野
が
格
段
に
広
が
っ
た
の
で
、
以
下
で
は
、
テ
ー
マ
毎
に
分
け
て
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

⑴
　
ス
イ
ス
国
際
私
法
の
研
究

　

実
は
、
北
大
に
赴
任
す
る
際
に
も
、
そ
の
前
年
に
ス
イ
ス
留
学
が
決
ま
っ
て
お
り
、
授
業
を
す
る
こ
と
な
く
、
一
年
間
の
在
外
研
究
に
出

か
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
学
術
振
興
会
の
特
定
国
派
遣
事
業
に
よ
る
も
の
で
す
。
当
時
私
は
、
再
び
海
外
に
出
か
け
た
い
と
い
う
気
持

ち
が
強
く
な
り
、
学
術
振
興
会
の
事
業
の
な
か
で
、
た
ま
た
ま
ス
イ
ス
が
比
較
的
長
期
（
一
年
）
の
派
遣
事
業
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
を

見
つ
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
大
部
分
が
芸
術
系
や
自
然
科
学
系
で
あ
り
、
法
律
研
究
者
が
採
用
さ
れ
た
例
は
皆
無

で
し
た
。
香
川
大
学
の
同
僚
に
そ
ん
な
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
関
係
者
に
相
談
し
て
み
る
と
言
わ
れ
、
そ
の
後
に
応
募
を
し
た
と
こ
ろ
、
幸
運

に
も
採
用
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　

ス
イ
ス
は
、
ち
ょ
う
ど
一
九
八
七
年
末
に
新
し
い
国
際
私
法
が
成
立
し
、
私
が
訪
れ
た
の
は
、
そ
の
直
後
で
し
た
。
フ
リ
ブ
ー
ル
大
学
の

フ
ォ
ン
・
オ
ー
バ
ー
ベ
ッ
ク
（A

lfred E
. von O

verbeck

）
教
授
に
受
入
れ
を
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
九
八
〇
年
か
ら
ス
イ
ス
比

較
法
研
究
所
の
所
長
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
空
港
に
降
り
立
っ
た
私
は
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
に
向
か
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ

こ
で
も
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
新
た
に
フ
リ
ブ
ー
ル
大
学
の
教
授
に
な
っ
た
フ
ォ
ー
ル
ケ
ン
（P

aul V
olken

）
の
と
こ
ろ
に

行
け
と
い
う
の
で
す
。
フ
ォ
ー
ル
ケ
ン
教
授
は
、
法
務
省
在
職
中
に
バ
ー
ゼ
ル
大
学
の
フ
ィ
シ
ャ
ー
（F

rank V
ischer

）
教
授
と
一
緒
に

新
し
い
国
際
私
法
の
政
府
理
由
書
を
作
成
し
た
人
で
す
が
、
ス
イ
ス
で
は
、
実
務
界
か
ら
大
学
教
授
に
な
る
ケ
ー
ス
は
珍
し
か
っ
た
よ
う
で

あ
り
、
ご
本
人
も
少
し
緊
張
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
か
つ
て
曽
野
教
授
と
国
連
で
売
買
条
約
の
仕
事
を
一
緒
に
し
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
快
く
私
を
迎
え
入
れ
て
く
れ
ま
し
た
。
私
は
、
小
さ
な
研
究
室
を
ひ
と
つ
与
え
て
も
ら
い
、
普
段
は
、
そ
こ
で
仕
事
を

し
つ
つ
、
週
に
一
度
だ
け
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
に
行
く
と
い
う
生
活
を
始
め
ま
し
た
。
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フ
リ
ブ
ー
ル
は
、
公
用
語
が
ド
イ
ツ
語
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
り
、
大
学
の
授
業
も
両
言
語
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
（
そ
の
た
め
授
業

数
は
倍
に
な
り
ま
す
）、
日
常
生
活
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
す
。
ド
イ
ツ
語
で
話
し
て
い
る
際
に
も
、
自
分
の
街
や
大
学
の
こ
と
を
ド
イ
ツ
語

の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
で
な
く
フ
リ
ブ
ー
ル
と
い
う
の
は
、
そ
の
せ
い
で
す
。
し
か
も
日
本
人
は
、
皆
無
に
近
く
（
教
会
関
係
者
が
一
人
住
ん
で

い
た
よ
う
で
す
が
）、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
で
も
、
た
ま
た
ま
長
期
の
在
外
研
究
に
来
て
い
た
山
内
惟
介
教
授
と
た
ま
に
会
う
く
ら
い
だ
っ
た
の
で
、

そ
れ
こ
そ
日
本
語
か
ら
隔
離
さ
れ
た
生
活
を
一
年
間
送
り
ま
し
た
。
ア
パ
ー
ト
で
は
、
家
内
と
日
本
語
で
話
し
、
論
文
は
日
本
語
で
書
い
て

い
た
の
で
、
日
本
語
を
忘
れ
る
は
ず
が
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
帰
国
後
し
ば
ら
く
は
、
他
の
人
と
話
を
す
る
際
に
、
言
葉
が
う
ま
く

出
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
フ
ォ
ー
ル
ケ
ン
教
授
が
一
九
九
九
年
に
リ
エ
カ
大
学
の
サ
ル
セ
ビ
ッ
チ
（P

etar Šarčević

）
教
授
と
一
緒
に
英
文
の
﹃
国
際

私
法
年
報
（Yearbook of P

rivate International L
aw

）﹄
を
創
刊
す
る
際
に
は
、
諮
問
委
員
会
（A

dvisory B
oard

）
の
メ
ン
バ
ー
に

し
て
も
ら
っ
た
り）
₁₀
（

、
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
比
較
法
研
究
所
を
訪
れ
た
際
に
は
、
研
究
室
を
も
ら
っ
た
り
、
裁
判
の
鑑
定
書
を
依
頼
さ
れ
た
り

し
ま
し
た
が
、
そ
の
出
発
点
は
、
一
九
八
八
年
の
滞
在
に
あ
り
ま
す
。

　

研
究
課
題
は
、
も
ち
ろ
ん
一
九
八
七
年
末
成
立
、
一
九
八
九
年
施
行
の
ス
イ
ス
国
際
私
法
で
す
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
の
か
を

決
め
る
た
め
、
ま
ず
全
二
〇
〇
か
条
の
ド
イ
ツ
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
イ
タ
リ
ア
語
の
正
文
を
す
べ
て
読
ん
で
、
各
言
語
の
違
い
や
草
案
か
ら

の
修
正
点
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
訳
文
を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、﹁
一
九
八
七
年
の
ス
イ
ス
連
邦
国
際
私
法
（
条
文
翻
訳
）﹂
戸
籍
時
報

三
七
四
号
～
三
七
九
号
（
一
九
八
九
年
）
と
し
て
公
表
し
ま
し
た
。
翻
訳
の
際
に
は
、
正
確
を
期
す
た
め
、
政
府
の
理
由
書
、
各
界
か
ら
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
、
議
会
の
議
事
録
な
ど
の
一
次
資
料
は
も
ち
ろ
ん
、
必
要
に
応
じ
て
研
究
者
の
著
書
論
文
と
い
っ
た
二
次
資
料
も

参
照
し
ま
す
か
ら
、
自
ず
と
法
律
の
全
体
像
が
見
え
て
き
ま
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
法
典
化
の
必
要
性
、
属
人
法
の
決
定
基
準
、
一
般
例
外

条
項
の
三
つ
を
取
り
上
げ
、﹁
ス
イ
ス
国
際
私
法
典
に
お
け
る
若
干
の
基
本
的
諸
問
題
﹂
北
大
法
学
論
集
四
〇
巻
二
号
（
一
九
八
九
年
）、
四



（　
　
　
　

）

国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

二
八
九

三
四
三
一

〇
巻
三
号
（
一
九
九
〇
年
）
を
執
筆
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
三
つ
が
基
本
問
題
だ
と
い
う
ス
イ
ス
の
学
説
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
法
律
の
全
体
を
見
渡
し
て
、
私
自
身
が
基
本
問
題
と
判
断
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ス
イ
ス
国
際
私
法
の
研
究
は
、
私
に
と
っ
て
、
改
め
て
研
究
方
法
の
自
覚
を
促
す
も
の
で
し
た
。
た
と
え
ば
、
他
の
人
か
ら
見
た
ら
、

住
所
地
法
主
義
を
採
用
す
る
ス
イ
ス
国
際
私
法
を
研
究
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
ぞ
か
し
住
所
地
法
主
義
に
好
意
的
で
あ
る
と
思
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
む
し
ろ
そ
の
逆
で
す
。
ス
イ
ス
国
際
私
法
の
成
立
当
時
で
、
人
口
七
〇
〇
万
人
の
う
ち
一
〇
〇
万
人
が
外
国
人
で
あ

る
状
況
は
、
わ
が
国
と
全
く
異
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
違
い
を
認
識
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
わ
が
国
の
場
合
は
、
住
所
地
法
主
義
を
採
用
す

る
状
況
に
は
な
い
と
い
う
確
信
を
強
く
し
ま
し
た
。
ま
た
同
時
に
在
外
ス
イ
ス
人
が
四
〇
万
人
い
て
、
そ
の
保
護
が
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
ス
イ
ス
人
に
と
っ
て
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
の
関
係
資
料
を
読
ん
で
も
、
改
め
て
そ
れ
に
触
れ
て
い
る
も
の

は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
我
々
日
本
人
が
ス
イ
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
住
所
地
法
主
義
の
例
外
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
不
可
欠
の

情
報
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
資
料
を
し
っ
か
り
読
む
こ
と
、
と
く
に
一
次
資
料
を
読
ん
だ
う
え
で
、
二
次
資
料
を
読
む
、
さ
ら
に
資
料
の
背
景
ま
で
調
べ

尽
く
す
こ
と
が
外
国
法
研
究
の
基
本
で
あ
る
こ
と
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
の
若
い
人
の
研
究
を
見
て
い
る
と
、
外
国

法
を
わ
が
国
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
目
を
奪
わ
れ
、
外
国
法
を
外
国
法
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
、
そ
の
法
体
系
全
体
や
社
会
的
背
景
に
ま
で

踏
み
込
ん
で
研
究
す
る
こ
と
が
疎
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
ま
す
。
ま
た
ス
イ
ス
法
は
、
ド
イ
ツ
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・

イ
タ
リ
ア
語
が
公
用
語
で
あ
り
、
各
条
文
が
す
べ
て
同
等
に
拘
束
力
を
有
し
ま
す
。
議
会
の
議
事
録
で
は
、
ド
イ
ツ
語
の
発
言
と
フ
ラ
ン
ス

語
の
発
言
が
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
、
両
言
語
を
理
解
で
き
な
け
れ
ば
、
議
事
録
を
読
む
こ
と
さ
え
で
き
ま
せ
ん
。
法
律
は
、
ま
ず
ド
イ
ツ
語

と
フ
ラ
ン
ス
語
の
条
文
が
作
成
さ
れ
、
最
後
に
イ
タ
リ
ア
語
の
条
文
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
ら
の
言
語
の
間
の
違
い
が
ス
イ
ス

の
判
例
学
説
で
は
し
ば
し
ば
問
題
と
な
り
ま
す
。
判
例
も
、
各
言
語
圏
の
裁
判
は
、
当
然
そ
の
言
語
で
審
理
さ
れ
、
判
決
が
下
さ
れ
ま
す
し
、
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連
邦
裁
判
所
で
も
そ
の
ま
ま
で
す
。
ス
イ
ス
法
に
つ
い
て
書
く
の
に
、
ド
イ
ツ
語
の
資
料
し
か
読
ま
な
い
人
が
い
る
よ
う
で
す
が
、
三
つ
の

言
語
は
必
要
不
可
欠
で
す
。

⑵
　
香
川
大
学
時
代
の
研
究
の
フ
ォ
ロ
ー

　

そ
の
後
、
私
は
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
の
研
究
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ス
イ
ス
法
研
究
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、

香
川
大
学
時
代
の
研
究
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
必
要
性
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
こ
で
執
筆
し
た
の
が
、﹁
国
際
私
法
立
法
に
お
け
る
条
約
の
受
容
﹂

北
大
法
学
論
集
四
一
巻
二
号
（
一
九
九
〇
年
）
お
よ
び
﹁
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
に
お
け
る
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
︱
︱
ア
ル
コ
ア
事

件
判
決
再
考
﹂
北
大
法
学
論
集
四
一
巻
五
・
六
号
（
一
九
九
一
年
）
で
す
。
前
者
は
、
統
一
法
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
論
文
を
補
う
も
の
で

す
し
、
後
者
は
、
海
運
同
盟
の
域
外
適
用
に
関
す
る
論
文
を
補
う
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
さ
ら
に
﹁
渉
外
民
事
事
件
に
お
け
る
過
剰
管
轄
﹂

と
い
う
国
際
法
学
会
に
お
け
る
研
究
報
告
（
一
九
九
一
年
五
月
）
に
発
展
し
ま
し
た）
₁₁
（

。

　

こ
の
よ
う
に
私
の
研
究
は
、
あ
ま
り
体
系
的
な
い
し
網
羅
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
統
一
法
条
約
お
よ
び
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
、

あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
形
成
し
て
き
た
よ
う
に
思
え
た
の
で
、
北
大
法
学
部
叢
書
と
し
て
出
版
し
た
い
と
申
し
出
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

難
題
が
ひ
と
つ
起
き
ま
し
た
。
出
版
元
が
叢
書
の
出
版
条
件
を
見
直
し
た
い
と
い
う
の
で
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
北
大
法
学
部
叢
書
は
、
一

九
九
四
年
か
ら
再
開
し
、
二
〇
〇
〇
年
頃
ま
で
続
き
ま
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
私
が
出
版
を
希
望
し
た
時
期
は
、
叢
書
の
刊
行
が
停
止
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
科
研
の
研
究
成
果
公
開
促
進
費
の
交
付
を
受
け
、
叢
書
か
ら
切
り
離
し
て
出
版
を
引
き
受
け
て
頂
い
た
の
で
す
が
、

﹁
あ
る
程
度
売
れ
な
い
と
困
る
﹂
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
私
ひ
と
り
の
思
い
込
み
で
あ
っ
た
の
か

ど
う
か
は
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
既
発
表
の
論
文
を
そ
の
ま
ま
転
載
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
い
、
と
く
に

一
九
八
三
年
か
ら
八
五
年
ま
で
の
三
本
の
論
文
に
つ
い
て
は
掲
載
を
見
送
り
、代
わ
り
に
少
し
無
理
を
し
て
一
般
的
な
記
述
を
加
え
ま
し
た
。
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こ
う
し
て
私
は
、
初
め
て
の
著
書
、﹃
国
際
取
引
法
の
理
論
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）
を
出
版
し
ま
し
た
。
今
と
な
っ
て
は
、
反
省
す

る
こ
と
ば
か
り
で
す
が
、
タ
イ
ト
ル
は
、
他
に
付
け
よ
う
が
な
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。
○
○
論
集
と
す
る
の
は
、
芸
が
な
さ
す
ぎ
ま
す
し
、

そ
も
そ
も
私
の
研
究
は
、
国
際
私
法
の
枠
か
ら
あ
ま
り
に
大
き
く
外
れ
て
お
り
、
か
と
い
っ
て
他
の
伝
統
的
な
法
分
野
の
い
ず
れ
か
に
当
て

は
ま
る
わ
け
で
も
な
く
、
分
野
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
し
た
。
ま
た
国
際
取
引
法
の
教
科
書
や
体
系
書
を
出
す
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

最
初
に
国
際
取
引
法
の
定
義
を
行
う
こ
と
は
、
他
の
部
分
と
の
バ
ラ
ン
ス
上
も
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
﹁
は
し
が
き
﹂
に
お
い

て
は
、
澤
木
敬
郎
先
生
の
﹃
国
際
私
法
入
門
﹄（
有
斐
閣
）
に
書
か
れ
て
い
た
国
際
取
引
法
の
統
一
化
傾
向
と
分
裂
化
傾
向
に
触
発
さ
れ
た

旨
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
澤
木
先
生
の
本
（
一
九
八
四
年
の
新
版
お
よ
び
一
九
九
〇
年
の
第
三
版
）
を
学
部
の
講
義
に
使
っ
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
敬
意
を
表
す
る
気
持
ち
で
書
い
た
も
の
で
す
。

⑶
　
国
籍
法
研
究
へ
の
転
換

　

ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
に
転
機
が
訪
れ
ま
し
た
。
熊
本
女
子
大
学
（
現
・
熊
本
県
立
大
学
）
の
石
橋
敏
郎
教
授
が
内
地
研
修
の
た
め
北
大
に
長

期
滞
在
し
た
際
、
親
し
く
お
付
合
い
を
さ
せ
て
頂
い
た
の
で
、
石
橋
教
授
が
熊
本
に
戻
っ
た
後
、
私
を
講
演
に
招
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
石

橋
教
授
の
専
門
が
社
会
保
障
法
で
あ
り
、
法
学
部
で
は
な
い
生
活
科
学
部
で
話
を
す
る
た
め
、
ち
ょ
う
ど
東
京
地
裁
に
係
属
中
で
あ
っ
た
ア

ン
デ
レ
事
件
を
題
材
に
取
り
上
げ
て
、
後
に
﹁
国
籍
法
お
よ
び
国
際
私
法
に
お
け
る
子
の
福
祉
﹂
戸
籍
時
報
四
一
七
号
（
一
九
九
二
年
）
と

し
て
公
表
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
朝
日
新
聞
の
小
山
内
伸
記
者
が
こ
の
短
文
を
読
ん
で
、
取
材
を
申
し
込
ん
で
こ
ら
れ
、
そ
れ
か

ら
最
高
裁
判
決
に
至
る
ま
で
、
私
は
取
材
に
協
力
し
、
コ
メ
ン
ト
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
事
件
は
、
ア
ン
デ
レ
の
養
父
母
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
牧
師
の
リ
ー
ス
夫
妻
や
中
川
明
弁
護
団
長
の
個
性
も
あ
っ
て
、
広
く
世
間
の

注
目
を
集
め
ま
し
た）
₁₂
（

。
東
京
地
裁
で
勝
訴
し
、
東
京
高
裁
で
敗
訴
し
た
後
、
中
川
弁
護
士
は
、
私
に
意
見
書
の
執
筆
を
依
頼
し
て
こ
ら
れ
ま
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し
た
。
そ
の
時
点
で
は
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
国
籍
法
を
研
究
し
た
論
文
﹁
国
籍
法
二
条
三
号
に
つ
い
て
﹂
戸
籍
時
報
四
三
二
号
～

四
三
四
号
（
一
九
九
四
年
）
を
公
表
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
論
文
を
添
え
て
、
内
容
を
要
約
し
た
意
見
書
を
最
高
裁
に
提
出
し
ま
し
た
。
一

九
九
五
年
の
最
高
裁
判
決
は
、
逆
転
勝
訴
で
し
た
が
、
そ
の
要
因
は
、
各
国
国
籍
法
の
動
向
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
じ
論
文
の
な
か
で
取
り

上
げ
た
就
籍
事
件
の
審
判
例
の
動
向
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
裁
判
所
ら
し
く
証
明
責
任
の
問
題
を
処
理
し
た
の
が

最
高
裁
判
決
で
あ
り
、
裁
判
の
結
果
だ
け
を
み
れ
ば
、
私
の
貢
献
度
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
ア
ン
デ
レ
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
意
見
書
の
依
頼
が
次
々
と
舞
い
込
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
く
に
認
知
さ
れ
た
子

の
国
籍
取
得
に
関
す
る
一
連
の
裁
判
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
胎
児
認
知
の
受
付
が
拒
否
さ
れ
た
事
件
に
関
す
る
広
島
の
裁
判
は
、
事
実
上
勝

訴
の
和
解
で
終
わ
り
（
後
述
の
﹃
裁
判
意
見
書
集
﹄
第
二
章
）、
嫡
出
推
定
に
よ
り
胎
児
認
知
が
で
き
ず
、
例
外
的
に
生
後
認
知
に
よ
る
国

籍
取
得
が
あ
っ
た
こ
と
の
確
認
を
求
め
た
東
京
の
裁
判
は
、高
裁
お
よ
び
最
高
裁
で
勝
訴
し
ま
し
た（
同
書
第
三
章
）。
こ
れ
ら
の
裁
判
で
は
、

そ
も
そ
も
認
知
の
溯
及
効
を
否
定
す
る
国
籍
法
の
違
憲
性
も
主
張
し
ま
し
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
別
の
論
点
に
よ
り
勝
訴
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
と
事
案
が
異
な
る
た
め
、
国
籍
法
の
違
憲
性
を
主
張
す
る
し
か
な
か
っ
た
大
阪
の
裁
判
で
は
、
最
高
裁
判
決
で
前
向
き
な
補

足
意
見
を
も
ら
う
の
が
や
っ
と
で
し
た
（
後
述
の
﹃
国
籍
法
と
国
際
親
子
法
﹄
第
六
章
）。

　

こ
の
大
阪
の
裁
判
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
教
訓
を
残
し
ま
し
た
。
第
一
に
、
研
究
論
文
と
裁
判
の
意
見
書
は
、
全
く
異
な
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
当
初
、
私
は
、
裁
判
の
意
見
書
に
お
い
て
も
論
文
と
同
じ
よ
う
に
、
ま
ず
通
説
的
な
見
解
を
書
い
て
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論

や
疑
問
点
を
書
い
て
い
た
の
で
す
が
、
大
阪
高
裁
は
、
そ
の
通
説
的
な
見
解
に
関
す
る
私
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
よ
う
な
判
決
理
由
を

書
い
て）
₁₃
（

、
敗
訴
判
決
を
下
し
ま
し
た
（
平
成
一
〇
年
九
月
二
五
日
判
タ
九
九
二
号
一
〇
三
頁
）。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
の
後
、
私

の
意
見
書
は
、
相
手
方
の
主
張
や
敗
訴
判
決
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　

第
二
は
、
意
見
書
の
日
付
で
す
。
私
は
、
弁
護
団
に
意
見
書
を
送
付
し
た
日
で
は
な
く
、
口
頭
弁
論
期
日
を
意
見
書
に
記
し
て
い
ま
し
た
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が
、
こ
れ
が
大
き
な
誤
解
を
招
き
ま
し
た
。
弁
護
団
は
、
私
の
意
見
書
の
大
部
分
を
準
備
書
面
に
写
し
な
が
ら
、
一
部
分
に
つ
い
て
し
か
私

の
意
見
書
を
引
用
し
な
か
っ
た
の
で
、
相
手
方
の
訟
務
検
事
が
﹁
奥
田
の
意
見
書
は
、
弁
護
団
の
書
面
を
写
し
た
も
の
だ
﹂
と
勘
違
い
し
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
は
、
私
は
、
必
ず
弁
護
団
に
意
見
書
を
送
付
し
た
日
を
意
見
書
に
記
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、

私
の
意
見
書
を
大
部
分
写
し
な
が
ら
、
そ
の
旨
を
書
か
な
い
弁
護
団
に
も
非
が
あ
る
の
で
、
改
善
を
要
求
し
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
聞
き
入
れ

て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
裁
判
の
過
程
に
お
い
て
、
私
は
、
ア
ン
デ
レ
事
件
と
同
様
に
、
各
国
の
国
籍
法
を
比
較
し
、﹁
認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
に
関
す
る
比

較
法
的
考
察
﹂
国
際
法
外
交
雑
誌
九
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）
を
公
表
し
ま
し
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
法
の
調
査
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
失
敗
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
論
文
で
オ
ラ
ン
ダ
の
一
九
九
三
年
改
正
法
を
紹
介
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
、
民
事
月
報
に
﹁
改
正
法
﹂
と
し
て
翻
訳

が
掲
載
さ
れ
た
の
を
み
て
、
法
務
省
か
ら
送
っ
て
も
ら
っ
た
議
会
資
料
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
後
に
調
べ
直
し
た
と
こ
ろ
、

こ
れ
は
、
単
な
る
草
案
に
す
ぎ
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
廃
案
と
な
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
異
な
る
内
容
の
改
正
法
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た）
₁₄
（

。
後
述
の
﹃
国
籍
法
と
国
際
親
子
法
﹄
第
五
章
は
、
こ
の
点
を
訂
正
す
る
と
と
も
に
、
最
初
の
論
文
に
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
記

し
て
い
ま
す
が
、
法
務
省
の
関
与
す
る
﹃
戸
籍
実
務
六
法
﹄（
日
本
加
除
出
版
）
巻
末
の
各
国
国
籍
法
一
覧
で
は
、
い
ま
だ
に
一
九
九
三
年

改
正
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
大
阪
の
裁
判
の
最
高
裁
判
決
を
受
け
て
、
も
は
や
こ
れ
以
上
の
進
展
は
望
め
な
い
と
思
い
、
ま
た
国
籍
法
に
関
す
る
様
々
な
論
文

が
溜
ま
っ
て
き
た
の
で
、
こ
れ
ら
を
一
冊
に
ま
と
め
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
を
決
め
た
時
、
私
は
ま
だ
北
大
在
籍
中
で
し
た
が
、
す
で

に
中
央
大
学
へ
の
移
籍
が
決
ま
っ
て
い
た
の
で
、
ま
た
も
や
北
大
法
学
部
叢
書
と
し
て
の
出
版
は
無
理
だ
と
言
わ
れ
、
科
研
の
研
究
成
果
公

開
促
進
費
の
交
付
を
受
け
て
、﹃
国
籍
法
と
国
際
親
子
法
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
を
出
版
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
国
際
親
子
法
と
い
う
の

は
、﹁
は
し
が
き
﹂
に
書
い
た
と
お
り
、
国
籍
法
上
の
先
決
問
題
と
し
て
の
親
子
関
係
の
成
立
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
の
本
も
、
雑
多
な
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論
文
の
寄
せ
集
め
で
す
か
ら）
₁₅
（

、
な
か
な
か
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
の
が
難
し
か
っ
た
の
で
す
が
、﹁
は
し
が
き
﹂
を
き
ち
ん
と
読
め
ば
、
親
子

関
係
の
準
拠
法
を
扱
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
誰
で
も
分
か
る
こ
と
で
す
。
何
よ
り
も
、
他
に
適
当
な
タ
イ
ト
ル
が
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
国
籍
法
研
究
を
始
め
て
か
ら
は
、
山
田
鐐
一
先
生
が
私
に
電
話
を
下
さ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
お
弟
子

さ
ん
の
佐
野
寛
教
授
（
岡
山
大
学
）
に
よ
れ
ば
、
山
田
先
生
は
電
話
魔
で
あ
り
、
か
つ
て
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
が
な
か
っ
た
頃
に
は
、
山
田
先

生
か
ら
電
話
が
あ
る
と
、
奥
さ
ん
が
電
話
台
の
横
に
椅
子
を
持
っ
て
き
た
程
だ
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
江
川
＝
山
田
＝
早
田
﹃
国
籍

法
︹
第
三
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
で
は
、
私
の
論
文
を
頻
繁
に
引
用
し
て
下
さ
り
、
そ
の
取
扱
い
に
苦
労
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ

ま
す
。
早
田
先
生
か
ら
も
何
度
か
電
話
を
頂
き
、
私
の
国
籍
法
関
係
の
様
々
な
著
作
を
読
ん
で
、﹁
少
し
ず
つ
見
解
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
﹂
と
か
、﹁
早
く
国
籍
法
の
（
啓
蒙
書
で
は
な
い
）
本
を
書
く
よ
う
に
﹂
な
ど
と
言
わ
れ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
度
出
版
し

た
﹃
国
際
家
族
法
﹄
で
は
、
国
籍
法
も
詳
し
く
取
り
上
げ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
山
田
先
生
お
よ
び
早
田
先
生
に
捧
げ
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

⑷
　
渉
外
戸
籍
法
の
研
究

　

熊
本
女
子
大
学
で
の
講
演
録
は
、
朝
日
新
聞
の
記
者
だ
け
で
な
く
、
市
町
村
ア
カ
デ
ミ
ー
の
研
修
担
当
者
の
目
に
も
と
ま
り
、
渉
外
戸
籍

の
研
修
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
幕
張
で
の
研
修
は
、
一
九
九
三
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で
、
ほ
ぼ
毎
年
二
回
続
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

研
修
を
始
め
た
当
初
は
、
驚
く
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
ち
ょ
う
ど
一
九
九
〇
年
に
﹃
実
務
戸
籍
法
︹
改
訂
版
︺﹄（
民
事
法
務
協
会
）
が
出
た

の
で
（
そ
の
後
、
二
〇
〇
一
年
に
新
版
刊
行
）、
そ
の
渉
外
戸
籍
の
解
説
を
参
照
し
て
、
研
修
の
準
備
を
し
た
の
で
す
が
、
現
場
の
市
町
村

職
員
か
ら
は
、
予
想
も
し
な
い
質
問
ば
か
り
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。



（　
　
　
　

）

国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

二
九
五

三
四
三
七

　

も
ち
ろ
ん
戸
籍
の
管
掌
者
は
、
市
町
村
長
で
す
か
ら
、
裁
判
官
の
よ
う
な
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
戸
籍
の
形
式
審
査
の
枠
内
に
お
い
て
、

市
町
村
職
員
が
ど
の
よ
う
な
添
付
書
類
を
届
出
人
に
対
し
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ど
こ
ま
で
自
分
で
審
査
を
し
て
、
ど
こ
か
ら
は
、

法
務
局
経
由
で
本
省
に
受
理
照
会
を
す
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
戸
籍
の
先
例
集
を
検
索
し
、
通
達
や
回
答
な
ど
を
大
量
に
読

ん
で
、
戸
籍
の
論
理
を
独
自
に
考
え
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
だ
ん
だ
ん
と
市
町
村
職
員
か
ら
の
質
問
が
想
定
の
範
囲
内
に
な
っ
て
き
た
の
で
、

途
中
か
ら
辞
め
た
く
な
っ
た
の
で
す
が
、
結
局
、
渉
外
戸
籍
の
科
目
自
体
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
続
け
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
市
町
村
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
研
修
の
噂
を
聞
き
つ
け
た
法
務
省
入
管
局
の
職
員
か
ら
電
話
を
頂
い
た
時
は
、
驚
き
ま
し
た
。

入
管
局
も
、
各
地
で
市
町
村
職
員
を
対
象
と
し
た
外
国
人
登
録
な
ど
の
研
修
を
実
施
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
渉
外
戸
籍
に
関
す
る
質
問
が
よ
く

出
る
の
で
、﹃
外
国
人
登
録
﹄（
テ
イ
ハ
ン
）
に
﹁
渉
外
戸
籍
入
門
﹂
を
書
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
で
す）
₁₆
（

。
私
は
、
国
を
相
手
に
し
た
裁

判
の
意
見
書
を
よ
く
書
い
て
お
り
、
そ
れ
で
も
構
わ
な
い
の
か
と
念
を
押
し
た
ら
、
構
わ
な
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
最
初
は
市
町
村
職
員
が
間
違
え
や
す
い
添
付
書
類
や
審
査
の
方
法
な
ど
、
一
般
的
な
こ
と
か
ら
書
き
始
め
た
の
で
す
が
、
そ
の

う
ち
平
成
元
年
の
基
本
通
達
に
沿
っ
て
解
説
し
て
い
く
う
ち
に
、
連
載
は
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
ま
で
四
八
回
に
及
ん
で
し
ま
い

ま
し
た
。
私
の
解
説
は
、﹁
入
門
﹂
と
は
い
え
、
と
く
に
基
本
通
達
の
解
説
に
な
っ
て
か
ら
は
、
学
術
論
文
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
し

か
も
時
に
は
、
法
務
省
の
通
達
や
回
答
を
批
判
す
る
も
の
で
す
か
ら
、﹁
本
稿
は
、
法
務
省
の
見
解
で
は
な
い
﹂
と
い
う
趣
旨
の
断
り
書
き

を
末
尾
に
入
れ
ら
れ
る
始
末
で
し
た
。
も
っ
と
も
、
私
の
批
判
は
、
戸
籍
の
形
式
審
査
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
形
式
審

査
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
届
出
人
な
ど
の
関
係
者
や
市
町
村
職
員
に
対
し
無
理
を
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
か
、
複
数
の
先

例
を
比
較
し
て
、
相
互
に
矛
盾
し
て
い
る
点
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
長
く
連
載
を
続
け
た
の
で
、
当
然
、
最

初
の
担
当
者
は
異
動
に
な
っ
て
し
ま
い
、
二
〇
〇
六
年
に
連
載
終
了
の
連
絡
を
入
れ
た
時
に
は
、
先
方
は
、
安
堵
し
た
よ
う
で
し
た
。

　

こ
の
連
載
を
最
も
喜
ん
で
下
さ
っ
た
の
は
、
溜
池
良
夫
先
生
で
す
。
溜
池
先
生
は
、
私
が
渉
外
戸
籍
の
連
載
を
始
め
た
の
で
、﹃
外
国
人
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国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

三
四
三
八

登
録
﹄
を
定
期
購
読
す
る
こ
と
に
し
た
と
言
わ
れ
、私
は
、﹁
な
る
べ
く
早
く
本
に
し
て
お
見
せ
し
ま
す
﹂
と
返
事
し
て
い
た
の
で
す
が
、﹃
国

際
家
族
法
﹄
は
、
先
生
の
生
前
に
間
に
合
い
ま
せ
ん
で
し
た
。﹁
は
し
が
き
﹂
に
は
書
い
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
本
書
は
、
そ
の
意
味
で
溜
池

先
生
に
も
捧
げ
る
も
の
で
す
。

⑸
　
啓
蒙
書
の
出
版
な
ど

　

国
籍
裁
判
に
関
わ
っ
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
小
錦
関
の
帰
化
問
題
や
中
国
残
留
邦
人
の
帰
国
な
ど
が
注
目
を
集
め
る
な
か
、
私
は
、
一
般

の
読
者
を
対
象
と
し
た
本
を
書
き
始
め
ま
し
た
。
北
大
在
職
中
に
は
、﹃
家
族
と
国
籍
︱
︱
国
際
化
の
進
む
な
か
で
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
九
六

年
、
二
〇
〇
三
年
補
訂
版
）、﹃
市
民
の
た
め
の
国
籍
法
・
戸
籍
法
入
門
﹄（
明
石
書
店
、
一
九
九
七
年
）、﹃
外
国
人
の
法
律
相
談
チ
ェ
ッ
ク

マ
ニ
ュ
ア
ル
﹄（
共
著
、
明
石
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）、﹃
数
字
で
み
る
子
ど
も
の
国
籍
と
在
留
資
格
﹄（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
を
出
版

し
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
に
は
、
研
修
や
講
演
も
多
数
引
き
受
け
て
い
ま
す
。
市
町
村
職
員
の
研
修
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
お
話
し
致
し
ま
し
た
が
、
さ
ら

に
外
国
人
支
援
団
体
の
関
係
者
や
弁
護
士
・
行
政
書
士
な
ど
、
外
国
人
の
問
題
を
扱
う
人
々
を
対
象
と
し
て
、
主
に
首
都
圏
や
関
西
圏
を
飛

び
回
り
ま
し
た
。
ア
ン
デ
レ
事
件
以
降
の
国
籍
裁
判
な
ど
に
関
係
し
た
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
も
、
た
く
さ
ん
受
け
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
大
学
研
究
者
の
社
会
的
使
命
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
現
場
の
人
た
ち
の
話
が
参
考
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
マ
ス
コ
ミ
も
、
記
者
が
入
念
に
現
場
を
取
材
し
て
い
た
り
、
私
の
本
を
き
ち
ん
と
読
ん
だ
り
し
た
う
え
で
来
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
れ
に

応
じ
る
だ
け
の
価
値
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
研
修
で
は
、
自
分
の
抱
え
て
い
る
案
件
の
答
え
だ
け
を
知
り
た
い
と
か
、
単
な
る
情
報
収
集
を
目
的
と
し
て
参
加
す
る
人
が
大

部
分
で
あ
り
、
自
分
で
答
え
を
見
つ
け
出
す
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
目
的
と
し
て
い
る
人
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
に
気
づ
き
始
め
ま
し
た
。
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ま
た
マ
ス
コ
ミ
も
、
全
く
事
前
の
取
材
を
せ
ず
、
私
の
本
も
読
ま
な
い
で
、
と
も
か
く
一
か
ら
教
え
て
ほ
し
い
と
言
う
人
が
増
え
て
き
て
、

貴
重
な
時
間
を
無
駄
に
し
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
芽
生
え
始
め
ま
し
た
。

　
﹃
チ
ェ
ッ
ク
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹄
を
出
版
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
初
歩
的
な
こ
と
は
、
こ
れ
で
済
ま
せ
て
頂
き

た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
本
は
、
中
央
大
学
に
移
っ
た
後
も
版
を
重
ね
、
二
〇
一
三
年
に
は
、
第
五
版
を
出
版
し
て
い
ま
す
。
改
訂
に

際
し
て
は
、
半
年
か
ら
一
年
く
ら
い
を
か
け
て
、
全
面
的
に
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
単
に
情
報
を
新
し
く
す
る
だ
け
で
な
く
、

取
り
上
げ
る
べ
き
項
目
や
執
筆
の
ス
タ
イ
ル
を
修
正
し
て
、
い
か
に
実
践
的
に
使
え
る
本
に
す
る
の
か
を
工
夫
し
た
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
ほ
と
ん
ど
別
の
本
を
五
冊
出
版
し
た
よ
う
な
も
の
で
す）
₁₇
（

。

　

こ
れ
ら
の
啓
蒙
書
に
関
心
を
持
っ
て
下
さ
っ
た
の
も
、
山
田
鐐
一
先
生
や
溜
池
良
夫
先
生
で
し
た
。
山
田
先
生
は
、﹃
国
際
私
法
﹄（
有
斐

閣
）
の
新
版
（
二
〇
〇
三
年
）
お
よ
び
第
三
版
（
二
〇
〇
四
年
）
に
お
い
て
、私
の
論
文
集
で
あ
る
﹃
国
際
取
引
法
の
理
論
﹄
だ
け
で
な
く
、

隣
接
法
分
野
に
関
す
る
参
考
文
献
と
し
て
、
私
の
一
般
向
け
の
本
を
す
べ
て
挙
げ
て
下
さ
り
、
と
く
に
﹃
チ
ェ
ッ
ク
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹄
ま
で
挙

げ
て
頂
い
た
の
は
、
大
変
恐
縮
し
ま
し
た
。
ま
た
溜
池
先
生
は
、
私
か
ら
の
献
本
に
対
し
、
自
分
も
現
実
問
題
に
関
心
が
あ
り
、
新
聞
の
切

り
抜
き
を
続
け
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
コ
ピ
ー
を
わ
ざ
わ
ざ
送
っ
て
下
さ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
秌
場
準
一
先
生
や
鳥
居
淳
子

先
生
か
ら
も
、
励
ま
し
の
お
便
り
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
啓
蒙
書
は
、
徐
々
に
学
界
関
係
者
に
献
本
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
ま
し
た

が
、
四
人
の
先
生
方
へ
の
献
本
は
、
ず
っ
と
続
け
ま
し
た
。

⑹
　
外
国
法
の
研
究

　

国
籍
裁
判
で
は
、
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
国
籍
法
を
調
べ
ま
し
た
が
、
ア
ジ
ア
の
国
籍
法
や
家
族
法
に
関
す
る
本
を
出
し
た
の
は
、
別

の
事
情
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、﹃
在
日
の
た
め
の
韓
国
国
籍
法
入
門
﹄（
明
石
書
店
、
一
九
九
九
年
）
は）
₁₈
（

、
共
著
者
の
岡
克
彦
さ
ん
（
現
・
福
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岡
女
子
大
学
教
授
）
が
ソ
ウ
ル
大
学
の
修
士
課
程
を
修
了
し
、
北
大
の
博
士
課
程
に
入
学
し
て
き
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
岡
さ
ん
は
、
韓
国

の
法
思
想
史
や
憲
法
裁
判
な
ど
を
主
に
研
究
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
九
九
八
年
に
韓
国
国
籍
法
が
全
面
改
正
さ
れ
た
の
で
、
一
緒
に
注
釈
書

を
書
か
な
い
か
と
私
の
ほ
う
か
ら
誘
い
ま
し
た
。
ハ
ン
グ
ル
の
資
料
の
読
解
は
、
す
べ
て
岡
さ
ん
に
任
せ
、
私
は
、
主
に
日
本
語
で
書
か
れ

た
資
料
を
集
め
ま
し
た
が
、
両
方
の
資
料
を
比
較
検
討
し
て
、
ハ
ン
グ
ル
の
資
料
の
内
容
に
つ
い
て
、
し
つ
こ
く
確
認
し
た
こ
と
を
思
い
出

し
ま
す
。

　

も
う
一
冊
は
、
Ｊ
・
Ｎ
・
ノ
リ
エ
ド
﹃
フ
ィ
リ
ピ
ン
家
族
法
﹄（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
で
す
。
そ
の
際
に
は
、
大
阪
外
大
か
ら
大

阪
市
大
の
博
士
課
程
を
経
て
、
当
時
、
日
本
学
術
振
興
会
の
特
別
研
究
員
を
し
て
い
た
高
畑
幸
さ
ん
（
現
・
静
岡
県
立
大
学
准
教
授
）
が
フ

ィ
リ
ピ
ン
を
都
市
社
会
学
の
研
究
対
象
と
し
、
タ
ガ
ロ
グ
語
な
ど
、
現
地
の
言
葉
に
も
通
じ
て
い
た
の
で
、
共
訳
者
に
加
わ
っ
て
頂
き
ま
し

た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
原
著
は
、
主
に
英
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ス
ペ
イ
ン
語
や
タ
ガ
ロ
グ
語
が
時
々
出
て
き
ま
す
。
高
畑
さ
ん
に
は
、

タ
ガ
ロ
グ
語
の
翻
訳
以
外
に
、
五
章
の
う
ち
一
章
の
翻
訳
お
よ
び
社
会
学
の
視
点
か
ら
の
解
説
を
担
当
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　
﹃
国
際
私
法
・
国
籍
法
・
家
族
法
資
料
集
︱
︱
外
国
の
立
法
と
条
約
﹄（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
年
）
も
、
そ
こ
に
収
録
し
た
資
料

の
大
部
分
は
、
北
大
時
代
に
私
が
単
独
ま
た
は
様
々
な
人
と
一
緒
に
翻
訳
し
た
も
の
で
す
。
英
独
仏
伊
は
、
私
が
自
分
で
読
め
ま
す
が
、
ロ

シ
ア
語
と
ハ
ン
グ
ル
は
、
共
訳
者
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
な
ぜ
私
が
共
訳
者
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ

れ
は
、
韓
国
国
籍
法
の
注
釈
書
と
同
様
に
、
他
の
言
語
の
資
料
を
参
照
し
て
、
一
次
資
料
の
内
容
を
し
つ
こ
く
確
認
し
、
最
終
的
に
は
、
私

が
原
稿
を
執
筆
し
た
か
ら
で
す
。
一
次
資
料
の
入
手
に
最
も
苦
労
し
た
の
は
、
ソ
連
崩
壊
後
の
残
留
ロ
シ
ア
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
二
国

間
条
約
で
す
。
私
が
ド
イ
ツ
語
や
英
語
の
翻
訳
を
見
つ
け
た
一
四
件
の
条
約
に
つ
い
て
、
北
大
の
中
央
図
書
館
や
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
で

ロ
シ
ア
語
の
正
文
を
探
し
た
だ
け
で
な
く
、
一
部
は
、
ロ
シ
ア
人
留
学
生
に
依
頼
し
て
、
モ
ス
ク
ワ
か
ら
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
取
り
寄
せ
た
り
も

し
ま
し
た）
₁₉
（

。
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⑺
　
戦
後
補
償
裁
判
と
の
関
わ
り

　

中
国
戦
後
補
償
弁
護
団
の
尾
山
宏
弁
護
士
か
ら
コ
ン
タ
ク
ト
が
あ
っ
た
の
は
、
一
九
九
六
年
頃
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
す
で
に

本
来
の
研
究
以
外
の
仕
事
を
多
数
抱
え
て
い
た
の
で
、
時
間
が
な
い
と
申
し
上
げ
た
の
で
す
が
、
戦
後
補
償
裁
判
で
国
際
私
法
が
争
点
に
な

っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
や
む
を
得
ず
意
見
書
の
執
筆
を
引
き
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
弁
護
団
は
、
私
の
意
見
書
を
参
考
に
し
つ
つ
、

自
分
た
ち
で
独
自
に
準
備
書
面
を
作
成
し
た
い
の
で
、
東
京
の
弁
護
団
会
議
に
来
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
す
。
結
果
的
に
、
ほ
ぼ
毎
月
、
札

幌
・
東
京
間
を
往
復
し
、
夕
方
六
時
頃
か
ら
の
弁
護
団
会
議
に
出
席
し
た
後
、
九
時
過
ぎ
か
ら
夕
食
に
出
か
け
る
と
い
う
よ
う
な
生
活
を
二

〇
〇
〇
年
頃
ま
で
続
け
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
現
在
は
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
だ
け
で
あ
り
、
弁
護
団
へ
の

レ
ク
チ
ャ
ー
や
準
備
書
面
の
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

意
見
書
は
、
国
籍
裁
判
と
同
様
に
、
比
較
法
的
研
究
か
ら
始
め
、
ま
ず
﹁
国
家
賠
償
責
任
の
準
拠
法
に
関
す
る
覚
書
︱
︱
戦
後
補
償
の
ケ

ー
ス
を
中
心
と
し
て
﹂
北
大
法
学
論
集
四
九
巻
四
号
（
一
九
九
八
年
）
を
公
表
し）
₂₀
（

、
弁
護
団
と
の
方
針
の
食
い
違
い
か
ら
関
係
が
切
れ
た
後

も
、
残
さ
れ
た
問
題
を
解
明
し
た
か
っ
た
の
で
、﹁
国
家
賠
償
責
任
と
法
律
不
溯
及
の
原
則
﹂
北
大
法
学
論
集
五
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）

を
執
筆
し
ま
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
に
フ
ォ
ー
ル
ケ
ン
教
授
と
久
し
ぶ
り
に
ス
イ
ス
で
会
っ
た
際
に
、﹃
国
際
私
法
年
報
﹄
に
お
け
る

戦
後
補
償
の
特
集
を
提
案
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（K

ent A
nderson

）
教
授
（
現
・
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大

学
教
授
）
お
よ
び
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ン
（Jan von H

ein

）
研
究
員
（
現
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
教
授
）
に
呼
び
か
け
、

三
人
で
論
文
を
掲
載
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
弁
護
団
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
て
、﹃
共
同
研
究
・
中
国
戦
後
補
償
︱
︱
歴
史
・
法
・

裁
判
﹄（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
出
版
し
た
り
、
北
大
の
同
僚
で
あ
っ
た
山
口
二
郎
教
授
（
現
・
法
政
大
学
教
授
）
と
共
同
で
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
、﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
戦
後
補
償
裁
判
﹄（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
年
）
を
出
版
し
た
り
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
補

償
裁
判
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
日
中
共
同
声
明
に
よ
り
個
人
の
賠
償
請
求
権
も
放
棄
さ
れ
た
と
い
う
国
際
法
上
の
理
由
に
よ
り
、
大
部
分
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際
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び
周
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分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

三
四
四
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が
終
結
す
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

⑻
　
二
〇
〇
〇
年
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
の
再
開

　

一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
て
、
海
外
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
、
航
空
運
賃
が
下
が
っ
て
き

た
こ
と
、
私
も
四
〇
代
後
半
に
な
っ
て
少
し
生
活
に
余
裕
が
出
て
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
訪
問
を
二
〇
〇
〇
年
か
ら
再
開

し
ま
し
た
。
当
時
考
え
た
の
は
、
北
大
の
授
業
を
後
期
に
集
中
さ
せ
、
基
本
的
に
私
費
で
前
期
に
三
か
月
滞
在
す
る
と
い
う
も
の
で
す
（
今

は
、
こ
の
よ
う
な
授
業
期
間
の
調
整
は
無
理
だ
と
思
い
ま
す
が
）。
在
外
研
究
の
再
開
は
、
私
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
、
北
大
に
お
け
る
最

後
の
数
年
間
を
大
い
に
充
実
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
中
央
大
学
に
移
籍
し
た
後
も
、
ほ
ぼ
毎
年
一
か
月
程
度
の
滞
在
を
繰
り
返
し
、
二
〇
〇

九
年
に
は
、
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
を
頂
き
、
半
年
間
滞
在
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
一
九
八
五
年
か
ら
バ
ウ
ム
（H

arald B
aum

）
研
究
員
（
現
・
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
教
授
）
が
日
本
法
を
担
当

し
て
お
り
、
一
九
九
六
年
か
ら
は
、
独
日
法
律
家
協
会
と
共
同
で
﹃
日
本
法
雑
誌
（Z

eitschrift für Japanisches R
echt

）﹄
を
出
版
し

て
い
ま
す
。
毎
年
繰
り
返
し
訪
問
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
知
り
合
い
も
増
え
ま
し
た
。
国
際
私
法
の
関
係
者
だ
け
を
挙
げ
れ
ば
、
前
述
の

バ
セ
ド
ー
教
授
、
ク
ロ
ポ
ラ
ー
教
授
、
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ン
研
究
員
以
外
に
、
ハ
イ
ン
ツ
ェ
（C

ristian H
einze

）
研
究
員
（
現
ハ
ノ
ー
フ
ァ

ー
大
学
教
授
）、
中
国
の
国
際
私
法
に
関
す
る
著
作
の
あ
る
ピ
ー
ス
ラ
ー
（K

nut B
enjam

in P
iß

ler

）
研
究
員
が
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
研

究
員
が
ハ
ン
ブ
ル
ク
以
外
の
大
学
の
教
授
と
な
り
、
そ
こ
を
定
年
退
職
し
た
後
、
再
び
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
戻
っ
て
、
嘱
託
研
究
員

（A
ffiliates

）
を
続
け
る
こ
と
が
あ
り
、
ジ
ー
ア
（K

urt Siehr

）
名
誉
教
授
（
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
）
お
よ
び
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
（D

ieter 

M
artiny

）
名
誉
教
授
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ン
・
デ
ア
・
オ
ー
ダ
ー
の
ヴ
ィ
ア
ド
リ
ナ
欧
州
大
学
）
と
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
知
り
合
い

ま
し
た
。
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三
〇
一

三
四
四
三

　

一
方
、
ス
イ
ス
比
較
法
研
究
所
へ
の
再
訪
は
、
主
に
二
〇
〇
一
年
お
よ
び
二
〇
〇
四
年
の
二
回
だ
け
で
し
た
が
、
国
際
私
法
に
つ
い
て
は
、

ボ
ノ
ー
ミ
（A

ndrea B
onom

i

）
研
究
員
（
現
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
大
学
教
授
）
お
よ
び
後
継
者
の
ロ
マ
ー
ノ
（G

ian P
aolo R

om
ano

）
研
究
員
（
現

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
教
授
）
と
親
交
を
深
め
ま
し
た）
₂₁
（

。
彼
ら
は
、フ
ォ
ー
ル
ケ
ン
教
授
が
創
設
し
た
﹃
国
際
私
法
年
報
﹄
の
編
集
助
手
を
経
て
、

現
在
は
、
編
集
代
表
を
務
め
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
様
々
な
機
会
に
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
ま
す
。

五
　
中
央
大
学
在
職
（
二
〇
〇
四
年
～
）

　

二
〇
〇
四
年
は
、
法
科
大
学
院
が
創
設
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
国
立
大
学
の
独
立
法
人
化
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
二
年
程
前
で
し
ょ
う
か
、

私
は
、
か
つ
て
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
で
お
付
き
合
い
の
あ
っ
た
山
内
惟
介
教
授
の
紹
介
で
、
新
設
の
中
央
大
学
法
科
大
学
院
に
移
籍
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
（
実
際
に
移
籍
し
た
の
は
、
二
〇
〇
四
年
で
す
）。
法
科
大
学
院
は
、
法
学
部
の
あ
る
多
摩
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
遠
く
離
れ
た
市
个

谷
に
あ
り
、
研
究
環
境
も
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。

　

法
科
大
学
院
の
図
書
室
は
、
も
ち
ろ
ん
和
書
が
中
心
で
あ
り
、
大
学
紀
要
な
ど
も
十
分
に
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
別
に
教
育
研
究

支
援
室
が
あ
り
、
様
々
な
支
援
を
し
て
く
れ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
毎
週
、
多
摩
の
比
較
法
研
究
所
か
ら
和
洋
の
新
着
雑
誌
が
届
き
、
北
大

時
代
と
同
様
に
、
そ
れ
ら
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
り
、
内
外
の
動
き
を
追
っ
て
い
ま
す
。
時
に
は
、
ち
ょ
う
ど
本
の
校
正
中
に
、
外
国

の
雑
誌
に
重
要
な
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
つ
け
て
、
大
変
助
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
前
述
の
﹃
国
籍
法
と
国
際
親
子
法
﹄

第
二
章
の
追
記
参
照
）。
こ
れ
に
対
し
、
多
摩
の
図
書
館
（
中
央
図
書
館
・
大
学
院
図
書
館
・
研
究
所
書
庫
）
へ
資
料
収
集
に
出
か
け
る
こ

と
は
、
次
第
に
回
数
が
減
り
、
現
在
は
、
年
に
数
回
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

も
し
私
が
三
〇
代
な
い
し
四
〇
代
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
多
摩
の
図
書
館
に
通
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
ち
ょ
う
ど
五
〇
代
に
な
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り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
ま
と
め
に
入
ろ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
実
際
に
は
、
予
期
せ
ぬ
仕
事
が
多
数
入
っ
て
、
ま
と
め
に
は
、
時
間
が
か

か
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
予
期
せ
ぬ
仕
事
は
、
た
し
か
に
研
究
の
幅
を
広
げ
る
に
は
役
立
ち
ま
し
た
が
、
決
し
て
の
め
り
込
ん
で
は
い
け
な

い
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
自
分
の
本
業
が
国
際
私
法
で
あ
り
、
そ
の
ま
と
め
の
作
業
に
集
中
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
ま

で
に
は
、
一
〇
年
の
歳
月
を
要
し
ま
し
た
。

⑴　

日
本
法
の
外
国
語
に
よ
る
発
信

　

移
籍
に
よ
り
在
外
研
究
の
期
間
も
短
縮
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
毎
年
定
期
的
に
訪
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
交
流
は
充
実
し
て
き
た

よ
う
に
思
い
ま
す）
₂₂
（

。
私
は
、
一
九
八
一
年
お
よ
び
八
八
年
に
そ
れ
ぞ
れ
一
年
間
の
在
外
研
究
を
経
験
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
は
、
二
〇
〇

〇
年
ま
で
ず
っ
と
国
内
に
い
て
、
外
国
語
の
文
献
を
読
ん
だ
り
、
外
国
語
の
テ
ー
プ
を
聴
い
た
り
し
て
い
た
だ
け
で
す）
₂₃
（

。
最
初
の
在
外
研
究

の
お
か
げ
で
、
文
献
を
読
む
ス
ピ
ー
ド
は
速
く
な
り
ま
し
た
が
、
会
話
の
能
力
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
あ
ま
り
進
歩
し
て
い
な
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
北
大
時
代
か
ら
、
様
々
な
機
会
を
得
て
、
英
独
仏
で
論
文
な
ど
を
書
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
ネ
イ
テ

ィ
ブ
の
人
と
の
出
会
い
が
あ
り
、
彼
ら
が
原
稿
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
す
。

　

中
央
大
学
に
移
籍
し
た
後
は
、
通
則
法
の
制
定
な
ど
、
様
々
な
法
改
正
が
あ
っ
た
こ
と
、
ス
イ
ス
の
﹃
国
際
私
法
年
報
﹄
や
ハ
ン
ブ
ル
ク

の
﹃
日
本
法
雑
誌
﹄
な
ど
、
執
筆
の
場
が
増
え
た
こ
と
、
欧
米
言
語
で
書
く
こ
と
に
よ
り
、
海
外
の
研
究
者
と
の
関
係
が
深
ま
っ
た
こ
と
な

ど
か
ら
、
日
本
法
を
紹
介
す
る
論
文
や
条
文
の
翻
訳
が
か
な
り
増
え
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
既
発
表
の
日
本
語
論
文
を
単
に
外
国
語
に
置
き

換
え
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
部
分
は
、
外
国
の
読
者
向
け
に
書
き
下
ろ
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
語
で
は
曖
昧
に
書
い
て
い

た
問
題
を
よ
り
明
確
に
表
現
す
る
よ
う
努
め
る
な
ど
の
効
果
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
く
れ
た
人

か
ら
コ
メ
ン
ト
を
頂
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
く
に
私
が
脚
注
に
書
い
た
こ
と
を
、
本
文
に
移
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
提
案
さ
れ
た
こ
と
が
何
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度
か
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
、﹁
大
事
な
こ
と
は
注
に
書
い
て
あ
る
﹂
な
ど
と
言
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
通
用
し
な
い
こ
と
を
実

感
し
ま
し
た
。
か
な
り
集
中
的
に
数
本
を
ま
と
め
て
書
い
た
年
も
あ
っ
た
お
か
げ
で
、
英
語
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
慣
れ
て
き
た
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
し
か
し
、
英
語
圏
に
長
期
滞
在
を
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
会
話
は
全
く
苦
手
で
す
。

　

ひ
と
つ
番
外
と
し
て
ご
紹
介
し
た
い
の
は
、
日
本
の
刑
事
裁
判
用
語
を
英
語
・
ド
イ
ツ
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
ス
ペ
イ
ン
語
で
解
説
す
る
本

を
出
版
し
た
こ
と
で
す
。
各
言
語
の
筆
者
は
、
す
べ
て
日
本
人
の
法
律
家
と
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
日
本
法
研
究
者
を
組
み
合
わ
せ
ま
し
た
。
ネ
イ

テ
ィ
ブ
の
研
究
者
も
、
全
員
が
日
本
語
を
理
解
し
、
日
本
語
原
稿
に
引
用
さ
れ
た
法
律
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
原
文
を
参
照
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
日
本
語
原
稿
と
い
う
の
は
、
単
な
る
参
考
で
あ
り
、
そ
れ
を
翻
訳
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
人
が
理
解
で
き
る

解
説
を
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
原
稿
は
、
本
に
収
録
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
、
す
べ
て
の
言
語
に
関
与
し
、
他

の
筆
者
は
、
私
の
依
頼
で
原
稿
を
作
成
し
た
り
、
私
を
含
む
他
の
人
の
原
稿
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
す
る
役
割
を
担
い
ま
し
た
。
こ
の
本
は
、

最
初
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
﹃
日
本
法
雑
誌
﹄
の
増
刊
号
と
し
て
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
明
石
書
店
に
販
売
権
を
買
い
取
っ
て
も
ら
っ
て
、
日
本
で
も

出
版
さ
れ
ま
し
た）
₂₄
（

。
少
な
く
と
も
日
本
で
は
、
予
想
以
上
の
需
要
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

⑵
　
北
大
時
代
の
研
究
の
ま
と
め

　

中
央
大
学
に
移
籍
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
は
、
本
の
出
版
が
あ
り
ま
す
。
比
較
法
研
究
所
の
研
究
叢
書
と
し
て
、﹃
国
際
私
法
と
隣
接
法

分
野
の
研
究
﹄（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年
）
を
出
版
で
き
た
の
は
、
大
変
有
難
い
こ
と
で
し
た
。

　

主
な
収
録
論
文
と
し
て
は
、ま
ず
﹃
国
際
取
引
法
の
理
論
﹄
に
収
録
し
な
か
っ
た
香
川
大
学
時
代
の
最
初
の
三
本
が
あ
り
ま
す
。
つ
ぎ
に
、

ス
イ
ス
国
際
私
法
の
研
究
や
契
約
準
拠
法
に
関
す
る
判
例
総
合
研
究
、直
接
郵
便
送
達
に
関
す
る
米
国
判
例
の
研
究
な
ど
、北
大
時
代
の
様
々

な
論
文
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
戦
後
補
償
に
関
す
る
意
見
書
を
含
む
一
連
の
論
文
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
戦
後
補
償
関
係
の
も
の
に
つ
い
て
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際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

三
四
四
六

は
、
収
録
を
か
な
り
迷
い
ま
し
た
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
私
は
、
研
究
論
文
と
裁
判
の
意
見
書
を
明
確
に
区
別
し
て
お
り
、
後
者
で
は
、

相
手
方
の
主
張
や
敗
訴
判
決
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
採
用
し
て
い
た
の
で
、
本
来
は
、
後
述
の
﹃
裁
判
意
見
書
集
﹄
に

収
録
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
当
時
は
、
そ
も
そ
も
裁
判
意
見
書
集
の
出
版
な
ど
全
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

思
い
切
っ
て
論
文
集
に
収
録
し
ま
し
た
。

　

か
つ
て
出
版
し
た
論
文
集
二
著
で
は
、
書
名
や
﹁
は
し
が
き
﹂
を
批
判
す
る
書
評
が
あ
っ
た
り
し
た
の
で
、
こ
の
点
に
は
注
意
を
払
っ
た

つ
も
り
で
す
。
た
と
え
ば
、
隣
接
法
分
野
と
は
何
か
と
か
、
四
つ
の
章
立
て
の
内
容
に
一
貫
性
が
な
い
と
か
、
様
々
な
詮
索
を
避
け
る
た
め
、

単
な
る
寄
せ
集
め
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た
。
収
録
論
文
に
つ
い
て
は
、
電
子
デ
ー
タ
の
な
い
も
の
が
多
く
、﹃
香
川
法
学
﹄
や
﹃
北

大
法
学
論
集
﹄
の
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
保
存
さ
れ
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
を
テ
キ
ス
ト
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
文
字
化
け
の
修
正
に
膨
大
な
時
間
を
費
や
し

ま
し
た
。
ま
た
、
昔
書
い
た
論
文
で
す
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
文
章
の
推
敲
を
や
り
直
し
た
り
、
注
の
文
章
を
本
文
に
取
り
込
ん
だ

り
す
る
作
業
に
も
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
雑
多
な
論
稿
を
収
録
し
た
の
で
、
一
部
に
内
容
の
重
複
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
調
整
は
、
あ

え
て
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
か
つ
て
の
よ
う
に
、
収
録
を
見
送
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
、
本
は
六
〇
〇
頁

を
超
え
ま
し
た
が
、
今
の
時
代
に
こ
う
い
う
本
を
出
版
で
き
る
こ
と
は
幸
せ
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

⑶
　
裁
判
と
の
関
わ
り

　

国
籍
法
違
憲
訴
訟
は
、
大
阪
の
裁
判
で
終
わ
っ
た
は
ず
だ
っ
た
の
で
す
が
、
ま
だ
北
大
在
籍
中
に
、
山
口
元
一
弁
護
士
か
ら
電
話
を
頂
き

ま
し
た
。
千
葉
の
法
務
局
に
お
い
て
、
父
母
の
婚
姻
が
な
く
日
本
人
父
の
認
知
だ
け
の
子
の
国
籍
取
得
届
が
受
け
付
け
ら
れ
、
後
に
不
適
法

で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
国
籍
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
と
い
う
の
で
す
（
第
一
次
訴
訟
）。
た
し
か
に
、
大
阪
の
裁
判
に
関
す
る

最
高
裁
判
決
の
補
足
意
見
は
、
国
籍
法
三
条
の
違
憲
性
を
示
唆
し
て
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
五
九
年
改
正
当
時
の
国
籍
法
三
条
は
、
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日
本
人
父
の
認
知
だ
け
で
な
く
、
外
国
人
母
と
の
婚
姻
に
よ
る
準
正
を
国
籍
取
得
届
の
要
件
と
し
て
お
り
、
こ
の
父
母
の
婚
姻
要
件
に
違
憲

の
疑
い
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
も
山
口
弁
護
士
は
、
私
の
意
見
書
に
よ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
の
ま
ま
準
備
書
面
に
取
り

入
れ
る
と
言
っ
て
く
れ
た
の
で）
₂₅
（

、
引
き
受
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
弁
護
団
の
別
の
弁
護
士
が
主
導
し
て
、
九
名
の
子
を
原
告
と
し
た
同
様
の
裁
判
を
始
め
ま
し
た
（
第
二
次
訴
訟
）。
し
か
も
、

第
一
次
訴
訟
の
原
告
は
、
親
が
法
定
代
理
人
と
し
て
提
起
し
た
裁
判
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
第
二
次
訴
訟
で
は
、
原
告
の
子

ど
も
た
ち
を
テ
レ
ビ
取
材
な
ど
に
応
じ
さ
せ
て
、マ
ス
コ
ミ
に
大
々
的
に
宣
伝
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
ま
し
た
。
第
一
審
お
よ
び
第
二
審
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
に
進
行
し
、
い
ず
れ
も
敗
訴
判
決
で
し
た
が
、
最
高
裁
で
は
、
同
日
（
二
〇
〇
八
年
六
月
四
日
）
に
判
決
が
下
さ
れ
、
第
二
次

訴
訟
の
原
告
や
弁
護
団
は
、
あ
た
か
も
自
分
た
ち
の
力
で
勝
っ
た
か
の
よ
う
に
マ
ス
コ
ミ
に
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。
判
決
文
を
よ
く
読
ん
で

頂
け
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
大
法
廷
は
、
第
一
次
訴
訟
の
原
告
の
主
張
（
私
の
意
見
書
）
に
答
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す）
₂₆
（

。

　

違
憲
判
決
を
聞
い
た
後
、
法
廷
の
外
に
出
た
私
は
、
一
旦
研
究
室
に
戻
る
た
め
、
地
下
鉄
の
ホ
ー
ム
に
行
き
、
真
っ
先
に
山
田
鐐
一
先
生

に
電
話
し
ま
し
た
。
山
田
先
生
は
、
裁
判
の
結
果
を
大
変
喜
ん
で
下
さ
り
、
早
速
そ
の
日
に
判
決
の
全
文
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、
お
礼
の
葉
書

を
頂
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
六
月
一
六
日
に
、
山
田
先
生
は
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
電
話
の
声
や
葉
書
の
筆
が
大
変
力
強
か
っ
た

の
で
、
と
て
も
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
葉
書
を
大
事
に
保
管
し
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
大
阪
の
裁
判
で
一
段
落
が
つ
い
た
と
思
っ
て
、﹃
国
籍
法
と
国
際
親
子
法
﹄
を
出
版
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
新
た
な
違
憲
訴
訟
に

提
出
し
た
六
通
の
意
見
書
を
ど
う
す
る
の
か
、
思
案
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
の
法
改
正
の
際
に
も
、
私
は
、
参
議
院
法
務
委
員
会
に
参
考

人
と
し
て
呼
ば
れ
た
の
で
、
新
た
に
調
べ
直
し
た
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
私
は
、
他
の
様
々
な
裁
判
の
意
見
書
と
と
も
に
、

﹃
国
籍
法
・
国
際
家
族
法
の
裁
判
意
見
書
集
﹄（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年
）
を
出
版
い
た
し
ま
し
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
ア
ン
デ
レ

事
件
以
降
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
意
見
書
の
依
頼
を
受
け
て
い
た
の
で
、
重
要
な
裁
判
だ
け
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
も
、
十
分
に
一
冊
の
本
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に
な
る
だ
け
の
分
量
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
意
見
書
の
内
容
を
体
系
的
に
整
理
す
る
こ
と
な
く
、
若
干
の
解
説
を
付
し
て
、
意
見
書
を

そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
の
で
、
比
較
法
研
究
所
の
資
料
叢
書
と
し
て
出
版
を
引
き
受
け
て
頂
き
ま
し
た
。

⑷
　
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
と
の
関
わ
り

　

こ
れ
も
、
き
っ
か
け
は
北
大
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、
二
〇
〇
一
年
に
読
売
新
聞
の
高
倉
正
樹
記
者
が
私
に
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
の

取
材
へ
の
協
力
を
依
頼
し
た
い
と
い
う
の
で
、
別
の
用
件
で
東
京
に
出
か
け
た
お
り
に
会
い
ま
し
た
。
高
倉
記
者
は
、
高
校
時
代
を
ア
メ
リ

カ
で
過
ご
し
、
本
当
の
意
味
で
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
り
、
国
内
・
国
外
を
問
わ
ず
、
大
変
綿
密
な
取
材
を
さ
れ
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
記

者
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
人
は
、
後
に
も
先
に
も
初
め
て
で
し
た
。
さ
ら
に
家
族
法
を
専
門
と
す
る
茨
城
大
学
の
鈴
木
博
人
助

教
授
（
現
・
中
央
大
学
教
授
）
と
知
り
合
っ
た
の
も
、
高
倉
さ
ん
を
介
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

高
倉
さ
ん
は
、
そ
の
後
、
取
材
の
成
果
を
連
載
記
事
に
し
、
私
や
鈴
木
教
授
の
勧
め
も
あ
っ
て
、﹃
赤
ち
ゃ
ん
の
値
段
﹄（
講
談
社
、
二
〇

〇
六
年
）
を
出
版
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
私
と
鈴
木
教
授
が
共
同
で
作
成
し
た
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
規
制
法
の
試
案
も
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
高
倉
さ
ん
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
公
明
党
の
遠
山
清
彦
議
員
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
っ
て
、
私
と
一

緒
に
会
い
に
行
き
、
国
会
質
問
な
ど
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
自
民
党
の
野
田
聖
子
議
員
か
ら
の
誘
い
が
あ
り
、
議
員
立
法
の
途
を

探
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
、
膨
大
な
時
間
と
労
力
を
費
や
し
ま
し
た
が
、
得
難
い
経
験
で
し
た
。
と
く
に
衆
議
院
法
制
局
と
の

共
同
作
業
は
、
私
に
と
っ
て
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
法
案
自
体
は
、
当
時
野
党
で
あ
っ
た
自
民
党
や
公
明
党
の
部
会
に
か
け
て
頂
く
の
が
や
っ
と
で
あ
り
、
そ
の
後
、
赤
ち
ゃ
ん
ポ

ス
ト
を
題
材
と
し
た
テ
レ
ビ
番
組
が
問
題
と
な
っ
た
り
、
あ
っ
せ
ん
団
体
に
よ
る
不
当
な
寄
付
金
要
求
だ
け
が
注
目
さ
れ
た
り
し
て
、
い
つ

し
か
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た）
₂₇
（

。
し
か
し
、
そ
の
記
録
だ
け
は
、
残
し
て
お
こ
う
と
思
っ
て
、﹃
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
︱
︱
立
法
試
案
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の
解
説
と
資
料
﹄（
共
著
、
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
を
出
版
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
ご
覧
に
な
れ
ば
、﹃
赤
ち
ゃ
ん
の
値
段
﹄
に
掲
載

さ
れ
た
試
案
が
跡
形
も
な
く
修
正
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
一
部
に
妥
協
の
産
物
や
検
討
不
足
の
箇
所
が
あ
り
ま
す
が
、
専
門
分
野
の

異
な
る
者
の
共
同
作
業
と
し
て
、
お
お
む
ね
満
足
で
き
る
試
案
に
な
っ
た
と
自
負
し
て
お
り
ま
す）
₂₈
（

。

⑸
　
外
国
法
研
究
の
フ
ォ
ロ
ー

　

北
大
時
代
に
出
版
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
家
族
法
の
翻
訳
書
は
、
当
初
の
予
想
よ
り
も
早
く
品
切
れ
に
な
っ
た
の
で
、
改
め
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

出
版
社
と
交
渉
し
、
二
〇
〇
七
年
に
第
二
版
を
出
版
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
原
著
者
は
、
す
で
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
相
続
人
の
許
諾

を
得
た
よ
う
で
す
。
初
版
の
訳
文
や
訳
者
解
説
の
修
正
だ
け
で
な
く
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
法
の
一
部
改
正
を
反
映
さ
せ
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
手
間

暇
が
か
か
り
ま
し
た
。
そ
の
第
二
版
も
、
予
想
以
上
に
早
く
品
切
れ
と
な
り
、
増
刷
な
い
し
改
訂
の
要
望
が
出
版
社
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の

で
す
が
、
今
度
は
、
そ
の
相
続
人
と
も
連
絡
が
と
れ
な
く
な
り
、
い
く
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
出
版
社
に
問
い
合
わ
せ
て
も
埒
が
明
き
ま
せ
ん
。

原
著
も
、
す
で
に
絶
版
と
な
っ
て
お
り
、
翻
訳
書
は
、
こ
う
い
う
時
に
困
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
翻
訳
書
の
初

版
を
出
版
し
た
際
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
需
要
が
あ
る
と
は
思
っ
て
も
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

も
う
一
冊
の
韓
国
国
籍
法
の
ほ
う
は
、
二
〇
〇
四
年
お
よ
び
二
〇
一
〇
年
に
大
改
正
が
あ
り
、
書
名
も
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

た
ま
た
ま
法
科
大
学
院
の
学
生
と
し
て
在
日
四
世
の
姜
成
賢
く
ん
（
現
・
弁
護
士
）
が
入
学
し
て
き
ま
し
た
。
彼
の
世
代
に
な
る
と
、
生
ま

れ
た
時
か
ら
日
本
語
で
あ
り
、
普
通
は
ハ
ン
グ
ル
を
理
解
し
な
い
そ
う
で
す
が
、
独
学
で
勉
強
し
た
と
い
う
の
で
、
司
法
試
験
終
了
か
ら
修

習
開
始
ま
で
の
間
に
一
次
資
料
の
調
査
お
よ
び
必
要
箇
所
の
翻
訳
を
依
頼
し
ま
し
た
。
例
の
ご
と
く
私
も
、
日
本
語
の
資
料
を
網
羅
的
に
調

べ
、
姜
く
ん
の
読
ん
だ
一
次
資
料
の
内
容
を
し
つ
こ
く
確
認
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
私
が
福
岡
ま
で
行
っ
て
、
岡
克
彦
教
授
と
一
緒

に
最
終
確
認
を
行
い
、﹃
韓
国
国
籍
法
の
逐
条
解
説
﹄（
明
石
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
を
出
版
し
ま
し
た
。
前
著
の
反
動
か
ら
か
、
書
名
や
内
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容
は
、
少
し
堅
苦
し
く
な
り
ま
し
た
が
、
正
確
な
情
報
提
供
に
寄
与
す
る
こ
と
は
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
番
外
と
し
て
ご
紹
介
す
る
の
は
、
中
東
欧
諸
国
の
私
法
に
関
す
る
本
の
出
版
で
す
。
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
は
、
中
東
欧
諸
国
か

ら
の
研
究
者
が
多
数
訪
問
し
、
そ
の
う
ち
の
数
人
と
知
り
合
っ
た
私
は
、
中
央
大
学
の
外
国
人
招
聘
制
度
を
利
用
し
て
、
日
本
で
の
講
演
を

企
画
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
伊
藤
知
義
教
授
の
比
較
法
の
授
業
の
な
か
で
実
施
し
た
の
で
、
国
際
私
法
と
は
全
く
関
係
な
く
、
主
に
各
国

の
私
法
の
歴
史
や
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
係
が
テ
ー
マ
で
し
た）
₂₉
（

。
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
講
演
に
招
聘
で
き
な
か
っ
た
人
に
も
原
稿
を

依
頼
し
て
、
翻
訳
書
を
出
版
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
大
部
分
は
、
ド
イ
ツ
語
原
稿
さ
え
も
未
公
表
で
あ
っ
た
の
で
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ

語
原
稿
の
出
版
を
先
行
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
シ
ャ
ウ
ア
ー
（M

artin Schauer

）
教
授
に
出
版
社
の
紹
介
を
お
願
い
し
、
両
名
の
共
編
著
と
し
て
、

G
eschichtliche W

urzeln und R
eform

en in m
ittel- und osteuropäischen P

rivatrechtsordnungen, M
A

N
Z

'sche W
ien, 2014

を
先
に
出
版
し
、
そ
の
後
、
奥
田
安
弘
＝
マ
ル
テ
ィ
ン
・
シ
ャ
ウ
ア
ー
編
﹃
中
東
欧
地
域
に
お
け
る
私
法
の
根
源
と
近
年
の
変
革
﹄（
中
央

大
学
出
版
部
、
二
〇
一
四
年
）
を
出
版
し
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
語
の
本
で
は
、
私
は
、
日
本
の
東
欧
法
研
究
者
の
論
文
を
ド
イ
ツ
語
訳
し
た
だ

け
で
す
。
し
か
し
、
比
較
的
若
手
の
著
者
に
つ
い
て
は
、
論
文
執
筆
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
り
、
す
べ
て
の
原
稿
の
校
正
作
業
を
著
者
と
一

緒
に
行
っ
た
り
す
る
な
ど
、
か
な
り
コ
ミ
ッ
ト
し
た
つ
も
り
で
す
。

⑹
　
体
系
書

　

昨
年
一
一
月
に
中
東
欧
私
法
の
本
を
出
版
し
、
当
面
抱
え
て
い
る
大
き
な
仕
事
が
な
く
な
っ
た
の
で
、﹃
国
際
家
族
法
﹄（
明
石
書
店
、
二

〇
一
五
年
、
全
六
〇
〇
頁
）
の
執
筆
に
集
中
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
法
科
大
学
院
で
は
、
最
初
、
山
田
鐐
一
先
生
の
﹃
国
際
私
法
︹
第
三

版
︺﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
を
教
科
書
に
指
定
し
て
い
た
の
で
す
が
、
ど
う
も
そ
れ
が
理
由
と
な
っ
て
、
受
講
者
の
数
が
激
減
し
た
こ
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と
、
二
〇
〇
六
年
の
通
則
法
の
制
定
に
よ
り
、
内
容
が
古
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
自
分
で
教
科
書
の
原
案
の
よ
う
な
プ
リ
ン

ト
を
作
成
し
て
、
配
布
し
て
お
り
ま
し
た
。
私
の
授
業
は
、
財
産
法
と
家
族
法
に
分
け
て
い
た
の
で
、
ま
ず
は
家
族
法
の
部
分
に
つ
い
て
の

み
、
国
籍
法
・
戸
籍
法
・
入
管
法
も
取
り
込
ん
だ
本
を
出
版
し
た
い
と
考
え
、
数
年
前
か
ら
教
材
や
既
発
表
の
著
書
・
論
文
な
ど
を
も
と
に
、

準
備
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
集
中
で
き
る
態
勢
が
整
っ
た
の
で
、
執
筆
の
ス
タ
イ
ル
を
決
め
て
、
一
気
に
書
き
始
め
、
今
年
の
七

月
末
に
脱
稿
し
ま
し
た
。

　

隣
接
法
分
野
を
含
め
た
こ
と
に
は
、
様
々
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。
本
の
﹁
は
し
が
き
﹂
で
は
、﹁
真
の
国
際
家
族
法
の
姿
﹂
な
ど
と
見
栄

を
張
っ
て
い
ま
す
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
そ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
特
色
が
出
せ
な
い
と
か
、
自
分
の
研
究
が
隣
接
法
分
野
に
偏
っ
て
い
る

と
か
、
少
し
は
売
れ
な
い
と
困
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
あ
り
ま
す
。
山
田
鐐
一
先
生
は
、
国
籍
法
お
よ
び
入
管
法
を
別
の
本
と
し
て

出
版
さ
れ
、
戸
籍
実
務
を
少
し
だ
け
﹃
国
際
私
法
﹄
に
含
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
か
な
り
以
前
に
、
私
が
﹁
こ
れ
ら
を
一
冊
に
し
た
本
を
出

版
し
た
い
﹂
と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、﹁
本
当
に
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
﹂
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
本
書
が
先
生
の
生
前
に
間
に
合
わ
な

か
っ
た
こ
と
を
大
変
残
念
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

本
書
の
苦
労
話
を
し
た
ら
、
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
改
め
て
山
田
先
生
の
﹃
国
際
私
法
﹄
や
溜
池
良
夫
先
生
の
﹃
国
際
私
法
講
義
︹
第

三
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）、
江
川
＝
山
田
＝
早
田
﹃
国
籍
法
︹
第
三
版
︺﹄
を
読
ん
だ
ら
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
熟
読
し
て
き
た
は
ず

で
あ
る
の
に
、
多
数
の
疑
問
点
や
相
互
の
食
い
違
い
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
自
分
の
本
で
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
の
か
を
迷
っ
て
、
苦
し
み
ま

し
た
。
し
た
が
っ
て
、﹁
取
り
上
げ
る
べ
き
資
料
を
厳
選
﹂
し
た
と
書
き
ま
し
た
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
他
の
学
説
を
取
り
上
げ
る
余
裕

が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
自
分
の
既
発
表
論
文
な
ど
も
同
様
で
あ
り
、
本
書
の
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
て
書
き
直
す
だ
け
で
な

く
、
ず
い
ぶ
ん
と
説
を
改
め
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
か
つ
て
の
論
文
が
無
駄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
様
々
な
試
行
錯
誤

を
経
て
、
そ
の
時
々
に
ベ
ス
ト
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
書
く
わ
け
で
あ
り
、
国
際
家
族
法
の
全
体
を
書
い
た
ら
、
自
ず
と
異
な
る
も
の
に
な
る
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の
は
、
や
む
を
得
ま
せ
ん
。

　

細
か
な
点
で
す
が
、
索
引
作
り
に
は
苦
労
し
ま
し
た
。
不
徳
の
致
す
と
こ
ろ
で
、
私
に
は
弟
子
が
お
ら
ず
、
何
か
ら
何
ま
で
一
人
で
や
る

し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
し
、
仮
に
弟
子
が
い
た
と
し
て
も
、
自
分
で
し
な
い
と
気
が
済
ま
な
い
の
で
、
同
じ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
と
く
に
戸
籍
な
ど
の
行
政
先
例
に
つ
い
て
は
、
民
事
月
報
な
ど
の
掲
載
誌
を
明
記
し
た
本
が
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
民
事
月
報
自
体

の
年
次
索
引
も
か
な
り
不
完
全
な
も
の
で
し
た
か
ら
、
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
ま
し
た
。

　

今
後
の
予
定
は
、
体
力
の
問
題
が
あ
り
、
時
間
と
の
勝
負
で
す
が
、﹃
国
際
家
族
法
﹄
と
同
じ
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
﹃
国
際
財
産
法
﹄
を

出
版
し
、﹃
フ
ィ
リ
ピ
ン
家
族
法
﹄
の
翻
訳
書
に
代
わ
る
本
を
出
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

六
　
ま
と
め

⑴
　
若
い
時
代
の
外
国
法
研
究
の
必
要
性

　

法
律
学
の
研
究
方
法
は
、
も
ち
ろ
ん
外
国
法
研
究
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
判
例
・
学
説
な
ど
を
新
た
な
視
点
か
ら
分
析
し
直
す
と
い
う
こ

と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
基
本
は
、
外
国
法
研
究
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
日
本
法
の
解
釈
論
や
立
法
論
を
し
っ
か
り
と
行
う
こ

と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
わ
が
国
の
代
表
的
な
体
系
書
に
つ
い
て
、
著
者
の
お
お
よ
そ
の
年
齢
を
調
べ
た
と
こ
ろ
（
版
を
重
ね
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
初
版
）、
江
川
先
生
の
有
斐
閣
全
書
が
五
二
歳
、
池
原
先
生
の
﹃
総
論
﹄
が
五
四
歳
、
折
茂
先
生
の
﹃
各
論
﹄
が
四
七
歳
、

山
田
鐐
一
先
生
の
筑
摩
書
房
版
﹃
国
際
私
法
﹄
が
六
〇
歳
、
溜
池
先
生
の
﹃
国
際
私
法
講
義
﹄
が
七
二
歳
で
す
。
こ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
若
い

研
究
者
が
少
し
外
国
法
を
研
究
し
た
く
ら
い
で
、
日
本
法
の
解
釈
論
や
立
法
論
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
主
張
す
る
な
ど
、
無
謀
で
あ
る
こ

と
が
お
分
か
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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若
い
頃
に
書
く
論
文
は
、
テ
ー
マ
の
絞
り
方
が
重
要
で
す
。
雑
誌
論
文
で
た
か
だ
か
二
〇
～
三
〇
頁
、
多
く
て
も
五
〇
頁
程
度
の
も
の
で

大
き
な
テ
ー
マ
を
書
く
こ
と
は
無
理
で
す
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
博
士
論
文
な
ど
は
、
三
〇
〇
頁
な
い
し
四
〇
〇
頁
く
ら
い
あ
っ
て
も
、

う
ま
く
テ
ー
マ
を
絞
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
叢
書
と
し
て
出
版
さ
れ
たH

arald B
aum

, 

A
ltern

ativan
kn

ü
p

fu
n

gen
 - B

egriff, F
u

n
ktion

, K
ritik, 1985, 348 S

.

お
よ
び

Jan
 von

 H
ein

, D
as G

ü
n

stigkeitsp
rin

zip
 im

 

Internationalen D
eliktsrecht, 1999, 473 S.

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
だ
け
の
分
量
の
本
で
も
、
選
択
的
連
結
な
い
し
優
遇
原
則
と

い
う
特
定
の
テ
ー
マ
に
絞
っ
て
、
国
際
私
法
の
全
体
を
見
据
え
な
が
ら
も
、
問
題
点
を
よ
く
掘
り
下
げ
て
い
ま
す
。
わ
が
国
の
場
合
、
東
大

の
助
手
論
文
は
と
も
か
く
、
通
常
の
修
士
論
文
は
、
も
っ
と
コ
ン
パ
ク
ト
で
す
か
ら
、
よ
ほ
ど
テ
ー
マ
を
絞
っ
て
、
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
集

中
す
る
べ
き
で
す
。

　

ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
、
対
象
国
を
限
定
し
、
特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
徹
底
的
に
調
べ
ぬ
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
立
法

作
業
で
は
、
よ
く
欧
米
諸
国
の
法
を
調
査
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
を
報
告
書
と
し
て
公
表
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
を
諸
外
国
の
立
法

動
向
と
称
し
て
、
新
し
い
立
法
を
根
拠
づ
け
た
り
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
調
査
報
告
書
で
あ
り
、
論
文
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

コ
ン
パ
ク
ト
な
論
文
に
お
い
て
、
各
国
の
立
法
を
列
挙
し
た
と
こ
ろ
で
、
何
の
説
得
力
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
対
象
国
を
絞
っ
て
、
そ
の

国
の
法
を
徹
底
的
に
調
べ
、
圧
倒
的
な
情
報
量
の
な
か
で
必
要
な
も
の
だ
け
を
厳
選
し
た
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
書
く
べ
き
で
あ
り
、
単
に

表
面
を
さ
っ
と
眺
め
た
だ
け
で
、
あ
た
か
も
日
本
法
の
解
釈
論
や
立
法
論
に
と
っ
て
直
ち
に
参
考
に
な
る
か
の
よ
う
な
こ
と
を
書
く
べ
き
で

は
な
い
と
思
い
ま
す）
₃₀
（

。

　

た
と
え
ば
、
私
た
ち
が
日
本
法
に
つ
い
て
書
く
際
に
、
い
つ
も
明
治
時
代
の
立
法
経
緯
か
ら
書
き
始
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

す
で
に
日
本
語
で
公
表
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
研
究
者
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
外
国

法
の
場
合
は
、
わ
が
国
で
先
行
研
究
が
な
け
れ
ば
、
あ
る
程
度
ル
ー
ツ
を
さ
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
当
該
外
国
の
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研
究
者
と
同
じ
こ
と
を
し
た
の
で
は
足
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
に
と
っ
て
当
然
の
前
提
で
あ
っ
て
も
、
日
本
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
そ
う
で
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
逆
に
外
国
人
が
日
本
法
を
研
究
す
る
場
合
も
、日
本
人
研
究
者
と
は
か
な
り
異
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、

同
じ
く
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
叢
書
と
し
て
出
版
さ
れ
たE

va Schw
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V
ergleich m
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を
挙
げ
て
お
き
ま
す）
₃₁
（

。

　

た
だ
し
、
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
か
は
、
冷
静
に
考
え
る
べ
き
で
す
。
た
と
え
ば
、
私
の
場
合
、
域
外
適
用
の
ル
ー
ツ
を
探
る
た
め
に
、

一
九
世
紀
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
学
説
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
し
た
が
、
本
来
は
、
フ
ベ
ル
ス
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
は
、
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
す
か
ら
、
フ
ベ
ル
ス
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

た
ら
、
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す）
₃₂
（

。
私
の
場
合
、
大
体
一
九
世
紀
く
ら
い
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

外
国
法
研
究
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
一
口
に
国
際
私
法
と
言
っ
て
も
、
英
米
法
と
大
陸
法
の
違
い
だ
け

で
な
く
、
大
陸
法
で
も
、
国
に
よ
り
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
私
の
書
い
た
も
の
で
言
え
ば
、
統
一
法
と
国
際
私
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ラ

テ
ン
法
系
の
考
え
方
と
ド
イ
ツ
の
研
究
者
の
考
え
方
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
、
す
で
に
紹
介
し
ま
し
た
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
と
い
う

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
私
に
と
っ
て
納
得
で
き
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
研
究
者
の
考
え
方
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
シ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
学

説
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
ド
イ
ツ
の
本
に
書
い
て
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
権
威
で
あ
る
か
の
よ
う
に
依
拠
す
る
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
国
連
の
扶
養
料
取
立
条
約
に
つ
い
て
、
ク
ロ
ポ
ラ
ー
教
授
の
注
釈
書
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
三
箇
所
ほ
ど

引
用
文
献
や
条
文
の
読
み
方
に
疑
問
が
あ
り
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
滞
在
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
ク
ロ
ポ
ラ
ー
教
授
に
伝
え
ま
し
た
。

似
た
よ
う
な
話
と
し
て
は
、
日
本
の
民
法
の
教
授
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
教
授
に
著
書
の
疑
問
点
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
、
目
の
前
で
助
手
が

厳
し
く
叱
り
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
の
を
ど
こ
か
で
読
ん
だ
記
憶
が
あ
り
ま
す
が
、
ク
ロ
ポ
ラ
ー
教
授
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
人
で
は
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あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
助
手
を
呼
び
寄
せ
て
、
私
の
疑
問
点
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
次
の
改
訂
時
に
お
け
る
修
正
を
約
束
し
、
そ
の
約
束
を
守

っ
て
下
さ
い
ま
し
た）
₃₃
（

。

　

さ
ら
に
法
体
系
の
全
体
を
見
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
社
会
的
背
景
の
違
い
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
に
関

連
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
よ
う
な
資
料
収
集
は
、
徹
底
し
て
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
る
程
度
の

情
報
が
入
手
で
き
ま
す
が
、
私
が
か
つ
て
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
や
ス
イ
ス
比
較
法
研
究
所
に
お
い
て
入
手
し
た
資
料
は
、
今
で
も
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
は
入
手
困
難
で
す
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
法
や
ロ
シ
ア
の
二
国
間
条
約
に
つ
い
て
、
様
々
な
手
段
を
駆
使
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
紹

介
し
ま
し
た
。
一
方
、
最
新
情
報
の
入
手
も
重
要
で
あ
り
、
私
は
、
中
央
大
学
で
の
新
着
雑
誌
の
チ
ェ
ッ
ク
に
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
、
リ
ス

ト
を
作
成
し
、
チ
ェ
ッ
ク
し
た
雑
誌
の
巻
号
を
メ
モ
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
雑
誌
を
継
続
的
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
ら
、
今
注
目
さ
れ
て

い
る
テ
ー
マ
が
分
か
っ
た
り
し
ま
す
が
、
と
く
に
必
要
が
な
い
限
り
、
コ
ピ
ー
を
と
っ
た
り
は
し
ま
せ
ん
。

　

若
い
頃
は
、
や
た
ら
と
コ
ピ
ー
を
し
ま
し
た
が
、
ビ
ギ
ナ
ー
の
う
ち
は
、
そ
れ
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
ノ
ー
ト
を
丹
念
に
作

っ
て
、
重
要
な
箇
所
を
全
訳
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
、
窪
田
宏
先
生
の
影
響
で
論
点
や
掲
載
頁
を
書
い
た
カ
ー
ド
を
作
っ
て
、

そ
れ
ら
の
組
合
せ
を
考
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
購
入
し
た
本
や
コ
ピ
ー
に
直
接
書
き
込
む
こ
と
が
多
く
な
り
、
さ
ら
に
慣
れ
て

く
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
コ
ピ
ー
を
し
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
各
人
の
工
夫
次
第
で
す
が
、
最
初
は
、
丹
念
に
ノ
ー

ト
を
作
っ
て
、
論
文
の
構
成
を
よ
く
考
え
て
か
ら
、
執
筆
に
取
り
掛
か
る
べ
き
で
す
。

　

よ
く
判
例
や
学
説
を
羅
列
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
読
む
人
の
こ
と
を
考
え
て
い
な
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
に
と
っ

て
も
、
整
理
が
不
十
分
な
の
で
し
ょ
う
。
論
文
の
冒
頭
で
、
何
を
明
ら
か
に
す
る
の
か
を
示
し
て
、
そ
の
裏
付
け
と
な
る
資
料
を
丹
念
に
分

析
し
て
い
く
、
テ
ー
マ
が
一
貫
し
て
お
り
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
流
れ
る
よ
う
に
分
析
が
進
ん
で
い
く
、
ど
ん
で
ん
返
し
は
タ
ブ
ー
で
す
。
最

終
的
に
は
、
対
象
国
の
法
を
本
当
に
よ
く
調
べ
て
い
る
な
と
思
わ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
安
易
に
日
本
法
と
の
比
較
な
ど
は
考
え
な
い
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こ
と
で
す
。
法
の
比
較
は
、
大
変
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
比
較
法
の
方
法
論
に
関
す
る
本
を
読
め
ば
分
か
る
こ
と
で
す
。

　

法
律
の
文
章
を
ど
の
よ
う
に
書
く
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
大
問
題
で
す
。
山
田
鐐
一
先
生
の
本
は
、
分
か
り
や
す
い
文
章
で
定
評
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
は
、
よ
ほ
ど
繰
り
返
し
推
敲
を
重
ね
ら
れ
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
さ
ら
っ
と
書
い
た
文
章
は
、
読
み
に
く
い
も
の
で
あ
り
、

何
度
も
修
正
を
重
ね
て
、
い
か
に
分
か
り
や
す
く
、
か
つ
正
確
に
書
く
か
、
自
分
の
意
図
が
誤
っ
て
伝
わ
ら
な
い
の
か
を
綿
密
に
チ
ェ
ッ
ク

し
、
同
時
に
文
章
全
体
が
整
っ
て
い
る
か
を
考
え
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
改
行
や
句
読
点
、﹁
て
に
を
は
﹂
に
至
る
ま
で
、
い
つ
ま
で
経

っ
て
も
悩
む
も
の
で
す）
₃₄
（

。
溜
池
先
生
の
﹃
国
際
私
法
講
義
﹄
も
、
大
変
立
派
な
本
で
す
が
、
ひ
と
つ
気
に
な
る
の
が
﹁
こ
の
点
﹂
と
い
う
表

現
を
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。﹁
こ
の
点
に
つ
い
て
﹂
で
は
な
く
、﹁
こ
の
点
﹂
だ
け
を
つ
な
ぎ
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

山
田
先
生
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
し
ま
せ
ん
。﹁
こ
の
点
﹂
と
い
う
表
現
は
、
極
め
て
曖
昧
で
あ
り
、
外
国
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
も
不
可

能
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
最
近
は
、
他
に
も
こ
れ
を
使
う
人
を
よ
く
見
か
け
る
の
で
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

さ
ら
に
、
傍
点
な
ど
の
記
号
を
多
用
す
る
人
が
い
る
の
も
、
気
に
な
り
ま
す
。
私
は
、
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
よ
く
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を

使
い
ま
す
が
、
自
分
の
文
章
に
記
号
を
使
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
強
調
し
た
い
箇
所
は
、
文
章
力
で
分
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
工
夫
す

る
の
が
正
道
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
注
と
本
文
の
振
り
分
け
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
で
す）
₃₅
（

。

⑵
　
学
会
報
告

　

最
近
憂
鬱
に
思
う
の
は
、
学
会
の
研
究
報
告
を
聴
く
こ
と
で
す
。
研
究
会
に
出
席
し
な
く
な
っ
た
の
は
、
北
大
時
代
に
一
人
で
や
る
癖
が

つ
い
た
こ
と
、
自
分
の
原
稿
に
忙
し
く
て
、
時
間
が
な
い
こ
と
な
ど
が
理
由
で
す
が
、
学
会
の
研
究
報
告
で
は
、
報
告
原
稿
を
用
意
し
な
い

で
、
明
ら
か
に
準
備
不
足
と
思
わ
れ
る
人
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
学
会
の
在
り
方
と
し
て
大
変
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
私
は
、
今
日
の
講
演
の
た
め
に
原
稿
を
用
意
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
全
部
読
み
上
げ
た
ら
、
時
間
が
足
り
な
く
な
る
の
で
、
一
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部
簡
略
化
し
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
原
稿
を
作
る
の
と
そ
う
で
な
い
の
と
で
は
、
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
最
初
に
レ
ジ
ュ
メ
を
作
り
、

そ
れ
を
文
章
化
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
何
を
削
っ
て
、
何
を
追
加
す
る
の
か
、
何
を
調
べ
直
す
の
か
な
ど
を
考
え
ま
す
。
要
す
る
に
、

書
き
な
が
ら
考
え
る
わ
け
で
す
。
原
稿
を
用
意
し
な
い
人
は
、
あ
ま
り
考
え
て
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
貴
重
な

時
間
を
費
や
し
て
、
報
告
を
聴
き
に
来
た
人
に
対
し
失
礼
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

原
稿
を
用
意
し
な
い
人
に
は
、
何
か
勘
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
原
稿
の
読
み
上
げ
は
、
堅
苦
し
く
、
自
然
な
話
し
方
で

は
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
自
分
の
原
稿
が
下
手
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
が
原
稿
な
し
で

話
し
た
ら
、
余
計
に
下
手
な
話
し
方
に
な
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
を
み
て
く
だ
さ
い
。
彼
ら
は
、
あ
ら
か
じ
め
用
意

さ
れ
た
原
稿
を
読
み
上
げ
て
い
る
だ
け
で
す
が
、
極
め
て
自
然
な
話
し
方
で
す
。
原
稿
を
用
意
し
な
い
で
す
る
学
会
報
告
は
、
大
変
聞
き
苦

し
い
も
の
で
す
。
余
計
な
つ
な
ぎ
の
言
葉
が
入
っ
た
り
、
不
正
確
な
表
現
が
入
っ
た
り
す
る
の
で
、
時
間
が
か
か
る
割
に
は
、
少
な
い
内
容

し
か
伝
え
ら
れ
ず
、
し
か
も
報
告
の
趣
旨
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
の
質
問
に
時
間
を
と
ら
れ
て
、
議
論
を
充
実
さ

せ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
学
会
報
告
を
し
て
、
質
疑
応
答
な
ど
を
経
た
う
え
で
、
原
稿
を
書
い
た
ほ
う
が
良
い
論
文
に
な
る
と
思
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
最
初
の
レ
ベ
ル
が
低
け
れ
ば
、
質
疑
応
答
に
よ
っ
て
、
急
に
高
い
レ
ベ
ル
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
な
ど
到
底
で

き
ま
せ
ん
。

　

以
上
は
、
私
が
最
近
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
話
し
た
次
第
で
あ
り
、
今
日
ご
出
席
の
皆
さ
ん
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

若
い
研
究
者
の
方
に
幾
つ
か
実
践
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

第
一
に
学
会
報
告
は
、
自
分
の
土
俵
で
勝
負
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
聴
衆
は
皆
、
自
分
の
関
心
で
し
か
聞
い
て
い
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、

報
告
者
が
外
国
法
を
よ
く
調
べ
、
そ
の
結
果
を
報
告
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
最
後
に
日
本
法
へ
の
示
唆
と
し
て
通
常
と
は
異
な
る
解
釈
や
立

法
論
を
述
べ
た
と
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、﹁
外
国
法
の
話
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
日
本
法
の
話
は
け
し
か
ら
ん
﹂
と
言
っ
て
、
そ
こ
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に
批
判
が
集
中
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
外
国
法
に
関
す
る
報
告
が
メ
イ
ン
で
あ
る
の
に
、
全
く
無
視
さ
れ
、
日
本
法
の
話
だ
け
に
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
不
用
意
に
日
本
法
の
話
を
し
た
報
告
者
の
責
任
で
す
。
と
く
に
若
い
う
ち
は
、
蓄
積
が
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
法

の
解
釈
論
や
立
法
論
に
つ
い
て
は
、
未
熟
で
あ
り
、
シ
ニ
ア
の
研
究
者
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
を
大
発
見
で
あ
る
か
の
よ
う

に
言
っ
た
り
、
全
く
の
勘
違
い
を
述
べ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
が
よ
く
調
べ
た
外
国
法
の
話
に
特
化

す
る
の
は
、
ひ
と
つ
の
方
法
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
外
国
法
研
究
の
蓄
積
の
あ
る
人
が
報
告
の
趣
旨
に
沿
っ
た
質
問
を
し
て
、

研
究
報
告
会
の
レ
ベ
ル
が
上
が
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
万
が
一
日
本
法
と
の
関
連
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
た
場
合
は
、
今
後
の
検
討
課
題
に

す
る
と
い
う
返
事
で
全
く
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

　

第
二
に
学
会
報
告
は
、
報
告
後
す
ぐ
に
質
問
が
来
な
け
れ
ば
失
敗
と
い
う
こ
と
で
す
。
報
告
後
に
沈
黙
が
あ
る
の
は
、
報
告
内
容
が
素
晴

ら
し
く
て
、
聴
衆
が
感
心
し
た
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
く
逆
で
す
。
酷
な
言
い
方
で
す
が
、﹁
質
問
を
し
て
も
大
し
た
返
事
が
な
い
だ

ろ
う
﹂
と
か
、﹁
き
ち
ん
と
答
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
﹂
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
あ
る
い
は
、﹁
つ
ま
ら
な
い
報
告
で
質
問
す
る
気
が
起
き

な
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
原
因
は
、
論
文
の
書
き
方
と
同
じ
で
す
。
単
に
外
国
法
を
羅
列
し
た
だ
け
で
、
表
面
的
な
こ
と
し
か

見
て
い
な
い
、
要
す
る
に
掘
り
下
げ
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
逆
に
何
を
質
問
し
て
も
、
答
え
が
返
っ
て
き
そ
う
だ
と
い
う
場

合
は
、
質
問
が
殺
到
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
大
事
で
す
。
そ
の
点
も
、
論
文
の
書
き
方
と
同
じ
で
す
か
ら
、
も
は

や
繰
り
返
し
ま
せ
ん
。

　

こ
の
第
一
の
点
と
第
二
の
点
は
、
相
互
に
関
連
し
て
い
ま
す
。
最
後
に
少
し
触
れ
た
だ
け
の
日
本
法
に
質
疑
が
集
中
す
る
の
は
、
メ
イ
ン

の
外
国
法
の
部
分
が
単
な
る
羅
列
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
す
。
メ
イ
ン
が
つ
ま
ら
な
い
か
ら
、
日
本
法
の
部
分
を
質
問
す
る
し
か
な
い
と
い
う

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
報
告
者
自
身
も
、
外
国
法
を
十
分
に
掘
り
下
げ
て
い
れ
ば
、
日
本
法
と
の
根
本
的
な
違
い
に
気
づ
き
、
安
易
に
日
本

法
へ
の
示
唆
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
言
わ
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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第
三
に
、
あ
る
程
度
経
験
を
積
ん
で
き
た
ら
、
他
の
人
の
学
会
報
告
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
発
言
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
試

さ
れ
て
い
る
の
は
、
報
告
者
で
は
な
く
質
問
者
の
ほ
う
で
す
。
良
い
質
問
を
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
評
価
が
高
ま
り
ま
す
が
、
逆
に
つ
ま
ら
な

い
質
問
を
し
た
ら
、
自
分
の
勉
強
不
足
を
さ
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
、
か
つ
て
国
際
法
学
会
に
よ
く
出
席
し
て
い
た
頃
、
芹
田
健
太

郎
教
授
（
現
・
神
戸
大
学
名
誉
教
授
、
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女
子
大
学
学
長
）
が
舌
鋒
す
る
ど
く
質
問
さ
れ
る
の
を
み
て
、
見
習
う
べ
き
だ

と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
国
際
法
学
会
で
は
、
国
際
会
議
に
出
席
し
た
会
員
が
裏
話
を
披
露
し
、
聴
衆
も
そ
れ
を
有
難
が
る
の
を
見
た
り

し
て
、
す
っ
か
り
足
が
遠
の
い
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
の
在
外
研
究
の
お
り
に
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
開
催
さ
れ
る
小

さ
な
研
究
会
に
出
席
し
た
際
に
は
、
バ
セ
ド
ー
教
授
な
ど
が
鋭
い
コ
メ
ン
ト
を
さ
れ
る
の
を
聞
い
て
、
さ
す
が
だ
な
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。⑶

　
論
文
や
本
の
刊
行

　
私
は
、﹃
六
甲
台
論
集
﹄、﹃
香
川
法
学
﹄、﹃
北
大
法
学
論
集
﹄、
現
在
は
、
主
に
中
央
大
学
の
﹃
比
較
法
雑
誌
﹄
に
書
い
て
い
ま
す
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、
論
文
を
公
表
す
る
場
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
法
学
部
以
外
の
学
部
に
就
職
し
た
人
は
、
論
文
を
公
表
す
る
場
に
困
っ

て
い
る
よ
う
で
す
し
、
実
は
、
東
大
で
も
、﹃
法
学
協
会
雑
誌
﹄
や
﹃
国
家
学
会
雑
誌
﹄
は
、
助
手
や
大
学
院
生
が
長
い
連
載
を
す
る
も
の

で
す
か
ら
、
教
員
は
、
掲
載
の
機
会
が
少
な
く
、
そ
の
た
め
、
い
き
な
り
本
を
出
版
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
（
昔
は
、
そ
う
で

も
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
）。
雑
誌
論
文
を
コ
ツ
コ
ツ
書
き
溜
め
て
、
論
文
集
を
出
版
す
る
場
合
も
、
こ
の
出
版
不
況
で
す
か
ら
、
出
版
助

成
を
申
請
し
た
り
、
一
定
部
数
を
買
い
取
っ
た
り
、
自
分
で
経
費
の
一
部
を
負
担
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
﹁
自
費
出
版
﹂
な
ど
の
方
法
を
取

ら
ざ
る
を
得
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
論
文
の
抜
刷
や
本
を
学
界
関
係
者
な
ど
に
送
り
ま
す
が
、
受
け
取
っ
た
人
の
反
応
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
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洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
同
じ
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
ま
ず
自
分
の
著
作
が
引
用
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か

を
み
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
に
も
、
ま
ず
は
文
献
引
用
を
み
て
、
ど
れ
く
ら
い
丹
念
に
調
べ
て
い
る
の
か
を
み
る
わ
け
で
す
。
日
本
の
学

説
の
﹁
ま
と
め
論
文
﹂
は
論
外
で
す
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
日
本
で
す
で
に
公
表
さ
れ
た
文
献
ば
か
り
が
多
く
て
、
外
国
語
文
献
が
少
な
か

っ
た
り
、
同
じ
文
献
の
繰
り
返
し
ば
か
り
で
、
翻
訳
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
り
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
あ
ま
り
本
文
を
読
も
う
と
い
う
気
に
な

り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
一
定
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
だ
シ
ニ
ア
の
研
究
者
が
書
い
た
も
の
は
別
で
す
。
若
い
頃
の
蓄
積
が
あ
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
蓄
積
の
な
い
若
い
研
究
者
が
同
じ
よ
う
な
も
の
を
書
い
た
ら
、
見
向
き
も
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
今
回
、
高
杉
教
授
の

二
人
の
お
弟
子
さ
ん
が
送
っ
て
こ
ら
れ
た
論
文
は
、
最
初
に
し
て
は
、
ま
ず
ま
ず
だ
と
思
っ
た
の
で
、
一
層
の
精
進
を
期
待
し
て
、
メ
ー
ル

で
改
善
点
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
こ
う
い
う
こ
と
は
、
長
い
間
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

逆
に
私
が
抜
刷
を
送
っ
て
印
象
に
残
っ
た
例
と
し
て
は
、
桑
田
三
郎
先
生
の
丁
重
な
お
手
紙
が
あ
り
ま
す
。
船
荷
証
券
条
約
の
適
用
根
拠

に
関
す
る
論
文
で
す
。
た
し
か
一
方
的
抵
触
規
定
と
い
う
用
語
の
使
い
方
に
つ
い
て
、
説
明
不
足
と
言
わ
れ
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

著
書
に
つ
い
て
は
、
最
近
は
メ
ー
ル
で
返
事
を
頂
く
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
丁
重
な
お
手
紙
を
下
さ
る
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
大
変
恐
縮

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
五
十
嵐
清
先
生
に
は
、
外
国
法
関
係
の
著
書
を
中
心
と
し
て
、
数
冊
謹
呈
し
た
と
こ
ろ
、
八
〇
歳
を
超
え
ら
れ
て
も
、

す
ぐ
に
全
部
読
ん
だ
と
か
、
誤
字
脱
字
を
見
つ
け
た
と
い
う
よ
う
な
メ
ー
ル
を
頂
き
、
驚
嘆
し
て
お
り
ま
し
た
。
先
生
は
、
今
年
九
〇
歳
で

亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、﹃
比
較
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
︹
第
二
版
︺﹄（
勁
草
書
房
）
お
よ
び
﹃
法
学
入
門
︹
第
四
版
︺﹄（
悠
々
社
）
を
出
版
さ

れ
た
の
は
、
今
年
の
こ
と
で
す
。
私
も
見
習
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
再
び
気
に
な
る
こ
と
で
す
が
、
書
評
の
在
り
方
が
日
本
と
欧
米
と
で
は
、
大
き
く
異
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
日
本
で
は
、

と
も
か
く
対
象
の
図
書
の
欠
点
を
見
つ
け
出
し
、
厳
し
く
批
判
を
し
な
け
れ
ば
、
沽
券
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す）
₃₆
（

。
私
も
一
度

だ
け
、
あ
る
本
の
欠
点
だ
け
を
書
い
た
書
評
を
出
し
た
こ
と
が
あ
り
、
む
し
ろ
書
評
を
断
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
後
悔
す
る
と
と
も
に
、
著
者
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に
申
し
訳
な
い
こ
と
を
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す）
₃₇
（

。
そ
の
よ
う
な
話
を
欧
米
の
人
に
し
た
ら
、
彼
ら
は
、﹁
稀
に
批
判
を
書
く
こ
と
も
あ
る
が
、

普
通
は
、
評
価
す
べ
き
点
を
書
く
だ
け
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
人
間
関
係
が
悪
く
な
る
﹂
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
欧
米

で
は
、
最
近
は
、
書
評
を
掲
載
す
る
雑
誌
が
減
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
す
。
日
本
で
も
、
日
本
語
の
雑
誌
で
は
、
外
国
の
研
究
者
の
本
だ
け

を
書
評
し
、Japanese Yearbook of International L

aw

の
よ
う
な
欧
文
雑
誌
で
は
、
日
本
の
研
究
者
の
本
を
取
り
上
げ
て
、
海
外
に

紹
介
す
べ
き
で
す
が
、
日
本
語
の
雑
誌
で
日
本
語
の
本
の
書
評
や
紹
介
を
掲
載
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

日
本
の
研
究
者
は
、
そ
れ
ら
の
本
の
出
版
や
そ
の
内
容
を
知
っ
て
い
る
の
が
当
然
だ
か
ら
で
す
。
変
な
書
評
を
掲
載
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
人
間

関
係
を
悪
く
す
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

⑷
　
在
外
研
究

　

私
の
研
究
の
基
礎
は
、
窪
田
宏
先
生
の
指
導
以
外
に
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
や
ス
イ
ス
で
の
在
外
研
究
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
そ
れ

な
く
し
て
は
、
今
日
の
私
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
で
は
、
若
い
研
究
者
で
も
、
私
費
で
海
外
に
出
か
け
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
が
、

ぜ
ひ
奨
学
金
を
と
っ
て
、
長
期
の
滞
在
を
経
験
し
て
頂
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
就
職
先
に
よ
っ
て
は
、
在
外
研
究
を
認
め
な

い
大
学
が
あ
り
、
と
く
に
最
近
は
、
厳
し
い
と
こ
ろ
が
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
の
で
、
な
る
べ
く
若
い
う
ち
に
行
く
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し

ま
す
。

　

行
先
は
、
研
究
対
象
に
も
よ
り
ま
す
が
、
私
の
経
験
で
は
、
大
学
よ
り
も
研
究
所
の
ほ
う
が
外
国
か
ら
の
訪
問
研
究
者
へ
の
対
応
に
慣
れ

て
い
る
の
で
、
ベ
タ
ー
で
あ
る
気
が
し
ま
す
。
最
初
に
﹁
何
を
し
に
来
た
の
か
﹂
と
訊
か
れ
ま
す
。
外
国
で
博
士
号
を
取
得
す
る
た
め
で
あ

れ
ば
、
大
学
に
行
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
資
料
収
集
や
意
見
交
換
で
あ
れ
ば
、
研
究
所
の
ほ
う
が
良
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
こ
も
大

学
教
授
は
、
ノ
ル
マ
が
増
え
る
一
方
で
あ
り
、
時
間
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
。
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
研
究
会
な
ど
の
催
し
が
多
い
で
す
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し
、
私
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
以
上
に
、
個
々
の
研
究
者
と
昼
食
を
と
も
に
し
て
意
見
交
換
を
す
る
こ
と
が
大
変
役
立
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ

か
と
言
え
ば
、
私
は
、
大
規
模
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
す
る
よ
り
も
、
一
対
一
の
付
合
い
の
ほ
う
を
好
み
ま
す
。
あ
と
は
、
な
る
べ
く
欧

米
言
語
で
論
文
を
書
い
て
、
自
分
が
何
を
研
究
し
て
い
る
の
か
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
重
要
で
す
。
日
本
法
研
究
者
を
除
け
ば
、
彼
ら
は
、

日
本
語
を
理
解
し
な
い
か
ら
で
す
。
有
名
大
学
の
有
名
教
授
の
と
こ
ろ
に
留
学
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
自
慢
し
て
も
仕

方
あ
り
ま
せ
ん
。
現
地
で
何
を
し
て
、
ど
う
い
う
交
流
を
し
た
の
か
が
重
要
で
す
。
私
は
、
会
話
能
力
が
劣
る
の
で
、
講
演
は
少
な
い
で
す

が
、
欧
米
言
語
で
の
論
文
執
筆
で
交
流
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
と
自
負
し
て
お
り
ま
す）
₃₈
（

。

　

さ
ら
に
、
在
外
研
究
を
勧
め
る
理
由
を
補
足
す
れ
ば
、
海
外
の
研
究
者
が
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
研
究
し
て
い
る
姿
を
見
る
こ
と
自
体
が
大

き
な
刺
激
と
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
助
手
は
、
博
士
論
文
を
書
き
な
が
ら
、
司
法
試
験
を
受
け
、
合
格
し
た
ら
、
司
法
修
習
で

猛
烈
に
忙
し
く
な
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
で
は
、
修
習
生
が
起
案
し
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
判
決
文
に
な
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
良
く
訓
練
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
教
授
の
授
業
準
備
を
手
伝
っ
た
り
、
博
士
論
文
と
は
全
く
違
う
テ
ー
マ
に
関
す
る
教
授
の
本
や
論
文

を
手
伝
っ
た
り
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
の
大
学
教
授
に
な
る
た
め
に
は
、
博
士
論
文
と
は
異
な
る
法
分
野
に
つ
い
て
、
教
授
資
格
取
得

論
文
（H

abilitation

）
を
執
筆
す
る
必
要
が
あ
り
、
弁
護
士
も
、
博
士
論
文
を
執
筆
し
た
経
歴
の
あ
る
人
が
一
定
数
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
人

が
日
本
法
を
徹
底
的
に
調
べ
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
叢
書
と
し
て
出
版
し
た
例
を
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
が
、
彼
女
は
現
在
、
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
の
弁
護
士
で
す
。

⑸
　
異
分
野
の
専
門
家
と
の
付
き
合
い
方

　
﹁
国
際
私
法
は
こ
れ
か
ら
の
学
問
﹂
と
い
う
人
は
、
お
お
む
ね
国
際
私
法
を
知
ら
な
い
と
思
っ
て
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
一
世
代
上

の
先
輩
た
ち
も
﹁
こ
れ
か
ら
の
学
問
﹂
と
言
わ
れ
、
あ
る
い
は
明
治
時
代
か
ら
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
続
け
て
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
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か
し
、
国
際
私
法
は
、
い
ま
だ
に
マ
イ
ナ
ー
な
分
野
で
あ
り
、
司
法
試
験
で
の
選
択
者
数
も
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
ま

に
国
籍
法
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
隣
接
法
分
野
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
ま
た
最
近
は
、
ハ
ー
グ
の
子
奪
取
条
約
が
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
司
法
共
助
に
関
す
る
条
約
で
す
か
ら
、
国
際
私
法
の
授
業
で
も
詳
し
く
は
取
り
上
げ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
条
約
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
国
際
私
法
の
専
門
家
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
詳
し
い
こ
と
を
知
っ
て
い

る
だ
ろ
う
と
早
と
ち
り
さ
れ
る
の
は
、
迷
惑
な
こ
と
で
す
。

　

さ
ら
に
困
る
の
は
、
国
際
私
法
だ
か
ら
、
何
で
も
で
き
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
、
自
分
の
分
野
に
強
引
に
引
き
ず
り
こ
も
う
と
す
る
人
が
い

る
こ
と
で
す
。
た
し
か
に
実
質
法
を
全
く
知
ら
な
け
れ
ば
、
国
際
私
法
の
研
究
教
育
に
困
り
ま
す
し
、
私
も
、
あ
る
程
度
は
関
わ
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
の
め
り
込
む
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
本
業
は
、
国
際
私
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
中
心
に
据
え
る

の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
若
い
皆
さ
ん
も
、
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
お
誘
い
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
点
を
よ
く
心
得
て
頂
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

弁
護
士
や
マ
ス
コ
ミ
の
皆
さ
ん
と
の
付
き
合
い
方
に
も
注
意
を
要
し
ま
す
。弁
護
士
の
方
々
か
ら
裁
判
の
意
見
書
の
依
頼
を
受
け
た
場
合
、

私
は
、
ま
ず
自
分
が
関
わ
る
必
要
の
あ
る
事
件
で
あ
る
か
否
か
を
考
え
ま
す
。
と
く
に
広
い
意
味
で
の
家
族
関
係
の
事
件
で
は
、
戸
籍
な
ど

の
関
係
書
類
の
送
付
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
弁
護
士
の
方
は
、
自
分
の
理
解
で
事
件
の
内
容
を
書
い
た
手
紙
な
ど
を
送
っ
て
来

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
で
は
、
勘
違
い
の
例
が
多
い
で
す
。
そ
の
よ
う
に
厳
選
し
て
、
ど
う
し
て
も
と
い
う
事
件

だ
け
を
引
き
受
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
弁
護
士
が
研
究
者
の
真
似
を
で
き
な
い
よ
う
に
、
研
究
者
が
弁
護
士
の
真
似
を
す
る
わ
け
に
は

い
き
ま
せ
ん
。
裁
判
の
意
見
書
は
、
論
文
と
同
じ
よ
う
に
書
く
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
す
か
ら
、
本
来
の
研
究
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
に
つ
い
て
は
、
最
近
は
、
ま
ず
私
の
本
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
を
尋
ね
、
読
ん
で
い
な
い
場
合
は
、
読
む
べ
き
本
を
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申
し
上
げ
ま
す
。
大
体
は
、
そ
れ
で
連
絡
が
来
な
く
な
り
ま
す
。
き
ち
ん
と
本
を
読
ん
で
来
ら
れ
た
場
合
は
、
取
材
に
応
じ
ま
す
が
、
時
に

は
膨
大
な
時
間
を
費
や
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
ご
く
一
部
で
あ
り
、
し
か
も
私
の
コ
メ

ン
ト
は
、
最
も
つ
ま
ら
な
い
あ
り
ふ
れ
た
箇
所
だ
け
が
採
用
さ
れ
ま
す
。
解
説
の
大
部
分
は
、
あ
た
か
も
記
者
が
自
分
で
調
べ
た
か
の
よ
う

に
出
る
わ
け
で
す
か
ら
、
一
般
の
読
者
や
視
聴
者
は
、
誤
解
す
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
せ
め
て
﹁
○
○
に
詳
し
い
○
○
教
授
﹂
と
い
う
の

は
や
め
て
、﹁
取
材
に
協
力
し
た
○
○
教
授
﹂
と
い
う
紹
介
に
変
え
て
頂
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
つ
て
戸
籍
の
専

門
誌
ま
で
読
ん
で
、
取
材
を
申
し
込
ん
で
こ
ら
れ
た
人
が
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
ま
さ
に
隔
世
の
感
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
社
会
貢
献
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
も
研
究
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。
一
般
の

方
は
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
に
出
た
ら
、﹁
ご
活
躍
で
す
ね
﹂
と
言
っ
て
く
れ
ま
す
が
、
私
た
ち
の
主
戦
場
は
、
研
究
室
の
中
で
す
。
研
究
室
の

中
は
、
誰
も
見
え
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
研
究
室
と
自
宅
と
の
往
復
を
繰
り
返
し
て
い
た
ら
、﹁
好
き
な
勉
強
だ
け
を
し
て
良
い
身
分
で
す
ね
﹂

と
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
誤
解
に
も
耐
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
私
た
ち
の
宿
命
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

⑹
　
年
齢
に
応
じ
た
研
究
方
法

　

か
つ
て
北
大
の
学
部
生
が
﹁
自
分
は
体
力
に
自
信
が
な
い
か
ら
、
会
社
勤
め
は
無
理
で
あ
り
、
研
究
者
を
目
指
し
た
い
﹂
と
い
う
の
を
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
学
生
は
、
国
際
私
法
で
は
な
く
別
の
分
野
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
（
結
果
的
に
、
大
学
院
の
試
験
は
不
合
格

で
し
た
）。
こ
れ
は
、
と
ん
で
も
な
い
勘
違
い
で
す
。
研
究
者
は
体
力
勝
負
で
す
。
あ
る
意
味
で
は
、
会
社
勤
め
以
上
の
長
時
間
労
働
を
強

い
ら
れ
ま
す
し
、
授
業
や
会
議
、
外
部
の
仕
事
な
ど
の
合
間
を
縫
っ
て
、
研
究
を
進
め
、
論
文
や
本
を
書
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

昨
年
、
Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
相
部
屋
に
な
っ
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
シ
ャ
ウ
ア
ー
教
授
は
、
私
よ
り
少
し
若
い
年
齢
で
す
が
、﹁
昔
は
、
一

〇
時
間
以
上
続
け
て
仕
事
が
で
き
た
が
、
今
は
集
中
力
が
な
く
な
っ
た
﹂
と
言
っ
て
、
よ
く
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
持
参
で
ア
ル
ス
タ
ー
湖
畔
に
出
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か
け
る
の
を
見
送
り
ま
し
た
。
年
齢
を
重
ね
る
と
、
研
究
の
蓄
積
は
増
え
ま
す
が
、
気
力
や
体
力
は
衰
え
て
き
ま
す
。
私
は
、
ま
だ
五
時
間

程
度
で
あ
れ
ば
、
連
続
し
て
仕
事
が
で
き
ま
す
が
、
最
近
は
、
肩
こ
り
と
眼
の
疲
れ
が
激
し
く
、
こ
れ
以
上
は
段
々
と
厳
し
く
な
っ
て
き
ま

し
た
。
今
は
東
京
に
住
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
り
、
早
朝
か
ら
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
の
終
了
時
ま
で
は
自
宅
、
昼
前
か
ら
夕
方
ま
で
は
研
究
室
、

就
寝
前
の
数
時
間
は
自
宅
で
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

　

一
般
に
五
〇
代
後
半
く
ら
い
か
ら
体
力
が
落
ち
て
、
身
体
の
不
具
合
が
出
て
く
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
か
ら
、
若
い
皆
さ
ん
は
、
今
の

う
ち
に
体
力
や
眼
を
酷
使
す
る
外
国
法
研
究
に
励
み
、
何
冊
か
論
文
集
を
出
版
し
て
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
っ
た
ら
、
自
分
の
研
究
を
ま

と
め
る
位
の
力
は
蓄
え
て
頂
き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
外
国
法
研
究
だ
け
で
一
生
を
終
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
超
え
る

も
の
を
書
く
道
は
、
長
く
て
苦
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

︿
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
一
日
の
同
志
社
大
学
に
お
け
る
講
演
の
原
稿
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
す
。﹀

（
1
）　

も
ち
ろ
ん
法
律
学
全
集
の
﹃
各
論
﹄
の
新
版
お
よ
び
﹃
総
論
﹄
は
、出
版
後
す
ぐ
に
購
入
し
熟
読
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、一
九
七
六
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
法
曹
を
志
す
人
々

へ
﹄
の
改
訂
第
二
八
版
は
、
ま
だ
江
川
教
授
の
全
書
を
﹁
今
日
で
も
権
威
あ
る
概
説
書
で
あ
り
、
一
度
は
読
む
べ
き
﹂
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
法
律
学
全
集
の
二
著
も
、﹁
全
書

に
か
わ
っ
て
多
く
の
受
験
生
が
基
本
書
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
﹂
と
紹
介
し
て
い
ま
す
。

（
2
）　

そ
の
翻
訳
書
と
は
、
Ｃ
・Ｐ
・
キ
ン
ド
ル
バ
ー
ガ
ー
編
（
藤
原
武
平
太
＝
和
田
和
訳
）﹃
多
国
籍
企
業
︱
︱
そ
の
理
論
と
行
動
﹄（
日
本
生
産
性
本
部
、
一
九
七
一
年
）
で
あ
り
、

セ
イ
モ
ア
、
Ｊ
・
ル
ー
ビ
ン
﹁
国
際
企
業
と
各
国
の
法
的
管
轄
権
﹂
と
い
う
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、
根
岸
哲
助
教
授
（
現
・
神
戸
大
学
名
誉
教
授
、
甲

南
大
学
教
授
）
か
ら
﹁
多
国
籍
企
業
の
取
引
活
動
と
法
的
諸
問
題
﹂（
一
九
七
六
年
）
と
い
う
非
売
品
の
共
同
研
究
報
告
書
を
頂
い
た
り
、
曽
野
和
明
教
授
（
現
・
北
海
道
大

学
名
誉
教
授
、
帝
塚
山
大
学
名
誉
教
授
）
の
﹃
多
国
籍
企
業
問
題
入
門
﹄（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
八
年
）
に
接
し
た
り
し
ま
し
た
。

（
3
）　

国
際
法
学
会
編
﹃
国
際
関
係
法
辞
典
︹
第
二
版
︺﹄（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
で
は
、
私
が
そ
の
項
目
を
執
筆
し
て
い
ま
す
。

（
4
）　

後
述
の
﹃
日
本
の
刑
事
裁
判
用
語
解
説
﹄
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
語
部
分
以
外
に
、﹁
一
九
九
四
年
改
正
の
メ
キ
シ
コ
工
業
所
有
権
法
﹂
国
際
商
事
法
務
二
五
巻
三
号
～
六
号
（
共
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訳
、
一
九
九
七
年
）
を
公
表
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
人
と
一
緒
に
し
た
仕
事
で
あ
り
、
私
一
人
で
ス
ペ
イ
ン
語
を
扱
う
に
は
、
無
理

が
あ
り
ま
す
。

（
5
）　

た
と
え
ば
、Hans W

üstendörfer, N
euzeitliches Seehandelsrecht m

it besonderer B
erücksichtigung des anglo-am

erikanischen und des internationalen 

R
echts, 2. A

ufl., 1950; R
udolf W

agner, H
andbuch des Seerechts, B

d. 1, 1884

な
ど
を
よ
く
参
照
し
て
い
ま
し
た
。
と
く
に
後
者
は
、
海
商
法
の
歴
史
が
詳
し
く
書

か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
、
中
高
ド
イ
ツ
語
（M

ittelhochdeutsch

）
の
文
法
書
や
辞
書
を
買
っ
て
、
ハ
ン
ザ
の
海
商
法
の
翻
訳
を
し
て
い
た
ら
、
窪
田
先
生
か

ら
﹁
ワ
グ
ナ
ー
と
心
中
す
る
な
よ
﹂
と
釘
を
刺
さ
れ
ま
し
た
。

（
6
）　

ホ
イ
ザ
ー
さ
ん
は
、
当
時
、
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
外
国
公
法
国
際
法
研
究
所
（
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
）
の
研
究
員
で
あ
り
、
一
九
七
九
年
か
ら
八
三
年
ま
で
日
本
初
の
Ｄ
Ａ

Ａ
Ｄ
講
師
と
し
て
、
神
戸
大
学
・
大
阪
大
学
・
大
阪
市
立
大
学
で
ド
イ
ツ
法
の
授
業
を
担
当
さ
れ
た
後
、
一
九
九
二
年
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
ケ
ル
ン
大
学
教
授
を
務
め
ら
れ

ま
し
た
。
本
来
の
専
門
は
、
中
国
法
で
あ
り
、
一
時
期
は
日
本
法
も
研
究
さ
れ
ま
し
た
が
（
た
と
え
ば
、
宮
沢
憲
法
の
翻
訳
書
が
あ
り
ま
す
）、
そ
の
後
は
、
再
び
中
国
法
に

特
化
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

（
7
）　

現
に
、
一
九
八
〇
年
に
出
版
し
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
、V

erfrachterkonnossem
ent, R

eederkonnossem
ent und Identity-of-C

arrier-K
lausel

は
、
一
三
二
頁
と
い
う

小
著
で
す
し
、
そ
の
後
も
、
膨
大
な
著
書
の
な
か
で
、
海
商
法
分
野
の
も
の
は
、
同
程
度
の
も
の
し
か
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
は
、
結
局
、
一
九
七
七
年
か
ら

九
七
年
ま
で
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
に
在
籍
し
、
そ
の
後
、
ボ
ン
大
学
教
授
を
経
て
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
は
、B

ucerius L
aw

 School

（
ハ
ン
ブ
ル
ク
）
の
教
授
を
務
め
て
い
ま
す
。

（
8
）　

プ
ト
フ
ァ
ル
ケ
ン
研
究
員
は
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
（K

onrad Z
w

eigert

）
教
授
と
共
著
で
論
文
を
公
表
す
る
な
ど
、
比
較
法
研
究
者
と
し
て
将
来
を
嘱
望
さ
れ
た
人
で
し

た
が
、
海
商
法
で
も
業
績
を
残
し
た
人
で
あ
り
、B

eschränkte R
eederhaftung - das anw

endbare R
echt, 1981, 173 S.

を
公
表
し
た
後
、Seehandelsrecht, 

1997, 479 S. 

と
い
う
大
著
を
出
版
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
比
較
的
若
い
年
齢
で
亡
く
な
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

（
9
）　

さ
ら
に
、
関
西
国
際
私
法
研
究
会
で
判
例
評
釈
の
報
告
を
し
た
と
こ
ろ
、
研
究
会
の
幹
事
を
し
て
い
た
大
学
院
生
か
ら
、﹁
こ
れ
は
、
渉
外
判
例
研
究
会
と
し
て
開
催
し
た

も
の
で
は
な
い
か
ら
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
に
掲
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
言
わ
れ
、
仕
方
な
く
自
分
の
大
学
の
紀
要
に
掲
載
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
屈
辱
も
味
わ
っ

て
い
ま
す
。﹁
国
際
間
の
海
上
物
品
運
送
契
約
の
準
拠
法
を
船
荷
証
券
の
記
載
に
よ
り
定
め
、外
国
法
が
不
明
の
場
合
、条
理
に
よ
り
裁
判
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
事
例
﹂（
判
批
）

香
川
法
学
四
巻
一
号
（
一
九
八
四
年
）。

（
10
）　

こ
の
﹃
国
際
私
法
年
報
﹄
は
、
創
刊
当
時
は
、﹁
す
で
に
国
際
私
法
の
雑
誌
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、
な
ぜ
新
た
に
必
要
な
の
か
﹂
と
い
う
よ
う
な
陰
口
も
海
外
の
研
究
者

か
ら
聞
こ
え
て
き
ま
し
が
、
最
近
で
は
、
か
な
り
著
名
な
研
究
者
も
執
筆
し
て
お
り
、
評
価
は
高
ま
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
主
要
な
法
学

部
の
あ
る
大
学
の
図
書
館
に
は
、
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
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（
11
）　

こ
の
研
究
報
告
は
、
出
版
予
定
の
本
に
収
録
す
る
た
め
、
国
際
法
外
交
雑
誌
へ
の
掲
載
を
見
送
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

（
12
）　

と
こ
ろ
が
、
人
は
、
忘
れ
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
七
日
の
朝
日
新
聞
夕
刊
（
名
古
屋
本
社
版
）
で
は
、﹁
体
に
障
害
・
無
国
籍
一
八
歳
、
車
い
す
か

ら
転
落
死
﹂
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
後
す
ぐ
に
、
不
法
滞
在
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
ら
し
い
母
親
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
と
だ
け
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
情
報
が

不
足
し
て
い
ま
す
が
、国
籍
法
二
条
三
号
に
よ
り
日
本
国
籍
を
取
得
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
、フ
ィ
リ
ピ
ン
国
籍
で
あ
っ
て
、少
な
く
と
も
﹁
無
国
籍
﹂

と
い
う
の
は
、
外
国
人
登
録
上
の
記
載
を
鵜
呑
み
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
13
）　

す
な
わ
ち
、
私
は
、
平
成
一
〇
年
五
月
二
七
日
付
け
の
意
見
書
に
お
い
て
、﹁
国
籍
法
三
条
二
項
は
、
準
正
に
よ
る
国
籍
取
得
を
届
出
の
時
か
ら
と
し
、
国
籍
法
一
〇
条
二

項
は
、
帰
化
に
よ
る
国
籍
取
得
を
官
報
に
お
け
る
告
示
の
時
か
ら
と
し
て
、
出
生
に
よ
る
国
籍
取
得
と
区
別
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
国
籍
法
全
体
の
趣
旨
と
し
て
、
出
生

に
よ
る
国
籍
取
得
に
つ
い
て
、
浮
動
性
防
止
の
原
則
が
導
き
出
さ
れ
る
﹂
と
書
い
た
と
こ
ろ
、
大
阪
高
裁
は
、
判
決
理
由
に
お
い
て
、﹁
準
正
に
よ
る
国
籍
取
得
を
届
出
の
時

か
ら
と
し
（
三
条
二
項
）、
帰
化
に
よ
る
国
籍
取
得
を
官
報
に
お
け
る
告
示
の
日
か
ら
と
し
（
一
〇
条
二
項
）
て
、
出
生
に
よ
る
国
籍
取
得
と
区
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

国
籍
法
全
体
の
趣
旨
と
し
て
、
出
生
に
よ
る
国
籍
取
得
に
つ
い
て
、
浮
動
性
防
止
の
考
え
方
が
採
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
﹂
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
た
し
か
に
誰
が
書

い
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
が
生
じ
な
い
と
も
言
え
ま
す
が
、
あ
ま
り
に
似
た
表
現
を
さ
れ
た
ら
、
や
は
り
良
い
感
じ
が
し
ま
せ
ん
。

（
14
）　

私
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、﹃
国
籍
法
と
国
際
親
子
法
﹄
を
出
版
す
る
際
に
資
料
を
読
み
直
し
た
と
こ
ろ
、
草
案
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
オ
ラ
ン
ダ
大
使
館
に
英
語
の
メ

ー
ル
で
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
大
学
の
デ
・
フ
ロ
ー
ト
（G

.R
. de G

root

）
教
授
に
転
送
さ
れ
、
同
教
授
か
ら
メ
ー
ル
で
議
会
資
料
を
送
っ
て
頂
い
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。

（
15
）　

ア
ン
デ
レ
事
件
お
よ
び
認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
以
外
の
主
な
所
収
論
文
と
し
て
は
、﹁
国
境
を
越
え
た
子
ど
も
の
移
動
と
戸
籍
﹂
榊
原
富
士
子
編
﹃
戸
籍
制
度
と
子
ど
も
た
ち
﹄

（
明
石
書
店
、
一
九
九
八
年
）、﹁
国
際
人
権
法
に
お
け
る
国
籍
取
得
権
﹂
高
見
勝
利
編
﹃
人
権
論
の
新
展
開
﹄（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
九
年
）、﹁
本
国
法
主
義
と

未
承
認
国
家
の
国
籍
法
﹂
国
際
法
外
交
雑
誌
九
八
巻
三
号
（
一
九
九
九
年
）、﹁
外
国
に
お
け
る
扶
養
料
取
立
シ
ス
テ
ム
の
構
築
﹂
北
大
法
学
論
集
五
三
巻
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）

が
あ
り
ま
す
。

（
16
）　

こ
の
雑
誌
は
、
外
国
人
登
録
を
廃
止
し
、
在
留
カ
ー
ド
を
創
設
す
る
改
正
入
管
法
が
施
行
さ
れ
た
二
〇
一
二
年
夏
を
も
っ
て
廃
刊
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
在
留
管
理
制
度

の
変
更
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
﹃
国
際
家
族
法
﹄
序
章
Ⅶ
六
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

（
17
）　

本
書
が
共
著
に
な
っ
た
り
、
単
著
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
の
は
、
弁
護
士
の
協
力
関
係
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
に
迷
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
戸
籍
実
務
は
、
市
町
村
職

員
の
研
修
な
ど
に
よ
り
、私
の
ほ
う
が
弁
護
士
よ
り
も
詳
し
い
く
ら
い
で
し
た
が
、入
管
実
務
は
、や
は
り
そ
の
分
野
の
経
験
豊
か
な
弁
護
士
に
協
力
を
仰
ぐ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
そ
の
方
法
は
、
聞
き
取
り
で
あ
り
、
原
稿
は
、
す
べ
て
私
が
一
人
で
執
筆
し
ま
し
た
。
今
後
も
、
こ
の
良
い
協
力
関
係
を
維
持
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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（
18
）　

本
の
タ
イ
ト
ル
は
、
法
律
専
門
の
出
版
社
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
編
集
担
当
者
の
提
案
を
受
け
入
れ
て
、﹁
在
日
の
た
め
の
⋮
⋮
﹂
と
か
﹁
入
門
﹂
と
い
う
言
葉
を
入
れ
ま

し
た
が
、
あ
と
で
大
変
悔
や
み
ま
し
た
。

（
19
）　

こ
れ
ら
の
条
約
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
か
つ
て
オ
ー
ル
ド
・
カ
マ
ー
の
国
籍
取
得
特
例
法
案
お
よ
び
韓
国
と
の
協
定
案
を
独
自
に
作
成
し
、﹃
市
民
の
た
め
の
国
籍
法
・

戸
籍
法
入
門
﹄
に
掲
載
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
、
当
時
す
で
に
戦
後
五
〇
年
が
経
過
し
、
今
さ
ら
日
本
国
籍
ま
た
は
韓
国
国
籍
の
い
ず
れ
か
一
方
を
選
択
さ
せ

る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
二
重
国
籍
も
可
能
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
そ
の
後
、
自
民
党
が
国
籍
取
得
法
案
を
公
表
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
二
重
国

籍
を
認
め
る
と
い
う
発
想
は
全
く
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て
、
旧
ソ
連
の
二
国
間
条
約
で
は
、
明
確
に
二
重
国
籍
を
認
め
る
規
定
が
あ
っ
た
り
、
国
籍
を
変
更
し
て
も
、

言
語
や
文
化
な
ど
を
維
持
す
る
た
め
の
支
援
策
が
規
定
さ
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
私
の
案
と
共
通
す
る
点
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
時
す
で
に
遅
く
、
オ
ー
ル
ド
・

カ
マ
ー
の
数
が
急
激
に
減
少
す
る
な
か
で
、
ほ
と
ん
ど
注
目
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

（
20
）　

た
だ
し
、
こ
れ
は
、
裁
判
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
比
較
法
的
研
究
と
し
て
は
、
全
く
不
十
分
に
思
え
た
の
で
、﹁
覚
書
﹂
と
し
た
う
え
、
論
説
で
は
な
く
研
究

ノ
ー
ト
と
し
て
公
表
し
て
い
ま
す
。

（
21
）　

彼
ら
が
日
本
を
訪
問
し
た
際
の
講
演
録
の
翻
訳
と
し
て
は
、ア
ン
ド
レ
ア
・
ボ
ノ
ミ
﹁
Ｅ
Ｕ
域
内
の
食
品
流
通
の
自
由
︱
︱
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
の
豪
華
な
フ
ル
コ
ー
ス
へ
の
ご
招
待
﹂

北
大
法
学
論
集
五
五
巻
二
号
（
共
訳
、
二
〇
〇
四
年
）
お
よ
び
ジ
ャ
ン
パ
オ
ロ
・
ロ
マ
ー
ノ
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
お
け
る
非
婚
家
族
﹂
比
較
法
雑
誌
四
二
巻
二
号
（
共
訳
、
二

〇
〇
八
年
）
が
あ
り
ま
す
。

（
22
）　

Ｍ
Ｐ
Ｉ
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
の
協
力
関
係
と
し
て
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
日
本
法
図
書
の
選
定
作
業
を
手
伝
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
有
斐
閣
の
ご
協
力
も
頂
い
て
お
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
毎
年
春
頃
、
私
が
出
版
各
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
先
方
の
要
望
に
合
い
そ
う
な
図
書
を
選
定
し
、
有
斐
閣
の
作
成
し
た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
エ
ク
セ
ル
・
フ
ァ
イ

ル
に
入
力
し
ま
す
。
有
斐
閣
に
お
い
て
書
名
や
著
者
名
の
ロ
ー
マ
字
表
記
な
ど
の
情
報
を
書
き
加
え
た
フ
ァ
イ
ル
は
、
バ
ウ
ム
教
授
お
よ
び
そ
の
助
手
が
さ
ら
に
チ
ェ
ッ
ク
を

し
た
後
、
有
斐
閣
が
注
文
を
受
け
た
本
を
集
め
（
他
社
の
本
を
含
む
）、
実
費
で
送
り
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
有
斐
閣
の
江
草
忠
敬
会
長
の
ご
好
意
に
よ
る
も
の
で
す
。

（
23
）　

法
律
以
外
の
本
も
、
た
く
さ
ん
読
み
ま
し
た
。
本
格
的
な
文
学
の
古
典
よ
り
も
、
少
し
軽
め
の
読
み
物
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
（
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
の
﹃
モ
モ
﹄、

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
シ
ム
ノ
ン
の
短
編
推
理
小
説
、﹃
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
﹄
の
仏
伊
版
、﹃
星
の
王
子
様
﹄
の
仏
伊
版
な
ど
）。
カ
セ
ッ
ト
・
テ
ー
プ
は
、
白
水
社
や
ラ
ン
ゲ
ン

シ
ャ
イ
ト
社
の
も
の
を
聴
い
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
、
電
車
通
勤
の
際
に
、
デ
ジ
タ
ル
・
オ
ー
デ
ィ
オ
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
海
外
の
ラ
ジ
オ
放
送
（
英
独
仏
）
を
聴
い
て
い

ま
す
。

（
24
）　

G
lossary of Japanese C

rim
inal P

rocedure: E
nglish, G

erm
an, F

rench and Spanish, Special Issue of Journal of Japanese L
aw

, N
o. 8, 2013.

＝
﹃
日
本

の
刑
事
裁
判
用
語
解
説
︱
英
語
・
ド
イ
ツ
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
ス
ペ
イ
ン
語
﹄（
明
石
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。
編
者
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
教
授
、
バ
ウ
ム
教
授
、
そ
し
て
私
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国
際
私
法
お
よ
び
周
辺
分
野
の
研
究
を
振
り
返
っ
て

同
志
社
法
学　

六
七
巻
八
号�

三
二
七

三
四
六
九

で
す
。
欧
米
の
慣
行
に
し
た
が
っ
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
べ
ま
し
た
。

（
25
）　

弁
護
士
の
多
く
は
、
私
の
意
見
書
を
も
と
に
自
分
で
準
備
書
面
を
作
成
す
る
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
う
言
い
な
が
ら
、
私
に
添
削
を
求
め
る
の
は
、
筋
違
い
だ
と
思
い
ま
す
。

本
件
で
は
、
事
実
関
係
に
争
い
が
な
か
っ
た
の
で
、
山
口
弁
護
士
は
、
む
し
ろ
見
識
あ
る
判
断
を
し
た
と
思
い
ま
す
。

（
26
）　

ち
な
み
に
、
な
ぜ
私
が
父
母
の
婚
姻
要
件
だ
け
で
な
く
届
出
要
件
や
溯
及
効
の
否
定
ま
で
違
憲
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
裁
判
の
意
見
書
だ
っ
た
か
ら

で
す
。
原
告
の
最
善
の
利
益
を
図
る
主
張
を
す
る
こ
と
は
、
そ
の
依
頼
を
受
け
て
意
見
書
を
提
出
す
る
以
上
、
当
然
の
こ
と
で
す
。
反
対
の
主
張
は
、
相
手
方
の
代
理
人
が
す

れ
ば
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
原
告
側
の
依
頼
を
受
け
た
私
が
配
慮
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
か
つ
て
大
阪
の
裁
判
で
学
ん
だ
こ
と
で
す
。

（
27
）　

そ
の
要
因
は
、
様
々
で
す
。
ち
ょ
う
ど
法
案
作
成
の
作
業
を
し
て
い
た
時
期
は
、
民
主
党
政
権
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
、
自
公
の
党
内
に
お
い
て
も
、
優
先
順
位
は
決
し
て

高
く
な
か
っ
た
こ
と
、
あ
っ
せ
ん
団
体
は
、
も
ち
ろ
ん
自
分
た
ち
の
活
動
を
制
約
す
る
法
案
に
反
対
し
、
マ
ス
コ
ミ
も
、
そ
の
声
を
大
き
く
取
り
上
げ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
法
案
を
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
今
で
も
毎
年
二
〇
人
以
上
の
子
ど
も
が
日
本
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
養
子
と
し
て
渡
っ
て
お
り
、

し
か
も
そ
の
大
部
分
は
、
一
歳
未
満
で
あ
り
、
日
本
で
縁
組
を
成
立
さ
せ
な
い
ま
ま
出
国
す
る
、
と
い
う
先
進
国
と
し
て
は
異
例
の
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

（
28
）　

私
は
、
そ
の
後
も
、
あ
っ
せ
ん
団
体
の
人
た
ち
が
﹁
愛
着
障
害
﹂
を
し
き
り
に
口
に
さ
れ
る
の
が
気
に
な
り
、
発
達
心
理
学
を
専
門
と
す
る
北
海
道
医
療
大
学
の
近
藤
清
美

教
授
（
現
・
帝
京
大
学
教
授
）
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
り
ま
し
た
。
あ
っ
せ
ん
団
体
の
人
た
ち
は
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
後
す
ぐ
に
（
養
）
親
に
育
て
さ
せ
な
け
れ
ば
、
愛
着
障

害
が
起
き
る
と
い
う
の
で
す
が
、そ
も
そ
も
愛
着
と
い
う
の
は
、仏
教
用
語
で
あ
り
、心
理
学
の
学
界
で
は
、原
語
の
ま
ま
﹁
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
﹂
と
い
う
そ
う
で
す
。
し
か
も
、

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
は
、
子
ど
も
の
成
長
過
程
に
伴
っ
て
、
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
出
生
後
す
ぐ
に
障
害
が
起
き
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、
臨
床
的
に
実
証
さ

れ
て
い
る
と
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
私
は
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
民
法
の
立
法
や
改
正
に
お
い
て
も
、
心
理
学
の
成
果
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
調
べ
上
げ
、﹁
特
別
養

子
縁
組
に
対
す
る
実
親
の
同
意
時
期
に
関
す
る
考
察
︱
︱
ド
イ
ツ
民
法
の
立
法
理
由
を
手
が
か
り
と
し
て
﹂
比
較
法
雑
誌
四
七
巻
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
を
公
表
し
ま
し
た
。

ド
イ
ツ
語
の„B

indung“

は
、
家
族
法
の
研
究
者
も
﹁
愛
着
﹂
と
訳
す
よ
う
で
す
が
、
私
が
﹁
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
﹂
と
訳
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
す
。

（
29
）　

講
演
会
を
伊
藤
知
義
教
授
の
授
業
で
実
施
し
た
の
は
、
伊
藤
教
授
が
こ
の
地
域
の
法
を
研
究
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
タ

チ
ア
ナ
・
ヨ
シ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
教
授
は
、
私
よ
り
も
伊
藤
教
授
の
ほ
う
が
長
い
付
き
合
い
で
す
し
、
そ
の
他
の
国
の
研
究
者
が
来
日
し
た
際
に
も
、
講
演
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

伊
藤
教
授
か
ら
多
く
の
ご
教
示
を
得
ま
し
た
。

（
30
）　

た
し
か
に
、
私
も
、
裁
判
に
関
係
す
る
場
合
は
、
各
国
の
立
法
例
を
羅
列
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
国
籍
法
二
条
三
号
に
つ
い
て
は
、
棄
児
を
自
国
民
の
子
と

推
定
す
る
だ
け
の
立
法
例
と
あ
く
ま
で
無
国
籍
の
防
止
を
目
的
と
す
る
立
法
例
の
二
種
類
が
あ
り
、
わ
が
国
の
立
法
が
後
者
に
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
認
知
に
よ

る
国
籍
取
得
に
つ
い
て
は
、
民
法
上
の
認
知
制
度
の
変
更
が
国
籍
法
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
一
貫
し
た
テ
ー
マ
が
あ
り
、
単
な
る
立
法
例
の
羅
列
で
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私
法
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分
野
の
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振
り
返
っ
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三
四
七
〇

は
な
か
っ
た
と
信
じ
て
い
ま
す
。

（
31
）　

こ
の
本
は
、
私
も
短
期
間
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
滞
在
中
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
の
冒
頭
に
、
香
港
で
イ
ギ
リ
ス
法
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
キ
リ
ン
・
ビ
ー
ル
が
疑

似
外
国
会
社
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
私
と
一
緒
に
読
ん
だ
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
の
中
に
出
て
き
ま
す
。

（
32
）　

北
大
の
民
法
の
大
学
院
生
が
ロ
ー
マ
法
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
し
ま
い
、
現
在
は
、
上
智
大
学
で
民
法
だ
け
で
な
く
西
洋
法
制
史
を
教
え
て
い
る
例
が
あ
り
ま
す
（
福
田
誠
治

教
授
）。
そ
こ
ま
で
す
れ
ば
、
立
派
だ
と
も
言
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
全
く
の
例
外
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
お
勧
め
で
き
ま
せ
ん
。

（
33
）　
﹁
外
国
に
お
け
る
扶
養
料
取
立
シ
ス
テ
ム
の
構
築
﹂
北
大
法
学
論
集
五
三
巻
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
の
注
56
・
59
・
62
で
は
、
こ
れ
ら
の
疑
問
点
を
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、﹃
国

籍
法
と
国
際
親
子
法
﹄
は
、
注
釈
書
の
改
訂
版
に
よ
っ
て
い
ま
す
。

（
34
）　

た
と
え
ば
、
今
年
の
学
会
で
は
、
会
場
の
早
稲
田
大
学
に
早
く
着
い
た
の
で
、
ロ
ビ
ー
で
﹃
国
際
家
族
法
﹄
の
原
稿
（
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
）
を
修
正
し
、
昨
年
の
学
会
で
は
、

京
都
大
学
で
﹃
韓
国
国
籍
法
の
逐
条
解
説
﹄
の
ゲ
ラ
を
校
正
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
片
時
も
原
稿
や
校
正
の
ゲ
ラ
を
離
さ
ず
持
ち
歩
く
の
は
、
研
究
者
で
あ
れ
ば
誰
で

も
し
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
仮
に
原
稿
を
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
上
で
し
か
見
直
さ
な
い
人
が
い
た
ら
、
と
て
も
研
究
者
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
環
境
保
護
に
は
反
し

ま
す
が
、
論
文
や
本
を
脱
稿
し
た
ら
、
紙
の
山
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
す
。

（
35
）　

本
稿
は
、
講
演
録
で
す
の
で
、
講
演
後
に
思
い
出
し
た
こ
と
を
多
数
注
記
す
る
一
方
で
、
文
献
引
用
を
一
部
省
略
し
て
い
ま
す
が
、
悪
し
か
ら
ず
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
論
文

で
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
致
し
ま
せ
ん
。

（
36
）　

た
と
え
ば
、
折
茂
豊
﹃
属
人
法
論
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
）
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
批
判
を
し
た
後
に
、﹁
属
人
法
に
関
す
る
観
念
的
な
理
想
主
義
を
高
揚
す
る
本
書
は
、

あ
た
か
も
、
南
海
に
た
だ
よ
う
天
然
記
念
物
の
浮
島
の
森
に
た
と
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
貴
重
な
卓
見
は
、
わ
が
国
の
実
情
に
即
し
た
具
体
的
か
つ
現
実
的
な

支
柱
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
﹂
と
結
ぶ
書
評
が
国
際
法
外
交
雑
誌
八
二
巻
二
号
（
一
九
八
三
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
後
に
﹁
折
茂
先
生
が
激
怒
さ
れ
た
﹂
と
い
う

噂
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
37
）　

現
に
私
は
、
か
つ
て
上
毛
新
聞
社
編
﹃
サ
ン
バ
の
町
か
ら
︱
︱
外
国
人
と
共
に
生
き
る
／
群
馬
・
大
泉
﹄（
上
毛
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
）
と
い
う
本
の
書
評
を
断
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
依
頼
の
電
話
を
し
て
き
た
書
評
専
門
誌
の
編
集
者
は
、
法
律
的
な
観
点
か
ら
ど
ん
ど
ん
間
違
い
を
指
摘
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
す
が
、
私
は
、
む
し
ろ
社

会
学
者
に
依
頼
し
て
、
評
価
す
べ
き
点
を
書
い
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
答
え
ま
し
た
。

（
38
）　

た
だ
し
、
欧
米
言
語
で
の
論
文
の
執
筆
は
、
現
地
に
到
着
し
た
後
に
、
外
国
法
研
究
の
合
間
に
で
も
す
れ
ば
よ
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
長
期
の
在
外
研
究
で
あ
れ
ば
、
日

本
に
い
る
時
よ
り
も
、
時
間
的
な
余
裕
が
あ
り
ま
す
し
、
何
よ
り
も
外
国
語
漬
け
の
環
境
の
な
か
で
書
い
た
ほ
う
が
よ
り
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
か
つ
レ
ベ
ル
の
高
い
も
の
を
書
け
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。


