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イ
ン
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ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

五

本
稿
は
、
連
合
王
国
に
お
い
て
二
年
間
に
渡
る
在
外
研
究
期
間
を
与
え
ら
れ
た
一
法
律
学
教
師
が
、
大
学
法
学
部
に
お
け
る
法
学
教
育

の
役
割
を
再
考
す
る
た
め
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
状
況
を
展
望
し
た
も
の
で
す
。
本
来
は
あ
る
具
体
的
な
講
演
を
予
定
し
て
書
き
始
め
ま

し
た
も
の
で
す
が
、
執
筆
の
段
階
で
当
初
の
予
定
を
越
え
て
非
常
に
長
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
主
と
し
て
、

で
き
る
限
り
具
体
的
に
、
そ
し
て
あ
る
程
度
包
括
的
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
状
況
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
、
情
報
を
多
く
盛
り
込
も
う
と

し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
事
実
状
況
を
詳
し
く
伝
え
た
か
っ
た
の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
議
論
の
具
体
的
な
基
盤
を
設
定
し
、
問
題
意
識

の
共
有
を
少
し
で
も
推
し
進
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
っ
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
本
稿
は
、
主
観
的
に
は
日
本
の
大
学
法
学
部
教

育
を
振
り
返
っ
て
書
い
た
も
の
で
す
が
、
日
本
の
法
学
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
加
え
る
作
業
は
別
稿
に
お
け
る
課
題
と
し

ま
す
。
法
学
教
育
に
携
わ
る
人
達
だ
け
で
な
く
、
法
律
実
務
家
の
方
々
や
法
学
部
で
学
ぶ
学
生
諸
君
に
も
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と

い
う
気
持
ち
で
書
き
ま
し
た
。
で
き
る
限
り
読
み
や
す
く
分
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
よ
う
に
努
力
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
う
ま
く
果
た

(
1
)
 

せ
て
い
る
か
ど
う
か
は
読
者
諸
兄
の
厳
粛
な
評
価
に
待
っ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
を
な
ぜ
考
疸
｛
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
か
に
つ
い
て
若
干
説
明
を
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
で
は
大
学
法
学
部
教
育
は
、
日
本
と
同
様
に
高
等
学
校
に
相
当
す
る
教
育
機
関
を
卒
業
し
た
学
生
が
学
ぶ
た
め
の
学
部
教
育
レ
ベ
ル
に

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
よ
う
に
大
学
院
レ
ベ
ル
の
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
講
義
と
試
験
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
る
教
育
方
法
も
日
本
の
大
学
に
お
け
る
学
部
教
育
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
国
家
の
規
模
や
仕
組
み
が
比
較
的
日
本
に
近
い
と
い
う
こ
と
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
よ
う
な
連

は

じ

め

に

（
一
五
七
）



法
律
家
文
化
と
法
律
学
教
育
こ
連
合
王
国
か
ら
の
示
唆

第
四
八
巻
第
二
号

ぐ
っ
て
議
論
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
「
法
曹
一
元
」
制
度
の
母
国
と
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
に
値
し
ま
す
。

（
一
五
八
）

邦
国
家
で
は
な
い
た
め
、
司
法
制
度
の
規
模
を
比
較
す
る
う
え
で
共
通
座
標
が
見
出
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
明
治
以
来
日
本
の
法
律
制
度
に
多
く
の
影
響
を
与
え
て
き
た
国
の
―
つ
で
あ
り
、
最
近
日
本
の
司
法
改
革
を
め

し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
行
わ
れ
て
い
る
の
と
同
様
の
こ
と
を
日
本
で
行
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
多
く
の
検
討
を
要
す
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
法
文
化
、
そ
し
て
本
稿
の
関
心
に
即
し
て
い
え
ば
法
学
教
育
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
特
性
と
う
ま
く

調
和
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
瑞
々
し
い
生
命
力
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
以
下
の
考
察
は
、
日
本
の
大
学
法
学
教
育
の
未
来
を
考
え
て
い
く
た
め
に
―
つ
の
基
礎
資
料
を
提
示
す
る
た
め
の
作
業
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
そ
こ
か
ら
何
を
汲
み
取
っ
て
い
た
だ
く
か
は
、
読
者
の
方
々
の
ご
判
断
に
お
任
せ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

以
下
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
律
文
化
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
き
ま
す
。
社
会
の
中
に
お
い
て
法
律
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

続
け
て
い
く
に
は
、
そ
れ
を
社
会
に
お
け
る
文
化
の
一
面
と
と
ら
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
強
靭
な
法
文
化
と
は
、
そ
れ
を
健
全
に
維
持

す
る
た
め
の
様
々
な
要
素
の
複
合
体
で
す
。
常
に
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
そ
の
健
康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
全
体
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

細
心
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
適
切
な
治
療
を
日
々
行
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
そ
の
維
持
が
は
じ
め
て
可
能
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が

激
し
い
社
会
状
況
の
変
化
の
中
に
あ
っ
て
同
一
性
と
継
続
性
を
維
持
し
て
い
く
に
は
、
常
に
、
さ
ら
に
高
度
な
も
の
へ
と
成
長
し
て
い
く

余
力
と
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
を
確
保
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

E
uの
風
に
さ
ら
さ
れ
市
場
原
理
の
波
に
洗
わ
れ
な
が
ら
も
、
イ
ン
グ
ラ

(2) 

ン
ド
法
文
化
は
現
時
点
で
自
ら
を
健
全
で
あ
る
と
宣
言
す
る
だ
け
の
自
信
を
維
持
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
を
正
確
に
理
解
す

関
法
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イ
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＿七

る
に
は
、
そ
の
た
め
に
人
々
が
日
々
ど
れ
ほ
ど
の
努
力
を
払
っ
て
い
る
か
を
見
定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
私
達
が
現
実
的
な
示

唆
を
そ
こ
か
ら
汲
み
取
る
た
め
に
は
そ
の
生
体
と
し
て
の
全
貌
を
視
野
に
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

そ
う
し
た
意
味
で
は
、
大
学
法
学
部
も
そ
の
文
化
の
一
部
を
担
う
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
大
学
法
学
部
に
与

え
ら
れ
て
き
た
役
割
と
、
こ
れ
か
ら
の
発
展
に
向
け
て
果
た
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
を
正
し
く
理
解
す
る
に
は
、
や
は
り

法
文
化
全
体
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
以
下
の
考
察
は
広
い
範
囲
を
カ
バ
ー
す
る
総
論
的
な
も
の
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
個
別
的
な
問
題
意
識
に
引
き
ず
ら
れ
て
深
入
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
も
の
足
ら
な
い
分
析
し
か
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ

も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
の
問
題
意
識
の
出
発
点
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
御
理
解
い
た
だ
い
た
上
で
、
読
み
進

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
御
指
摘
を
い
た
だ
い
て
よ
り
有
益
な
も
の
に
す
る
た
め
何
度
も
手
を
入
れ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

(
3
)
 

連
合
王
国
の
人
口
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
約
四
千
九
百
万
人
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
が
三
百
万
人
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
五
百
万
人
、
北
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
が
百
六
十
万
人
で
す
。
連
合
王
国
が
全
体
で
六
千
万
人
以
下
で
す
。
い
わ
ゆ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
が
適
用
さ
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
だ
け
で
日
本
の
弁
護
士
に
相
当
す
る
法
律
実
務
家
（
バ
リ
ス
タ
が
九
千
名
、

ソ
リ
シ
タ
が
八
千
七
百
名
）
が
十
万
人
近

く
も
い
ま
す
。
現
在
、
わ
が
国
の
弁
護
士
は
一
万
六
千
四
百
名
、
裁
判
官
、
検
察
官
を
含
め
て
二
万
一
千
四
百
名
程
度
で
す
。
つ
ま
り
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
人
口
比
に
し
て
軽
く
日
本
の
十
倍
以
上
の
法
律
家
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
法
律
家
が
食
ぺ
て

行
け
る
だ
け
の
法
律
業
務
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
訴
訟
社
会
と
評
す
る
こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
日
本
で
訴
訟
社
会
と
い

う
言
葉
を
用
い
る
時
に
は
、

マ
イ
ナ
ス
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
す
。
つ
ま
り
何
で
も
訴
訟
沙
汰
に
さ
れ
る
社
会
は
好
ま

し
く
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
日
本
人
は
権
利
意
識
に
乏
し
く
法
文
化
が
社
会
に
浸
透
し
て
い
な
い
の
で
そ
れ
を

改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
原
因
の
―
つ
は
日
本
に
お
い
て
法
律
実
務
家
の
数
が
少
な
く
司
法
制

（
一
五
九
）



ま
す
。

特
殊
職
業
文
化
の
強
固
な
支
配

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
文
化

事
訴
訟
に
七
億
三
千
万
ポ
ン
ド
（
一
六
八

0
億
円
）
、
法
律
的
助
言
及
び
補
助
に
三
億
ポ
ン
ド
（
六
九

0
億
円
）
を
使
っ
て
い
ま
す
。
確

か
に
、
現
在
法
律
扶
助
に
予
算
が
割
か
れ
過
ぎ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
見
直
し
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
訴
訟
の
社
会
に
お
け
る

役
割
を
縮
小
さ
せ
よ
う
と
い
う
単
純
な
発
想
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
訴
訟
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
社
会
福
祉
の
一
環
で
あ
り
、
権
利
を

侵
害
さ
れ
た
状
況
に
あ
る
人
を
救
済
す
る
た
め
の
非
常
に
重
要
な
社
会
的
道
具
と
し
て
明
確
に
政
策
的
に
推
進
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

日
本
の
民
事
法
律
扶
助
の
国
庫
負
担
額
は
九
七
年
に
お
い
て
四
億
三
千
万
円
程
度
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
状
況
と
比
較
す
る
こ
と
自
体
ほ

(
4
)
 

と
ん
ど
不
可
能
と
い
え
ま
す
。
こ
う
し
た
視
点
な
し
に
、
訴
訟
社
会
は
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
議
論
を
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
論
理
的
で

な
い
だ
け
で
は
な
く
、
非
常
に
危
険
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
で
し
ょ
う
。

~ 
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
乱
暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
一
二
権
分
立
自
体
が
制
度
上
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

ン
グ
ラ
ン
ド
は
一
六
億
ポ
ン
ド

い
え
ま
す
。

第
四
八
巻
第
二
号

度
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
頻
繁
に
な
さ
れ
ま
す
。
司
法
試
験
改
革
は
こ
の
後
者
の
見
解
に
基
づ
く
も
の
と

し
か
し
、
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
訴
訟
社
会
へ
と
進
展
し
て
い
っ
て
い
る
社
会
は
、
そ
れ
を
政
策
的
に
推
進
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
決
し
て
自
然
の
成
り
行
き
だ
け
で
そ
う
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
九
七
ー
九
八
年
の
一
年
間
に
お
い
て
、
イ

関
法

（
約
三
六0
0
億
円
~
一
ポ
ン
ド
ニ
三
0
円
換
算
）
を
法
律
扶
助
に
投
入
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
民

八

（
一
六
0
)
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司
法
と
立
法
の
区
別
は
、
そ
れ
自
体
が
そ
も
そ
も
大
陸
法
的
発
想
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
中
心
部
分
を

形
成
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
判
例
の
集
積
で
す
か
ら
、
大
陸
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
司
法
と
立
法
の
区
別
自
体
が
本
質
的
に
不
明
確
で
す
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
体
系
に
お
い
て
議
会
に
よ
る
制
定
法
は
、
基
本
的
に
は
、
個
別
的
な
事
項
に
対
し
て
判
例
法
の
例
外
を
定
め
る
た
め

の
断
片
的
な
法
律
で
す
か
ら
、
議
会
の
方
が
裁
判
所
の
上
に
立
つ
と
い
う
考
え
方
さ
え
必
ず
し
も
自
明
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

裁
判
所
の
歴
史
の
方
が
現
在
の
連
合
王
国
の
議
会
の
歴
史
や
連
合
王
国
そ
の
も
の
の
歴
史
よ
り
は
る
か
に
古
く
、
そ
の
伝
統
を
現
在
ま
で

受
け
継
い
で
い
ま
す
。
三
権
分
立
が
国
家
の
枠
内
で
の
権
限
分
掌
の
制
度
と
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
制
度
は
必
ず
し
も
そ
う
し
た
合

理
性
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
長
い
歴
史
の
様
々
な
段
階
の
中
で
か
な
り
う
ま
く
人
々
の
権
利
を
守
る
役
割
を
果

た
し
て
き
た
こ
と
へ
の
評
価
が
、
そ
れ
を
支
え
る
強
固
な
信
頼
を
築
い
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
正
確
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
論
理
的
で
は
な

く
経
験
的
で
す
。
連
合
王
国
の
人
々
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
は
め
ず
ら
し
く
、
論
理
性
を
最
優
先
に
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
ま

す
。
だ
か
ら
、
論
理
に
あ
お
ら
れ
て
極
端
へ
と
走
る
こ
と
が
少
な
く
、
論
理
的
に
筋
が
通
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
過
激
な
結
論
を
も

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
最
高
裁
判
所
は
貴
族
院

H
o
u
s
e
of L
o
r
d
s
で
す
。
貴
族
院
は
そ
の
名
の
如
く
議
会
の
一
部
で
す
が
、
そ
の
中
に
司

法
的
な
役
割
も
取
り
込
ん
で
い
ま
す
。
実
際
に
裁
判
に
関
与
す
る
の
は
法
律
の
規
定
に
従
っ
て
選
任
さ
れ
る
通
称

L
a
w
L
o
r
d
s
と
よ
ば

れ
る
人
達
で
、
そ
の
ト
ッ
プ
が
大
法
官

L
o
r
d
C
h
a
n
c
e
l
l
o
r
で
す
。

年
以
上
あ
る
優
秀
な
バ
リ
ス
タ
の
中
な
ら
、
大
法
官
の
助
言
に
よ
り
女
王
が
任
命
し
ま
す
。
貴
族
院
裁
判
官
は
終
身
の
貴
族
と
し
て
の
身

分
を
取
得
し
、
議
会
と
し
て
の
貴
族
院
の
一
員
と
し
て
議
決
に
も
加
わ
り
ま
す
。
大
法
官
は
、
議
会
と
し
て
の
責
族
院
の
議
長
、
閣
僚
、

そ
し
て
司
法
部
の
ト
ッ
プ
を
兼
ね
る
と
い
う
大
変
な
地
位
で
あ
り
、
総
理
大
臣
の
助
言
に
よ
り
女
王
が
任
命
し
ま
す
。
公
式
の
資
格
制
限

た
ら
す
と
い
う
類
の
議
論
を
嫌
い
ま
す
。

＿九

（
一
六
一
）

L
a
w
 L
o
r
d
s
 
(
以
下
、
貴
族
院
裁
判
官
）
は
、
実
務
経
験
が
一
五



昔
か
ら
の
制
度
を
壊
さ
ず
に
、
実
質
を
何
度
も
見
直
し
な
が
ら
修
正
を
加
え
て
使
い
続
け
て
い
く
と
い
う
の
が
連
合
王
国
の
流
儀
で
す
。

こ
れ
は
建
物
の
使
い
方
な
ど
か
ら
も
良
く
わ
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
外
見
が
時
と
し
て
非
常
に
時
代
遅
れ
に
み
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

人
間
の
も
っ
て
い
る
名
誉
欲
や
伝
統
の
持
つ
感
化
力
を
、
制
度
の
質
を
維
持
向
上
さ
せ
る
た
め
に
非
常
に
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。
こ
う
し
た
人
間
と
い
う
も
の
の
特
性
を
し
っ
か
り
と
つ
か
み
、
そ
れ
を
制
度
の
中
に
き
め
細
か
く
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
の

巧
妙
さ
に
か
け
て
、
連
合
王
国
は
傑
出
し
た
文
化
を
有
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

古
い
も
の
を
、
細
か
く
手
を
入
れ
て
い
つ
ま
で
も
大
切
に
使
う
と
い
う
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
、
現
在
で
も
連
合
王
国
の
人
々
の
生
活
の
中

(5) 

に
強
く
生
き
て
い
ま
す
。
実
際
に
彼
ら
は
頻
繁
に
非
常
に
細
か
く
制
度
を
見
直
し
、
微
調
整
を
ど
ん
ど
ん
と
加
え
て
行
き
ま
す
。
そ
う
し

た
意
味
で
は
、
日
本
的
な
「
古
い
も
の
を
好
む
」
と
い
う
感
覚
と
は
違
っ
て
い
ま
す
。
回
顧
的
・
反
動
的
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
経
験

を
無
駄
に
せ
ず
実
践
を
重
ん
じ
る
考
え
方
の
顕
れ
と
と
ら
え
た
方
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
古
い
も
の
を
社
会
が
変
化
す

る
中
で
機
能
さ
せ
続
け
る
に
は
、
不
断
の
手
直
し
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
し
っ
か
り
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
い
も
の
が
う

ま
く
機
能
し
な
く
な
っ
た
時
に
ゼ
ロ
か
ら
の
再
出
発
を
企
図
す
る
よ
り
も
、
こ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
知
恵
を
継
承
し
な
が
ら
改
善
策
を

構
じ
て
行
こ
う
と
考
え
ま
す
。
現
実
に
つ
い
て
の
認
識
度
の
高
さ
と
、
そ
れ
を
操
作
す
る
こ
と
へ
の
自
覚
性
の
強
さ
が
、
社
会
の
急
激
な

変
化
の
中
で
連
合
王
国
的
な
文
化
が
比
較
的
う
ま
く
保
存
さ
れ
て
い
る
根
本
的
な
理
由
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
。

司
法
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
完
全
な
法
律
実
務
家
（
特
殊
職
業
集
団
）
支
配
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
が
連
合
王
国
の
特
徴
だ
と
思
い

と
し
て
の
権
限
は
縮
小
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

関
法

第
四
八
巻
第
二
号

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
歴
史
的
に
全
て
バ
リ
ス
タ
の
資
格
を
有
す
る
者
か
ら
、
そ
し
て
多
く
は
貴
族
院
裁
判
官
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
き
ま
し

た
。
貴
族
院
は
約
―
二

0
0名
も
の
貴
族
か
ら
な
り
ま
す
が
、
実
際
に
議
決
に
加
わ
る
の
は
そ
の
五
分
の
一
ほ
ど
と
い
わ
れ
、
ま
た
議
会

四
〇

（
一
六
二
）
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（
一
六
三
）

ま
す
。
こ
れ
は
、
裁
判
官
及
び
法
曹
の
選
任
か
ら
将
来
の
法
曹
の
教
育
な
ど
に
ま
で
広
く
及
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
制
定
法
に
関
し
て
も
、

大
法
官
の
実
質
的
な
発
言
力
が
か
な
り
大
き
い
の
で
、
司
法
及
び
立
法
を
通
じ
て
法
曹
集
団
の
力
が
覆
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
く
も
あ

(
6
)
 

り
ま
せ
ん
。
衆
議
院

H
o
u
s
e
of C
o
m
m
o
n
s
が
頑
張
ら
な
い
限
り
、
む
し
ろ
司
法
（
法
曹
集
団
）
に
権
力
が
集
中
し
過
ぎ
て
い
る
と
い

(
7
)
 

う
印
象
さ
え
あ
り
ま
す
。
現
在
、
連
合
王
国
の
法
学
教
育
の
基
本
は
大
学
を
中
心
に
行
わ
れ
ま
す
が
、
法
曹
団
体
に
よ
る
資
格
審
査
と
の

関
係
で
、
法
曹
団
体
の
主
導
に
よ
っ
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
大
き
く
影
響
を
受
け
ま
す
。
法
曹
団
体
が
、
大
学
の
法
学
部
教
育
に
対
し
て
、

法
曹
と
い
う
職
業
集
団
は
連
合
王
国
で
は
歴
史
的
に
培
わ
れ
た
強
烈
な
伝
統
と
自
治
能
力
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
歴
史
的
に
証
明
さ
れ

た
能
力
の
高
さ
が
、
社
会
が
有
す
る
司
法
へ
の
信
頼
と
非
常
に
強
く
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
最
近
、
大
法
官
で
あ
る

L
o
r
d
 Irvine
が
法
律
家
の
社
会
的
評
価
が
ど
ん
ど
ん
下
が
っ
て
き
て
い
る
と
警
告
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
比
較

す
れ
ば
非
常
に
尊
敬
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
連
合
王
国
に
お
い
て
医
師
、
教
師
、
法
律
家
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
専
門
家
は
、

動
揺
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
社
会
的
に
ま
だ
非
常
に
尊
敬
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
思
い
ま
す
。

連
合
王
国
で
、
法
律
は
社
会
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
道
具
と
し
て
か
な
り
割
り
切
っ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
社
会
に
お
い
て
機

(
8
)
 

能
し
な
け
れ
ば
、
制
度
は
も
と
よ
り
法
理
論
も
、
基
本
的
に
は
意
味
が
な
い
と
い
う
の
が
根
強
い
見
方
で
す
。
大
学
で
法
律
問
題
に
つ
い

て
議
論
す
る
際
に
「
君
の
意
見
は
論
理
的

theoretical
だ
」
と
い
わ
れ
た
な
ら
ば
、
批
判
と
し
て
受
け
取
っ
た
方
が
間
違
い
が
少
な
い

と
思
い
ま
す
。
た
い
て
い
は
、
実
践
を
視
野
に
入
れ
ず
抽
象
的
な
議
論
を
し
て
も
仕
方
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
、
極
端
に
い
え

(
9
)
 

ば
、
大
陸
法
で
い
う
法
学
者
は
連
合
王
国
に
は
基
本
的
に
は
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

法
学
部
教
授
は
基
本
的
に
教
師
で
あ
り
、
そ
の
主
た
る
業
務
は
将
来
の
法
曹
を
健
全
に
教
育
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の

法
曹
教
育
と
し
て
の
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
評
価
し
ま
す
。



第
四
八
巻
第
二
号

教
科
書
や
教
材
を
用
意
す
る
こ
と
で
す
。
教
科
書
は
判
例
法
を
整
理
し
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
自
説
を
展

開
す
る
た
め
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
連
合
王
国
の
教
科
書
は
、
判
例
や
制
定
法
の
変
化
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
頻
繁
に
改

訂
さ
れ
ァ
ッ
プ
・
ト
ゥ
・
デ
ー
ト
に
保
た
れ
ま
す
が
、
読
み
物
と
し
て
は
基
本
的
に
あ
ま
り
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
。

(10) 

最
終
的
な
第
一
次
的
法
源
は
判
決
そ
の
も
の
で
す
。
英
米
法
シ
ス
テ
ム
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
・
シ
ス
テ
ム
と
も
呼
ば
れ
ま
す
が
、

コ
モ

ン
・
ロ
ー
と
は
こ
う
し
た
裁
判
所
の
個
々
の
判
決
の
蓄
積
か
ら
な
る
判
例
法
を
意
味
し
ま
す
。
判
決
に
お
い
て
は
、
個
々
の
裁
判
官
が
名

を
明
ら
か
に
し
て
ど
う
ど
う
と
自
説
を
展
開
し
、
特
に
最
近
で
は
将
来
の
法
発
展
の
た
め
の
大
胆
な
プ
ラ
ン
さ
え
提
示
し
ま
す
。
だ
か
ら
、

(11) 

読
ん
で
面
白
い
の
は
判
決
で
す
。
大
陸
法
系
シ
ス
テ
ム
で
い
う
法
律
論
文
に
匹
敵
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
学
者
の
著
作
で
は
な
く
、

む
し
ろ
判
決
の
方
が
そ
れ
に
近
い
と
さ
え
い
え
ま
す
。
裁
判
官
と
な
っ
て
判
決
を
書
く
地
位
に
つ
く
こ
と
こ
そ
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
形

成
に
直
接
参
加
す
る
こ
と
で
あ
り
、
名
実
と
も
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
の
頂
点
に
立
つ
こ
と
で
す
。
判
決
は
多
く
の
人
々
に
何
度

も
読
ま
れ
、
た
と
え
反
対
意
見
で
も
、
こ
れ
か
ら
の
法
形
成
に
影
響
を
持
ち
、
未
来
の
法
曹
に
影
響
を
与
え
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
学

者
の
書
い
た
教
科
書
・
体
系
書
は
、
結
局
は
ア
ン
チ
ョ
コ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
（
も
っ
と
も
決
し
て
そ
れ
が
不
要
だ
と
い
う
つ
も
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。
）
だ
か
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
粋
は
判
決
の
中
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
日
本
で
ま
だ
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
点
だ
と
思

い
ま
す
。
説
明
が
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
く
て
、
感
覚
的
に
理
解
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
。

最
近
で
は
研
究
者
と
し
て
の
大
学
法
律
家
の
地
位
が
か
な
り
向
上
し
て
き
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
す
。
し
か
し
、
裁
判
官
が
依
然
と
し

て
主
役
で
あ
る
こ
と
に
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
伝
統
に
お
い
て
、
判
決
は
、
そ
の
事
件
の
解
決
に
直
接
関
係
す
る
理

論
で
あ
る
〈
ratio
d
e
s
i
d
e
n
d
a
i
〉
と
呼
ば
れ
る
部
分
と
、
そ
れ
以
外
の
単
な
る
意
見
の
表
明
に
す
ぎ
な
い
〈
o
b
i
t
a
r
d
i
c
t
u
m
〉
と
に
区
別

さ
れ
、
前
者
の
み
が
先
例
と
し
て
拘
束
力
を
持
つ
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
例
拘
束
の
緩
和
と
、
欧
州
連
合
法
の
進
展
や
特
に

関
法

四

（
一
六
四
）



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

； 
行
政
権
力
か
ら
の
文
化
的
独
立

四一

（
一
六
五
）

欧
州
共
同
体
裁
判
所
の
判
例
の
影
響
に
よ
り
、
判
決
の
ス
タ
イ
ル
に
も
一
定
の
変
化
が
顕
れ
て
き
ま
し
た
。
最
近
の
判
例
の
中
に
は

ratio d
e
s
i
d
e
n
d
a
i
と
o
b
i
t
a
r
d
i
c
t
u
m
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
車
F

件
の
解
決
を
大
き
く
踏
み
越
え
た
大
構
想
を
展
開
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

(12) 

て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
判
決
も
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
貴
族
院
の
判
決
に
お
い
て
さ
え
、
ま
る
で
学
術
論
文
の
よ
う
に
、

最
新
の
学
説
が
参
照
さ
れ
て
い
る
も
の
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
こ
十
年
ほ
ど
の
出
来
事
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
時
代
の
急
激
な
変
化
に
よ
る
複
雑
な
法
律
問
題
の
発
生
と
、
将
来
を
先
取
り
し
た
構
想
を
描
く
こ
と
の
必
要
性
が
、
裁
判
官

を
し
て
学
説
を
研
究
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
そ
れ
程
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
作
業
へ
と
向
か
わ
せ
て
お
り
、
大
学
法
律
家
の
研
究
活
動
が

注
目
を
浴
び
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
、
裁
判
官
が
ま
す
ま
す
研
究
者
的
側
面
を
強
化
し
な
が
ら
更
に
ス
ケ
ー

(13) 

ル
・
ア
ッ
プ
し
て
き
た
と
見
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
す
。

司
法
部
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
大
法
官
は
総
理
大
臣
に
よ
り
内
閣
の
一
員
と
し
て
任
命
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
伝
統
的
に
必
ず
法
律
実
務
家

(14) 

の
階
層
か
ら
出
て
き
た
者
が
な
り
ま
す
。
大
法
官
は
行
政
と
司
法
の
中
間
に
立
つ
極
め
て
微
妙
な
地
位
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ま

で
の
長
い
法
律
実
務
家
と
し
て
の
生
活
の
中
で
身
に
つ
け
て
き
た
法
律
家
文
化
の
薫
陶
が
、
行
政
権
力
か
ら
の
司
法
の
独
立
を
最
終
的
に

守
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
裁
判
官
の
政
治
的
な
中
立
性
に
つ
い
て
も
最
近
批
判
が
な
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
明
ら
か
に

指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
法
曹
は
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
リ
ア
・
シ
ス
テ
ム
の
中
で
動
く
公
務
員
や
選
挙
で
選
ば
れ
る
政
治
家
と
は
明
確
に
異
な
っ

た
、
物
の
見
方
、
考
え
方
、
感
じ
方
を
す
る
、
つ
ま
り
独
立
し
た
異
な
っ
た
文
化
の
中
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
法
官
を
ト
ッ
プ
と

す
る
裁
判
官
も
、
法
律
実
務
家
と
い
う
伝
統
的
に
高
い
地
位
に
あ
る
特
殊
職
業
集
団
全
体
を
覆
う
独
自
の
文
化
に
守
ら
れ
て
い
る
と
も
い

え
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
連
合
王
国
に
お
い
て
司
法
の
独
立
を
最
終
的
に
保
証
す
る
も
の
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。



第
四
八
巻
第
二
号

そ
う
し
た
法
曹
文
化
の
特
に
行
政
か
ら
の
独
自
性
を
示
す
例
と
し
て
、
私
の
印
象
に
残
っ
て
い
る
限
り
で
、
ご
く
最
近
の
例
を
紹
介
致

そ
れ
は

Interest
R
a
t
e
 S
w
a
p
 C
o
n
t
r
a
c
t
と
呼
ば
れ
る
契
約
に
関
す
る
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
契
約
を
地
方
自
治
体
が
銀
行
等
の
金

1
0年
間
に
渡
る
元
本
二
千
五
百
ポ
ン
ド
に
つ
い
て
は
そ
の
元
本
額
を
銀

融
機
関
と
締
結
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
契
約
で
あ
る
か
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
、

W
e
s
t

(15) 

D
e
u
t
s
h
e
 B
a
n
k
事
件
の
事
実
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

行
と
地
方
自
治
体
が
相
互
に
貸
与
す
る
と
い
う
想
定
で
、
銀
行
と
一
0
年
間
定
額
の
例
え
ば
年
七
•
四
三
％
の
利
率
に
従
っ
て
計
算
し
た

額
を
半
年
ご
と
に
払
う
約
束
を
し
、
地
方
自
治
体
は
そ
の
時
々
の
市
場
金
利
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
た
利
息
を
同
時
期
に
利
息
を
支
払
う
約

束
を
し
ま
す
。
こ
う
し
た
契
約
の
目
的
は
最
終
的
な
清
算
を
見
積
も
っ
て
、
か
な
り
多
額
の

u
p
f
r
o
n
t
p
a
y
m
e
n
t
と
呼
ば
れ
る
前
払
い

金
の
支
払
い
を
地
方
自
治
体
が
受
け
る
こ
と
に
よ
り
当
座
の
資
金
を
得
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
二
千
五
百
万
ポ
ン
ド

が
銀
行
よ
り
支
払
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
最
終
的
な
清
算
は
一

0
年
後
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
契
約
は
、
実
質
的
に

は
利
率
の
交
換
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
利
用
し
て
前
払
い
金
を
借
り
る
こ
と
で
あ
り
、
市
場
金
利
の
状
況
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
返
済
す
る

必
要
が
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
え
る
と
い
う
、
か
な
り
射
倖
的
な
性
格
の
も
の
で
す
。
八

0
年
代
に
連
合
王
国
の
地
方
自
治
体
の
多
く
が

こ
う
し
た
契
約
を
金
融
機
関
と
締
結
す
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
契
約
は
一
九
九
二
年
の
責
族
院
に
よ
っ
て
地
方
自
治
体
の
権
限
諭
越

ultra
vires
で
あ
り
、
無
効
で
あ
る
と
の

判
断
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
く
、
こ
の
判
決
を
受
け
て
、
多
く
の
銀
行
が
逆
に
地
方
自
治
体
に
前
払
い
金

の
不
当
利
得
に
よ
る
返
還
を
求
め
る
訴
が
多
く
提
起
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
例
え
ば
返
還
に
際
し
て
の
利
息
の
計
算
の
仕
方
な
ど
の
具

体
的
で
細
か
な
論
点
を
め
ぐ
っ
て
さ
ら
に
多
く
の
裁
判
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
個
別
論
点
に
つ
い
て
も
貴
族
院
判
決
が
さ
ら
に
な
さ
れ
る
と

し
ま
す
。

関
法

四
四

（
一
六
六
）
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い
う
事
態
が
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
事
態
の
収
拾
の
た
め
の
訴
訟
に
用
い
ら
れ
る
社
会
的
コ
ス
ト
は
莫
大
な
も
の
と
い

え
ま
す
。
し
か
し
、
利
率
交
換
契
約
自
体
を
無
効
と
し
た
貴
族
院
を
非
難
す
る
声
は
ほ
と
ん
ど
聞
こ
え
ま
せ
ん
。
具
体
的
問
題
を
解
決
す

る
た
め
に
さ
ら
に
訴
訟
を
重
ね
る
銀
行
の
姿
勢
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
法
律
に
従
い
、
訴
訟
を
用
い
て
こ
う
し
た
問
題
を
調
整
し
て
い

内
国
歳
入
庁
が
制
定
法
に
も
と
づ
き
制
定
し
た
規
則
に
従
っ
て
任
意
の
支
払
い
が
な
さ
れ
た
税
金
に
つ
い
て
、
そ
の
規
則
を
無
効
で
あ

る
と
し
て
返
還
を
求
め
る
訴
訟
が
私
企
業
に
よ
り
提
起
さ
れ
、
そ
の
請
求
が
貴
族
院
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
事
件
も
最
近
あ
り
ま

し
た
。
行
政
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
司
法
が
独
自
の
立
場
か
ら
実
質
的
な
権
限
を
行
使
し
て
い
く
こ
と
は
、
行
政
が
積
極
的
な
役
割
を

果
た
し
て
い
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
市
民
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
い
う
べ
き

で
し
ょ
う
。
市
民
が
行
政
と
対
立
す
る
と
い
う
、
本
来
非
常
な
危
険
性
を
伴
う
場
面
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
司
法
の
独
自
性
と
そ
の
判
断
を
尊

重
し
そ
れ
に
従
っ
て
淡
々
と
調
整
を
行
な
う
社
会
の
「
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
1
1
し
つ
け
」
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
時

と
し
て
、
そ
れ
は
非
常
に
非
効
率
で
コ
ス
ト
の
高
い
も
の
に
見
え
る
こ
と
が
あ
る
の
は
事
実
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
現
実
力
を
も
っ

た
司
法
に
よ
る
制
度
的
保
障
が
社
会
全
体
に
お
い
て
果
た
す
有
形
無
形
の
効
用
を
見
く
び
る
の
は
逆
に
非
常
に
危
険
で
あ
る
と
も
い
え
る

で
し
ょ
う
。

裁
判
所
は
、
そ
の
判
決
が
如
何
に
実
務
上
の
混
乱
を
引
き
起
こ
し
、
社
会
が
そ
の
判
決
に
沿
う
よ
う
な
調
整
を
行
う
こ
と
に
如
何
に
多

額
の
費
用
を
要
し
よ
う
と
も
平
然
と
判
決
を
し
、
ま
た
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
法
律
が
社
会
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
地
位
を
知
る
意
味
で
興
味
深
い
出
来
事
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

く
と
い
う
方
法
は
、
広
く
社
会
に
定
着
し
て
い
ま
す
。
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現
時
点
に
お
い
て
、
法
律
家
の
二
元
制
、
す
な
わ
ち
バ
リ
ス
タ
と
ソ
リ
シ
タ
と
い
う
二
種
類
の
法
律
家
を
認
め
る
制
度
を
将
来
に
お
い

(16) 

て
も
維
持
し
て
い
く
こ
と
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
確
定
し
て
い
る
と
み
て
良
い
と
思
い
ま
す
。

バ
リ
ス
タ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
の
原
形
と
す
る
見
方
に
正
当
性
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
、
今
日
の
状
況
に
お
い
て

も
う
―
つ
の
法
律
実
務
家
で
あ
る
ソ
リ
シ
タ
の
影
響
力
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ソ
リ
シ
タ
は
九
六
年
七
月
現
在
開
業
Pri
,
 

(17) 

v
a
t
e
 P
r
a
c
t
i
c
e

を
行
っ
て
い
る
者
が
約
五
六

0
0
0

人
（
資
格
を
有
す
る
者
~
八
七
0
0
0

人
）
で
す
。
バ
リ
ス
タ
は
九
六
年
一
0
月

(18) 

現
在
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
開
業
し
て
い
る
も
の
が
約
九

0
0
0
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
Q
C
と
呼
ば
れ
る
勅
撰
弁
護
士
が
九

0
0名
程
度
で

(19)

（

20) 

す
。
そ
し
て
二
五

0
0名
程
度
は
軍
、
地
方
自
治
体
、
政
府
、
法
律
フ
ァ
ー
ム
等
の
組
織
に
雇
傭
さ
れ
て
い
ま
す
。
数
が
増
加
し
た
と
は

い
え
、
バ
リ
ス
タ
は
人
数
的
に
ソ
リ
シ
タ
の
一

0
分
の
一
で
す
。
ソ
リ
シ
タ
は
ロ
ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ
の
大
フ
ァ
ー
ム
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
最
近
で
は
独
自
の
職
域
を
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
国
際
的
な
巨
大
契
約
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
法
律
的
方
法
は
異
文
化
間
の

ビ
ジ
ネ
ス
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
経
営
戦
略
と
し
て
法
的
技
術
が

日
常
的
に
駆
使
さ
れ
、
さ
ら
に
予
防
法
学
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
な
ど
の
状
況
の
進
展
に
よ
り
、
訴
訟
と
直
接
に
関
連
し
な
い
法
律
業

務
が
急
増
し
て
い
ま
す
。
法
律
業
務
は
紛
争
と
い
う
負
の
側
面
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
プ
ラ
ス
の
価
値
を
産

み
出
す
積
極
的
役
割
を
担
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
、
連
合
王
国
に
い
て
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
法
律
的
方
法
が
様
々
な
場
面
で
多

用
さ
れ
る
社
会
は
伝
統
的
に
訴
訟
社
会
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
が
、
法
律
的
方
法
を
必
ず
し
も
訴
訟
中
心
に
考
え
ず
社
会
に
お
け
る
様
々

(21) 

な
関
係
を
規
律
す
る
た
め
の
積
極
的
な
手
段
と
し
て
用
い
る
と
い
う
意
味
で
「
法
化
社
会
」
と
呼
ぶ
方
が
適
切
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し

た
場
面
を
受
け
持
つ
の
が
ソ
リ
シ
タ
で
あ
り
、

法
律
家
二
元
制
の
伝
統
に
つ
い
て

関
法

ソ
リ
シ
タ
は
ま
す
ま
す
活
気
と
魅
力
に
満
ち
た
職
業
と
し
て
注
目
を
集
め
て
き
て
い
ま
す
。

四
六
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六
八
）
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べ
き
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
バ
リ
ス
タ
と
同
様
に
、

四
七

（
一
六
九
）

高
品
質
の
法
律
家
の
量
産
と
い
う
意
味
で
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
の
レ
ベ
ル
を
底
支
え
し
て
い
る
の
は
ソ
リ
シ
タ
で
あ
る
と
い
う

ソ
リ
シ
タ
の
状
況
を
分
析
す
る
こ
と
が
、
私
達
に
価
値
あ
る
情
報
を
与
え
て
く

ソ
リ
シ
タ
と
バ
リ
ス
タ
は
、
表
面
的
・
形
式
的
に
は
バ
リ
ス
タ
の
方
が
上
位
に
あ
る
と
さ
れ
ま
す
が
、
ど
ち
ら
が
法
律
的
に
優
秀
な
人

間
を
集
め
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
判
断
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
両
者
の
関
係
は
連
合
王
国
の
医
療
制
度
に
お
け
る

G
P
(
G
e
n
e
r
a
l
 

(22) 

Practitioner)
と
呼
ば
れ
る
一
般
医
と

C
o
n
s
u
l
t
a
n
t
と
呼
ば
れ
る
専
門
医
の
関
係
に
例
え
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
連
合
王
国

は
、
必
ず
G
P
を
経
な
け
れ
ば
専
門
医
に
は
か
か
れ
な
い
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
両
者
は
ど
ち
ら
も
正
規
の
資
格
を
有
す
る
医

師
で
す
が
、
異
な
っ
た
相
補
う
技
術
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ソ
リ
シ
タ
は
G
P
と
同
様
に
、
市
民
に
対
す
る
窓
口
と
な
り
ま
す
。
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
と
面
談
を
し
て
、
彼
の
抱
え
て
い
る
問
題
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
見
つ
け
だ
し
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
情
報

を
集
め
、

ノ
ー
ト
を
取
り
、
問
題
全
体
の
正
確
な
把
握
を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
容
易
に
解
決
で
き
る
場
合
に
は
、
自
分
自
身
で

処
置
を
行
い
ま
す
。
も
し
そ
れ
が
複
雑
で
手
に
お
え
な
い
場
合
に
は
、
専
門
家
で
あ
る
バ
リ
ス
タ
の

S
e
c
o
n
d
O
p
i
n
i
o
n
を
求
め
ま
す
。

(23) 

つ
ま
り
、
バ
リ
ス
タ
は
ソ
リ
シ
タ
の
依
頼
に
よ
っ
て
仕
事
を
引
き
受
け
ま
す
。
そ
れ
は
、
バ
リ
ス
タ
に
専
門
的
な
意
見
（
特
に
訴
訟
を
行

え
ば
ど
の
よ
う
な
判
決
が
な
さ
れ
る
か
）
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
る
と
い
う
場
合
も
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
進
ん
で
具
体
的
な
訴
訟
提

起
の
手
続
き
を
依
頼
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

ソ
リ
シ
タ
の
方
が
概
し
て
一
般
的
な
法
律
知
識
は
豊
富
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
日
常
業
務
の
性
格
か
ら
く
る
も
の
だ

と
い
え
そ
う
で
す
。
大
学
教
授
が
バ
リ
ス
タ
の
資
格
を
有
す
る
の
は
こ
れ
ま
で
も
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ソ
リ
シ
タ
出
身
の

(24) 

研
究
者
の
活
躍
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
商
事
法
の
世
界
的
な
研
究
者
で
あ
る
の

R
o
y
G
o
o
d
e
や
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び

れ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。



バ
リ
ス
タ
は
様
々
な
ソ
リ
シ
タ
か
ら
依
頼
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、

―
つ
の
利
益
を
代
表
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
り
ま
す
。
例
え
ば
税

そ
し
て
、
こ
う
し
た
制
度
化
さ
れ
た
制
約
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
司
法
制
度
に
と
っ
て
実
に
か
け
が
え
の
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

い
ま
す
。

第
四
八
巻
第
二
号

（
一
七
0
)

コ
モ
ン
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
諸
国
の
判
決
に
お
い
て
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
国
際
私
法
の
体
系
書
で
あ
る

D
i
c
e
y
&
 Mo
r
r
i
s
の
現
在
の
代
表
編

(25) 

集
者

L
a
w
r
e
n
c
e
Collins
な
ど
で
す
。
二
人
と
も
非
常
に
注
目
さ
れ
る
超
一
流
の
研
究
者
で
す
。

(26) 

こ
れ
に
対
し
て
バ
リ
ス
タ
は
そ
れ
ぞ
れ
に
得
意
の
分
野
を
も
っ
た
一
匹
狼
で
あ
り
、
基
本
的
に
一
人
で
活
動
し
ま
す
。
パ
ー
ト
ナ
ー

(27) 

シ
ッ
プ
を
結
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
法
廷
で
の
弁
護
活
動
を
行
う
の
が
主
た
る
業
務
で
す
か
ら
、
弁
舌
爽
や
か
で
頭
の
回
転
が

早
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
、

バ
リ
ス
タ
と
ソ
リ
シ
タ
の
関
係
に
お
い
て
非
常
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
両
者
が
癒
着
す
る
こ
と
が
構
造
的
に
起
こ
り
に
く
い
こ
と
で
す
。

両
者
が
同
じ
フ
ァ
ー
ム
に
属
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
異
な
っ
た
職
域
と
職
業
文
化
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
基
本
的
に
重
要
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
バ
リ
ス
タ
が
専
門
家
で
あ
り
、
か
つ
依
頼
を
受
け
た
ら
時
間
が
許
す
限
り
そ
れ
を
断
れ
な
い
慣
習
が
確
立
し

(28) 

て
い
ま
す
。
バ
リ
ス
タ
は
専
門
分
野
を
有
す
る
の
で
、
様
々
な
法
律
業
務
を
扱
う
ソ
リ
シ
タ
が
常
に
同
じ
バ
リ
ス
タ
に
仕
事
を
依
頼
す
る

こ
と
は
現
実
的
に
不
可
能
で
す
。
ま
た
、
バ
リ
ス
タ
は
誰
か
ら
で
も
依
頼
を
受
け
る
の
で
、
顧
客
の
希
望
を
考
慮
し
て
面
識
は
な
い
が
評

判
の
高
い
バ
リ
ス
タ
に
依
頼
す
る
と
い
う
こ
と
も
容
易
で
す
。
さ
ら
に
、
現
在
で
も
バ
リ
ス
タ
が
ソ
リ
シ
タ
と
直
接
に
支
払
い
に
つ
い
て

の
交
渉
を
す
る
こ
と
は
マ
ナ
ー
違
反
で
あ
り
、
バ
リ
ス
タ
の

C
l
e
r
k
が
支
払
い
に
つ
い
て
の
交
渉
を
全
面
的
に
引
き
受
け
て
い
る
こ
と

(29) 

も
、
実
際
上
極
め
て
重
要
な
点
で
す
。
こ
う
し
た
結
果
と
し
て
、
ソ
リ
シ
タ
と
バ
リ
ス
タ
が
癒
着
す
る
と
い
う
事
態
に
陥
る
こ
と
が
巧
み

に
回
避
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
人
間
間
の
関
係
の
操
作
と
制
度
設
計
に
お
い
て
、
プ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
は
舌
を
巻
く
ほ
ど
巧
み
だ
と
思

関
法

ソ
リ
シ
タ
に
な
る
の
と
は
若
干
異
な
っ
た
適
性
が
必
要
で
す
。
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四
九

法
を
専
門
と
す
る
一
人
の
バ
リ
ス
タ
が
、
あ
る
訴
訟
で
は
政
府
（
内
国
歳
入
庁
）
を
弁
護
し
、
そ
の
直
後
の
訴
訟
に
お
い
て
は
逆
に
納
税

者
を
弁
護
す
る
と
い
う
こ
と
が
ご
く
普
通
に
お
こ
り
ま
す
。
バ
リ
ス
タ
は
そ
の
職
務
の
中
で
様
々
な
立
場
か
ら
問
題
を
見
る
習
慣
を
自
然

と
身
に
つ
け
て
行
き
ま
す
。
そ
う
し
た
職
務
の
特
性
に
よ
っ
て
学
ん
で
い
く
中
立
性
・
公
平
性
が
、
将
来
、
裁
判
官
と
し
て
活
躍
す
る
た

め
の
重
要
な
訓
練
と
し
て
役
立
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
上
級
裁
判
官
を
バ
リ
ス
タ
か
ら
選
任
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

「

B
a
r
と
B
e
n
c
h
の
一
体
性
」
が
非
常
に
重
視
さ
れ
る
主
た
る
理
由
の
―
つ
は
、
こ
の
点
に
あ
り
ま
す
。

両
者
は
出
身
階
層
に
も
歴
史
的
に
見
て
若
干
の
違
い
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
バ
リ
ス
タ
は

U
p
p
e
r
M
i
d
d
l
e
 Class
及
び

U
p
p
e
r

(30) 

C
l
a
s
s
の
出
身
で
、

O
x
b
r
i
d
g
e
の
卒
業
生
が
典
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ソ
リ
シ
タ
は
そ
れ
よ
り
下
の
階
層
出

(31) 

身
者
が
通
常
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
状
況
は
今
日
か
な
り
変
化
を
し
て
き
て
い
ま
す
。

~ 
バ
リ
ス
タ
の
総
称
を

B
a
r
と
呼
び
ま
す
。
バ
リ
ス
タ
の
収
入
の
四

0
％
は
法
律
扶
助

L
e
g
a
l
A
i
d
か
ら
来
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

(32)

（

33) 

す
。
バ
リ
ス
タ
は
ロ
ン
ド
ン
の
王
立
裁
判
所

R
o
y
a
l
C
o
u
r
t
 o
f
 Justice
周
辺
に
四
つ
あ
る

I
n
n
s
of C
o
u
r
t
の
ど
れ
か
に
必
ず
属
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
I

目
は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
各
コ
レ
ッ
ジ
に
も
似
た
施
設
で
あ
り
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
中
庭
を
も
つ
立
派
な

歴
史
的
建
物
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。
各

IS
は
今
日
で
も
バ
リ
ス
タ
養
成
教
育
の
一
環
を
に
な
う
と
と
も
に
、
バ
リ
ス
タ
に
、
チ
ャ
ン

バ
ー
と
呼
ば
れ
る
事
務
所
、
図
書
館
、
食
堂
な
ど
の
施
設
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
バ
リ
ス
タ
や
裁
判
官
、
そ
し
て
バ
リ
ス
タ
に
な
る
こ
と

(34) 

を
目
指
す
学
生
と
の
交
流
は
こ
の

Inn
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
ま
す
。
バ
リ
ス
タ
は
、
現
在
で
も
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
結
ぶ
こ
と

は
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
チ
ャ
ン
バ
ー
と
い
う
事
務
所
に
お
い
て
複
数
の
バ
リ
ス
タ
が
共
同
で

C
l
e
r
k
を
雇
い
、
様
々
な
施
設
を
共

(35) 

同
で
利
用
し
ま
す
。
し
か
し
、
各
バ
リ
ス
タ
は
独
立
し
て
職
務
を
行
い
収
入
も
独
立
採
算
で
、
各
自
が
収
入
の
中
か
ら
チ
ャ
ン
バ
ー
を
維

バ
リ
ス
タ
B
月
rister

（
一
七
一
）



も
急
に
は
大
き
く
崩
れ
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
バ
リ
ス
タ

バ
リ
ス
タ
の
上
位
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
Q

C
の
収
入
は
平
均
で
二
五
万
ポ
ン
ド

(36) 

億
三
千
万
円
）
を
越
え
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
少
し
前
の
数
字
で
す
か
ら
、
景
気
が
良
く
な
っ
た
現
在
に
お
い
て
は
こ
れ
を
か
な
り
上

回
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
派
手
な
側
面
は
あ
り
ま
す
が
、
バ
リ
ス
タ
は
実
際
に
は
意
外
に
も
非
常
に
若
い
人
が
多
く
、
少
し
前
の
調
査
で
は

(37) 

七
0
％
が
四
0
歳
以
下
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
七
九
年
に
行
わ
れ
た
法
律
業
務
に
関
す
る
王
立
委
員
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

バ
リ
ス
タ
全
体
の
平
均
年
収
は
ソ
リ
シ
タ
よ
り
も
低
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
バ
リ
ス
タ
が
自
営
業
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

(38) 

経
済
的
に
も
常
に
恵
ま
れ
た
職
業
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
す
。

養
成
教
育
に
お
い
て
も
、
歴
史
的
に
見
て
常
に
ソ
リ
シ
タ
の
方
が
厳
し
い
要
件
を
課
さ
れ
て
き
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
現
時
点
に
お
い

(39) 

て
も
開
業
が
で
き
る
ま
で
の
教
育
期
間
の
年
数
は
ソ
リ
シ
タ
の
方
が
一
年
余
分
に
か
か
り
ま
す
。

(40) 

（
と
く
に
そ
の
上
位
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
Q
C
)
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
非
常
な
社
会
的
尊
敬
を
集
め
る
高

等
法
院
以
上
の
裁
判
官
（
以
下
、
上
級
裁
判
官
）
及
び
そ
の
他
の
社
会
的
な
要
職
の
主
た
る
供
給
源
で
あ
り
、
こ
れ
は
制
度
が
変
わ
っ
て

一
部
の
成
功
者
の
桁
外
れ
の
収
入
と
も
相
侯
つ
て
、
今
日
で
も
非
常
に
「
魅
惑
的

(41) 

g
l
a
m
o
r
o
u
s
」
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Q

C
に
な
る
こ
と
を
〈
t
a
k
e
silk
〉
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
絹
の
ガ

ウ
ン
を
ま
と
う
こ
と
を
許
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
バ
リ
ス
タ
は
伝
統
的
に
か
つ
ら
と
ガ
ウ
ン
を
正
式
の
服
装
と
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
で
も

に
資
金
的
な
援
助
を
行
う
こ
と
も
一
般
的
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

関
法
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持
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
自
己
負
担
額
を
支
払
い
ま
す
。
チ
ャ
ン
バ
ー
は
バ
リ
ス
タ
志
望
者
に
そ
の
職
業
的
訓
練
の
最
終
段
階
で
あ
る

p
已
illage
と
呼
ば
れ
る
一
年
間
の
オ
ン
・
ザ
・
ジ
ョ
プ
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
提
供
す
る
単
位
母
体
と
な
り
、

P
u
p
i
l
と
呼
ば
れ
る
志
望
者

（
約
五
七

0
0
万
円
）
、
最
高
で
一

0
0
万
ポ
ン
ド
（
ニ

五
〇
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(42) 

若
い
バ
リ
ス
タ
の
大
半
が
こ
の
伝
統
的
な
衣
装
を
支
持
し
て
い
ま
す
。

五

Q
C
が
高
等
法
院
以
上
の
裁
判
官
の
主
た
る
供
給
源
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

Q

C
と
そ
の
下
の
ジ
ュ
ニ
ア
と
呼
ば
れ
る
バ
リ
ス
タ
の
具
体
的
な
違
い
は
、
主
と
し
て
職
務
内
容
に
あ
り
ま
す
。

Q
C
は
裁
判
所
に
お
け
る

(43) 

重
要
な
事
件
の
法
廷
弁
護
に
集
中
し
、
そ
れ
以
外
の
ペ
ー
パ
ー
・
ワ
ー
ク
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
今
日
で
も
ほ
と
ん

(44) 

ど
の
Q
C
は
法
廷
弁
護
を
担
当
す
る
時
に
、
仕
事
の
補
助
を
す
る
も
う
一
人
の
バ
リ
ス
タ
を
雇
う
こ
と
を
好
み
ま
す
。

現
在
で
も
多
く
の
バ
リ
ス
タ
は
、
そ
し
て
Q
C
に
関
し
て
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
ロ
ン
ド
ン
の

Innsof Court
か
そ
の
周
辺
に
事
務

(45) 

所
を
構
え
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
比
較
的
小
人
数
で
あ
り
交
流
の
機
会
も
多
く
、
仲
間
意
識
を
持
ち
、
伝
統
的
な
職
業
文
化
へ
の
同
化
が
強

(46) 

く
要
求
さ
れ
ま
す
。
そ
の
仲
間
意
識
及
び
文
化
は
、
当
然
に
そ
の
職
業
集
団
の
成
功
者
で
あ
る
高
等
法
院
以
上
の
裁
判
官
を
も
包
含
し
、

裁
判
官
は
そ
の
文
化
に
強
い
影
響
力
を
持
ち
ま
す
。
上
級
裁
判
官
の
リ
ク
ル
ー
ト
が
こ
う
し
た
バ
リ
ス
タ
の
集
団
の
中
で
行
わ
れ
る
こ
と

が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
B
a
r
と

B
e
n
~
t

の
一
体
性
で
す
。

そ
れ
で
は
、
日
本
的
な
発
想
で
い
え
ば
、
あ
る
意
味
で
特
権
集
団
で
あ
る
彼
ら
が
、
団
体
主
義
に
陥
ら
な
い
か
が
当
然
問
題
に
な
り
ま

(48) 

す
。
し
か
し
、

A
t
i
y
a
h
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
集
団
へ
の
帰
属
意
識
を
強
く
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
か
え
っ
て
「
逆
説
的
で
は
あ

(49) 

る
が
、
個
人
的
価
値
観
へ
の
確
信
を
鼓
舞
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
さ
れ
ま
す
。
バ
リ
ス
タ
同
士
は
紳
士
と
し
て
互
い
を
対
等
に
扱
い
、
仕

事
の
上
で
は
完
全
に
独
立
し
て
お
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
制
度
的
に
社
会
的
な
一
方
の
利
益
だ
け
を
代
表
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と
に

よ
り
、
中
立
・
公
平
な
立
場
が
う
ま
く
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
制
度
及
び
文
化
が
彼
ら
を
単
な
る
利
益
集
団
に
堕
す
る
こ
と
を

防
ぐ
最
低
限
の
も
の
を
確
保
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
バ
リ
ス
タ
を
職
業
と
し
て
選
ぶ

若
者
達
が
、
あ
る
意
味
で
自
己
顕
示
欲
と
名
誉
欲
が
強
い
が
、
個
人
主
義
的
で
独
立
心
に
満
ち
た
人
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

（
一
七
三
）



t
h
e
 right o
f
 a
u
d
i
e
n
c
e
の
独
占
は
制
度
的
に
崩
れ
、

第
四
八
巻
第
二
号

バ
リ
ス
タ
を
社
会
的
に
強
い
独
自
性
を
持
っ
た
少
数
の
者
か
ら
な
る
特
殊
職
業
集
団
と
し
て
確
保
し
て
お
く
こ
と
は
、
司
法
部
の
長
官

で
あ
る
大
法
官
が
直
接
に
目
の
届
く
範
囲
に
お
い
て
実
質
的
に
上
級
裁
判
官
の
人
選
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し

て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
の
結
果
は
、
実
際
に
連
合
王
国
の
裁
判
官
達
が
歴
史
的
に
非
常
に
高
い
質
を
維
持
し
て
き
た
と
誇
示

(50) 

す
る
に
値
す
る
も
の
で
す
。
バ
リ
ス
タ
が
知
的
・
法
律
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
最
優
秀
の
人
達
だ
け
を
常
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
き
た
と
い

し
か
し
、
そ
う
な
る
と
裁
判
官
の
実
質
的
な
任
命
権
を
有
す
る
大
法
官
を
頂
点
と
し
て
人
脈
支
配
が
生
ま
れ
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
も
あ

る
程
度
制
度
的
に
回
避
で
き
る
し
く
み
が
あ
り
ま
す
。
上
級
裁
判
官
は
永
久
在
職
権
が
あ
る
の
で
、

（
一
七
四
）

一
旦
任
命
さ
れ
た
後
は
、
た
と
え
大

法
官
で
も
直
接
の
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
大
法
官
の
任
命
権
は
総
理
大
臣
が
握
っ
て
お
り
、
大
法
官
自
体
は

そ
の
内
閣
の
一
員
と
し
て
政
府
と
運
命
を
共
に
す
る
の
で
交
代
は
政
治
状
況
に
よ
っ
て
頻
繁
に
な
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
大
法
官

が
、
職
業
集
団
の
中
で
高
い
評
価
を
得
て
き
た
人
達
の
中
か
ら
で
は
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
総
理
大
臣
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
と
い
う
制
度

が
、
司
法
を
―
つ
の
派
閥
の
独
裁
状
態
に
陥
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
の
最
低
限
の
安
全
装
置
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

「
裁
判
所
及
び
法
律
業
務
法

C
o
u
r
t
a
n
d
 L
e
g
a
l
 S
e
r
v
i
c
e
 A
c
t
 1
9
9
0
」
に
よ
り
バ
リ
ス
タ
の
高
等
法
院
以
上
に
お
け
る
法
廷
弁
護
権

一
定
の
要
件
を
備
え
た
ソ
リ
シ
タ
に
も
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
も
バ
リ
ス
タ
が
基
本
的
に
高
等
法
院
以
上
の
法
廷
弁
護
士
で
あ
る
こ
と
に
は
急
激
な
変
化
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
予
測

(51) 

さ
れ
て
い
ま
す
。
連
合
王
国
の
制
度
に
関
し
て
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
制
度
の
変
更
が
す
ぐ
に
全
体
的
変
化
へ
と
つ
な
が
る
こ

と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
す
。
先
例
拘
束
の
緩
和
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
そ
れ
は
例
外
が
認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
現

う
こ
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
す
。

れ
が
バ
リ
ス
タ
の
文
化
的
基
礎
を
裏
打
ち
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

関
法

五



し
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

I 
職
業
へ
の
ア
ク
セ
ス

五

B
a
r
の
よ
う
な
自
律
性
の
強
い
特
殊
職
業
集
団
を
考
え
る
時
に
、
民
主
主
義
原
理
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
ぺ
き
も

の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
職
業
に
適
し
た
人
材
が
社
会
的
な
階
層
や
人
種
・
性
別
に
関
係
な
く
、
そ
の
職
業
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る

方
法
を
整
備
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
バ
リ
ス
タ
と
い
う
職
業
の
民
主
化
は
着
々
と
進
ん
で
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
バ
リ

(52) 

ス
タ
に
な
れ
る
か
に
つ
い
て
の
情
報
に
は
誰
で
も
簡
単
に
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。
法
律
家
の
職
業
案
内
的
な
本
を
見
て
、

B
a
r
Council 

に
資
料
を
請
求
す
れ
ば
導
入
的
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
さ
ら
に
詳
し
い
情
報
が
必
要
な
場
合
の
連
絡
先
も
容
易
に
知
る

(53) 

こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
き
る
限
り
具
体
的
な
数
字
を
示
そ
う
と
す
る
努
力
も
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
奨
学
金
等
の
情
報
や

リ
ク
ル
ー
ト
に
関
連
す
る
情
報
も
こ
ま
め
に
改
訂
さ
れ
て
お
り
比
較
的
容
易
に
集
め
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
今
日
で
は
バ
リ
ス
タ

は
け
っ
し
て
「
謎
」
に
み
ち
た
職
業
で
は
な
く
、
そ
の
適
性
を
備
え
た
者
に
は
広
く
道
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
情
報
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
整
備
す
る
作
業
に
非
常
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
が
、
様
々
な
面
に
お
い
て
目
立
つ
連
合
王
国
の
特
徴
で
す
。
ま
た
、
バ

(54) 

リ
ス
タ
に
な
る
た
め
の
資
金
援
助
（
日
本
で
い
う
奨
学
金
）
も
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

よ
り
具
体
的
な
段
階
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
大
学
法
学
部
生
に
提
供
さ
れ
る

M
i
n
i
,
 
Pupillage
と
呼
ば
れ
る
入
門
的
職
業
体
験
の

機
会
が
大
切
で
す
。
約
一
週
間
バ
リ
ス
タ
の
チ
ャ
ン
バ
ー
に
滞
在
し
て
実
際
に
そ
の
職
業
を
理
解
す
る
た
め
の
研
修
を
受
け
る
機
会
で
す
。

大
学
で
の
法
学
教
育
を
終
え
た
後
に
バ
リ
ス
タ
の
資
格
を
得
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
「
バ
ー
職
業
教
育
課
程

B
a
r
Vocational 

(55)

（

56) 

C
o
u
r
s
e
 (
B
V
C
)
」
や

Pupillage
へ
の
申
込
み
は
、
集
中
的
に
そ
れ
を
取
り
扱
う
機
関
が
設
け
ら
れ
て
、
非
常
に
透
明
性
が
高
ま
り
ま

在
で
も
基
本
的
に
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

（
一
七
五
）



に
大
き
な
責
任
を
取
り
扱
う
能
力
。

(60) 

・
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」

第
四
八
巻
第
二
号

女
性
の
比
率
も
、

の
が
九
五
年
に
は
二
二
％
（
た
だ
し

Q

C
に
つ
い
て
は
六
・
六
％
）

(58) 

C
o
u
n
c
i
l
に
初
の
女
性
議
長
が
誕
生
し
ま
し
た
。

・
知
的
能
力

ソ
リ
シ
タ
の
状
況
に
は
ま
だ
及
び
ま
せ
ん
が
年
々
改
善
さ
れ
て
き
て
お
り
、
六
五
年
に
四
・
六
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た

と
な
っ
て
い
ま
す
。
九
七
年
に

B
月
の
管
理
母
体
で
あ
る

B
a
r

し
か
し
、
そ
う
し
た
一
方
で
依
然
と
し
て
伝
統
を
守
り

Inn
に
お
い
て
先
輩
の
バ
リ
ス
タ
達
と
夕
食
を
共
に
す
る
機
会
を
教
育
の
一

(59) 

環
と
し
て
残
し
て
い
ま
す
。
バ
リ
ス
タ
を
際
立
た
せ
る
特
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
を

B
a
r
Council
が
作
成
し
た
導
入
的
な
パ
ン

「
バ
リ
ス
タ
と
し
て
成
功
す
る
の
に
役
立
つ
主
要
な
能
力
が
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

職
業
的
教
育
を
受
け
る
申
請
を
す
る
決
意
を
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
能
力
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
よ
り
重

要
な
こ
と
は
、
以
下
の
リ
ス
ト
の
助
け
に
よ
り
、

B
a
r
が
本
当
に
あ
な
た
に
適
し
た
場
所
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
弁
護
の
技
術
、
す
な
わ
ち
人
前
で
意
見
を
説
得
力
を
持
っ
て
伝
え
る
能
力

。
自
己
管
理
の
技
術
、
す
な
わ
ち
短
時
間
に
大
量
の
情
報
を
消
化
し
、
長
時
間
に
渡
る
ス
ト
レ
ス
や
、
厳
格
な
締
め
切
り
や
、
非
常

・
幅
広
い
範
囲
の
人
々
を
扱
う
能
力

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

フ
レ
ッ
ト
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

関
法

五
四

（
一
七
六
）



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

督
を
現
在
で
は
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

! 

五
五

B
a
r
は
、
現
在
で
も
議
会
に
よ
る
制
定
法
に
よ
っ
て
規
制
を
基
本
的
に
受
け
な
い
と
い
う
特
権
的
な
地
位
を
保
持
し
て
い
ま
す
。

B
a
r

(61) 

に
関
す
る
ル
ー
ル
の
多
く
は
行
動
基
準

C
o
d
e
of C
o
n
d
u
c
t
と
い
う
内
部
的
な
規
則
の
形
で
定
め
ら
れ
る
に
止
ま
り
ま
す
。
非
常
に
強

い
自
治
性
を
持
っ
て
お
り
、
開
業
の
許
可
や
懲
戒
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
資
格
認
定
と
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
大
学
教
育
段
階
を
含
め
た

法
律
学
教
育
全
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
第
一
次
的
な
権
限
を
も
有
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
「
大
法
官
法
学
教
育
及
び
行
動
助
言
委
員
会

(
A
C
L
E
C
)
」
の
助
言
や
、
特
に
苦
情
処
理
に
つ
い
て
は
法
律
業
務
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
の
監
視
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
状
況
に
若
干
の
変
化

(62) 

が
見
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
に
基
本
的
に
変
わ
り
は
な
い
と
言
え
そ
う
で
す
。

（
怠
）

現
在
は

B
日
C
o
u
n
c
i
l
と
い
う
管
理
母
体
が
あ
り
、
バ
リ
ス
タ
の
養
成
教
育
に
関
す
る
事
柄
の
決
定
や
資
格
認
定
を
行
い
ま
す
。
バ
リ

(64) 

ス
タ
に
関
し
て
苦
情
を
申
立
て
る
た
め
の
正
規
の
ル
ー
ト
は
九
六
年
に
な
っ
て
初
め
て
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
で
も
バ
リ
ス
タ
は

(65) 

N
e
g
l
i
g
e
n
c
e
に
よ
る
責
任
を
追
求
す
る
訴
訟
か
ら
さ
え
免
除
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。
懲
戒
に
つ
い
て
の
権
限
は
裁
判
官
と

I
n
n
の

(66) 

評
議
会

C
o
u
n
c
i
l
of Inns of C
o
u
r
t
が
有
し
ま
す
が
、
第
一
次
的
に
は

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
の
専
門
家
行
動
委
員
会

Professional
C
o
n
 ,
 

(67)

（

68) 

duct C
o
m
m
i
t
t
e
e
 (
P
C
C
)
に
委
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
調
査
し
、
問
題
あ
り
と
さ
れ
れ
ば

Council
of Inns of C
o
u
r
t
の
懲
戒
法
廷

Disciplinary T
r
i
b
u
n
a
l
が
開
か
れ
ま
す
。
裁
判
官
が
議
長
を
つ
と
め
、

の
手
続
は
、
九
0
年
の
裁
判
所
及
び
法
律
業
務
法
ニ
―
条
で
定
め
ら
れ
た
大
法
官
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
法
律
業
務
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
の
監

(69) 

教
育
に
関
し
て
は

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
が
権
限
を
持
ち
ま
す
。
バ
リ
ス
タ
養
成
教
育
に
つ
い
は
後
述
致
し
ま
す
。

B
a
r
は
バ
ー
職
業
教
育
課

程
B
V
C
を
提
供
す
る

I
gs
 of C
o
u
r
t
 L
a
w
 S
c
h
o
o
l
 (
I
C
L
S
)
と
い
う
学
校
を
持
っ
て
い
ま
す
。

B
月
の
自
治
権
に
つ
い
て

（
一
七
七
）

一
名
の
素
人
と
三
名
の
バ
リ
ス
タ
で
構
成
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら



提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

~ 
第
四
八
巻
第
二
号

（
一
七
八
）

ソ
リ
シ
タ
は
バ
リ
ス
タ
と
異
な
り
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
営
業
形
態
は
、
最
近
の
傾
向
と
し
て
個
人
開

業
と
―
一
人
以
上
の
大
事
務
所
に
分
岐
し
て
き
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
す
。
世
界
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ

(70) 

に
は
多
く
の
大
フ
ァ
ー
ム
が
あ
り
ま
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
の
法
律
業
務
に
関
し
て
は
、
法
律
家
が
多
数
集
ま
っ
て
大
き
な
事
務
所
を
作
り

作
業
を
組
織
化
し
効
率
化
す
る
必
要
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
の
変
化
に
伴
い
ソ
リ
シ
タ
の
専
門
化
も
目
立
っ
た
現
象
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
と
比
較
し
て
、
地
方
の
事
務
所
で
は
、
現
在
で
も
、
正
に
法
律
家
の
一
般
医
的
な
様
々
な
法
律
的
サ
ー
ビ
ス
が(72) 

従
来
か
ら
ソ
リ
シ
タ
の
主
た
る
収
入
源
は

C
o
n
v
e
y
a
n
c
i
n
g
と
呼
ば
れ
る
不
動
産
譲
渡
に
関
す
る
諸
手
続
き
で
あ
る
と
さ
れ
き
ま
し
た
。

(73) 

制
度
改
革
に
よ
り
、
こ
の
手
続
き
の
ソ
リ
シ
タ
に
よ
る
独
占
は
廃
止
さ
れ
た
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
後
の
不
景

(74) 

気
が
主
た
る
原
因
と
な
り
、
そ
の
割
合
は
減
少
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、

ソ
リ
シ
タ
に
関
し
て
、
日
本
の
よ
う
に
地
方
ご
と
の
弁
護
士
会
に
登
録
す
る
の
で
は
な
く
、
ソ
リ
シ
タ
の
管
理

(75) 

運
営
母
体
で
あ
る

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
が
一
元
的
に
ソ
リ
シ
タ
の
活
動
に
つ
い
て
の
許
可
を
行
っ
て
い
ま
す
。
開
業
し
て
い
る
ソ
リ
シ
タ
は
、

毎
年
、
実
務
証
明
書

Practising
Certificate
の
発
行
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
発
行
料
は

Professional
N
e
g
l
i
g
e
n
c
e
 

(76) 

の
保
険
料
が
含
み
ま
す
。

B
a
r
が
制
定
法
に
よ
る
規
律
を
基
本
的
に
受
け
な
い
の
に
対
し
て
、
ソ
リ
シ
タ
は
一
六

0
五
年
以
来
、
制
定
法

(77) 

に
よ
る
規
律
の
対
象
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
の
権
限
と
義
務
に
つ
い
て
も
一
九
七
四
年
の
ソ
リ
シ
タ
法
に
規
定
が
あ
り
ま

(78) 

す
。
そ
の
主
た
る
規
定
は
公
共
の
利
益
の
た
め
の
ソ
リ
シ
タ
の
業
務
水
準
の
維
持
に
関
す
る
も
の
で
す
。
教
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

(79) 

も
、
決
定
権
を
持
ち
ま
す
。

関
法

ソ
リ
シ
タ

Solicitor

五
六



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

五
七

L
a
w
 S
o
c
i
e
t
y
は
C
o
l
l
a
g
e
of L
a
w
と
い
う
学
校
も
運
営
し
て
お
り
、
大
学
卒
業
後
、
各
事
務
所
に
お
い
て
ト
レ
イ
ニ
ー
と
し
て
ニ

年
間
の
職
業
的
訓
練
を
受
け
る
前
に
必
ず
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
「
法
律
実
務
課
程

L
e
g
a
l
Practice C
o
u
r
s
e
 (
L
P
C
)
」
と
呼
ば
れ

る
一
年
間
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
中
心
と
し
た
実
務
教
育
の
コ
ー
ス
を
各
大
学
法
学
部
等
と
な
ら
ん
で
提
供
し
て
い
ま
す
。
意
見
を
公
表
し

ヽ

た
り

ソ
リ
シ
タ
に
つ
い
て
の
統
計
を
公
表
し
た
り
、
様
々
な
出
版
物
を
刊
行
す
る
と
い
っ
た
社
会
的
活
動
も
目
立
ち
ま
す
。
ま
た
、

L
a
w
 Society's G
a
z
e
t
t
e
は
広
く
読
ま
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
文
献
の
―
つ
で
す
。

I 
ソ
リ
シ
タ
の
実
務
の
規
律
と
懲
戒

ソ
リ
シ
タ
の
実
務
に
つ
い
て
の
規
律
や
懲
戒
を
行
う
権
限
は

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
に
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
控
訴
院
民
事
部
の
長
官
で
あ

(

8

0

)

(

8

1

)

 

る
M
a
s
t
e
r
of t
h
e
 Rolls
が
競
合
し
て
こ
の
権
限
を
有
し
ま
す
。
さ
ら
に
最
近
で
は
、
こ
う
し
た
事
項
に
つ
い
て
大
法
官
法
学
教
育
及

び
行
動
助
言
委
員
会
の
助
言
を
受
け
、
法
廷
弁
護
権
や
訴
訟
に
関
す
る
実
務
に
つ
い
て
は
明
文
で
そ
の
助
言
を
尊
重
す
る
こ
と
が
定
め
ら

(82) 

れ
て
い
ま
す
。

ソ
リ
シ
タ
の
実
務
に
お
け
る
行
動
基
準
は
「
ソ
リ
シ
タ
専
門
的
行
動
案
内

T
h
e
G
u
i
d
e
 to 
t
h
e
 Professional 
C
o
n
d
u
c
t
 of 

(83) 

Solicitors
」
と
い
う

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
の
出
版
物
に
よ
り
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

(84) 

ソ
リ
シ
タ
の
専
門
家
的
不
行
跡

professional
m
i
s
c
o
n
d
u
c
t
及
び
不
適
切
な
専
門
家
的
業
務
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の

L
a
w
S
o
c
i
e
 ,
 

ty
の
権
限
は
、
「
ソ
リ
シ
タ
苦
情
事
務
局

Solicitor's
C
o
m
p
l
a
i
n
t
s
 B
u
r
e
a
u
 (
S
C
B
)
 ／
ソ
リ
シ
タ
監
督
事
務
局

t
h
e
Office for t
h
e
 

(85) 

S
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n
 of Solicitors (
O
S
S
)
」
に
季
芹
江
さ
れ
て
い
ま
す
。
九
六
年
九
月
よ
り
S

C

B
は
O

S

S
と
改
名
さ
れ
ま
し
た
が
、
基
本
的

(86) 

な
人
材
及
び
業
務
は
同
一
で
あ
り
以
前
と
同
じ
建
物
で
職
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、

O

S

S
に
お
け
る
手
続
を
詳
し
く
扱
っ

た
資
料
が
現
在
手
元
に
な
い
の
で
、
以
下
で
は
S

B

C
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
た
手
続
に
つ
い
て
説
明
致
し
ま
す
。

（
一
七
九
）



第
四
八
巻
第
二
号

一
次
調
査
ユ
ニ
ッ
ト
は
専
門
家
的

（
一
八
0
)

(87) 

専
門
家
的
不
行
跡
と
は
専
門
家
間
に
お
い
て
「
不
名
誉
な
、
ま
た
は
嘆
か
わ
し
い
」
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す

が
、
全
て
の
行
動
基
準
違
反
が
そ
う
な
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
不
適
切
な
専
門
家
的
業
務
と
は
、
合
理
的
に
期
待
さ
れ
る
品
質

(88) 

を
有
し
な
い
業
務
の
提
供
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ソ
リ
シ
タ
に
対
す
る
苦
情
は
、
ま
ず
当
該
ソ
リ
シ
タ
に
、
そ
し
て
そ
の
上
役
で
あ
る
フ
ァ
ー
ム
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
持
ち
込
ま
れ
て
か
ら

で
な
け
れ
ば
S
C
B
に
そ
の
処
理
を
依
頼
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
最
初
に

S
C
B
の
登
録
係
に
お
い
て
さ
ら
に
考
慮
に
値
す
る
か
否

(89) 

か
が
評
価
さ
れ
ま
す
。
そ
の
段
階
を
通
過
し
た
苦
情
に
つ
い
て
は
、

S
C
B
の
一
次
調
査
ユ
ニ
ッ
ト
が
、
当
該
ソ
リ
シ
タ
が
顧
客
ケ
ア
規

則
に
従
っ
て
そ
の
苦
情
を
扱
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
し
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
す
で
に
顧
客
と
の
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
こ
と
が
多

(90) 

く
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
両
者
を
和
解
さ
せ
る
試
み
が
な
さ
れ
ま
す
。
和
解
は
S
C
B
の
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
カ
等
が
担
当
し
ま
す
。
和
解
が

成
立
し
な
い
場
合
に
は
、
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
カ
は
S
C
B
の
副
事
務
局
長
に
判
断
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
送
り
、
た
い
て
い
の
場
合
は
そ
の

(91) 

ケ
ー
ス
・
ワ
ー
カ
の
見
解
が
確
認
さ
れ
て
る
こ
と
で
終
わ
り
に
な
る
と
さ
れ
て
ま
す
。

し
か
し
、
和
解
が
成
立
せ
ず
、
さ
ら
に
問
題
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、

不
行
跡
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
の
か
、
不
適
切
な
専
門
家
的
業
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
決
定
し
、
前
者
を
S
C
B
の
行
動
ユ

ニ
ッ
ト

C
o
n
d
u
c
t
Unit
に
、
後
者
を
専
門
家
業
務
調
査
部
門
ま
た
は
評
価
部
門
へ
と
送
致
し
さ
ら
に
調
査
が
な
さ
れ
ま
す
。
調
査
は
ソ

(92) 

リ
シ
タ
の
フ
ァ
イ
ル
等
を
含
め
た
書
類
に
関
す
る
も
の
が
中
心
で
す
。
専
門
家
的
不
行
跡
の
定
義
が
困
難
な
た
め
間
違
っ
た
部
門
に
送
致

(93) 

さ
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
点
に
つ
い
て
法
律
業
務
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
が
注
意
を
促
し
て
い
ま
す
。
行
動
ユ
ニ
ッ
ト
ヘ
と
送
ら

れ
た
専
門
家
的
不
行
跡
の
疑
い
の
あ
る
ケ
ー
ス
は
そ
こ
で
さ
ら
に
考
慮
さ
れ
、
そ
う
思
わ
れ
る
場
合
に
は
裁
定
・
抗
告
委
員
会
の
中
の
行

動
委
員
会
、
ま
た
は
副
事
務
局
長
が
第
一
次
的
決
定
を
行
い
ま
す
。
さ
ら
に
抗
告
を
裁
定
・
抗
告
委
員
会
に
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
不

関
法

五
八



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

ソ
リ
シ
タ
の
登
録
の
削
除
を
求
め
る
場
合
に
は
、

S
C
B
を
通
し
て
、
ま
た
は
苦
情
申
立
人
が
直
接
に
一
定
の
手
続
を
と
る
こ
と
に
よ

(96)

（

97) 

り
、
ソ
リ
シ
タ
懲
戒
審
判
所
に
事
件
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
審
判
は
二
人
の
ソ
リ
シ
タ
と
一
人
の
素
人
が
構
成
す
る
パ
ネ

(98) 

ル
に
よ
り
な
さ
れ
ま
す
。
も
し
苦
情
が
証
明
さ
れ
た
場
合
、
審
判
は
次
の
権
限
を
有
し
ま
す
。
永
久
的
ま
た
は
一
時
的
な
職
務
登
録
か
ら

の
削
除
こ
ユ
千
ポ
ン
ド
未
満
の
罰
金
こ
法
律
扶
助
に
よ
る
業
務
か
ら
の
排
除
二
譴
責
。
さ
ら
に
審
判
所
は

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
に
対
し
て
不

適
切
な
専
門
家
的
業
務
に
つ
い
て
の
手
続
が
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
告
発
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
審
判
に
対
し
て
は
、
高
等
法
院
へ

ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

専
門
家
的
不
行
跡
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
処
置
が
可
能
で
す
。
勘
定
書
の
審
査
ニ
顧
客
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の

業
務
へ
の
介
入
る
顧
客
ま
た
は
そ
の
顧
客
の
新
し
い
ソ
リ
シ
タ
の
た
め
に
特
定
の
フ
ァ
イ
ル
を
回
収
す
る
た
め
の
介
入
益
夫
務
許
可
書
の

発
行
の
拒
絶

t
rレ
イ
ニ
ー
契
約
を
結
ぶ
こ
と
の
禁
止
こ
ノ
ア
ー
ム
の
投
資
ビ
ジ
ネ
ス
許
可
証
の
剥
奪
二
手
数
料
の
公
正
さ
を
評
価
す
る

た
め
に
例
え
ば
報
酬
証
明
書
を
得
る
な
ど
の
行
為
の
催
促
芦
打
動
に
つ
い
て
の
非
難
か
ら
裁
定
・
抗
告
委
員
会
へ
の
呼
び
出
し
及
び
委
員

長
に
よ
る
譴
責
、
等
で
す
。
さ
ら
に
、
委
員
会
は
賠
償
基
金
か
ら
ソ
リ
シ
タ
の
不
品
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
填
補
す
る
支
払
い
を
命

に
な
る
そ
れ
以
外
の
行
為
を
お
こ
な
う
よ
う
に
要
請
す
る
。

五
九

適
切
な
専
門
家
的
業
務
に
つ
い
て
も
評
価
部
門
を
経
て
ほ
ぼ
同
じ
手
続
に
乗
り
ま
す
が
、
不
行
跡
の
場
合
に
は
そ
の
こ
と
に
つ
き
「
合
理

的
疑
い
を
入
れ
な
い

b
e
y
o
n
d
a
 re
a
s
o
n
a
b
l
e
 d
o
u
b
t
」
の
証
明
が
必
要
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
不
適
切
な
専
門
家
的
業
務
の
場
合
に

(94) 

は
蓋
然
性
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
る
証
明
で
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

不
適
切
な
専
門
家
的
業
務
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
処
置
が
可
能
で
す
。
ソ
リ
シ
タ
ヘ
の
支
払
い
を
減
額

(95) 

す
る
玉
過
ち
を
修
正
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
~
一
千
ポ
ン
ド
ま
で
の
賠
償
を
支
払
う
よ
う
に
命
ず
る
二
S
C
B

が
指
定
す
る
顧
客
の
利
益

（
一
八
一
）



1
0
対
五
で
現
状
維
持
が
支
持
さ
れ
ま
し
た
。
八
三
年
に
は
サ
ッ

・
ソ
リ
シ
タ
は
不
動
産
譲
渡
手
続
業
務
を
こ
れ
か
ら
も
独
占
す
べ
き
か
。

・
バ
リ
ス
タ
は
法
廷
弁
護
権
を
こ
れ
か
ら
も
独
占
す
べ
き
か
。

・
バ
リ
ス
タ
と
ソ
リ
シ
タ
の
二
元
制
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
か
。

て
い
ま
し
た
。

の
上
訴
が
認
め
ら
れ
、
と
く
に
法
律
問
題
に
つ
い
て
は
控
訴
院
そ
し
て
貴
族
院
へ
の
上
訴
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

~ 
第
四
八
巻
第
二
号

（
一
八
二
）

さ
ら
に
、
高
等
法
院
、
ク
ラ
ウ
ン
・
コ
ー
ト
、
控
訴
院
は
ソ
リ
シ
タ
を
裁
判
所
の
職
員
0
fficer
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
、
と
く
に

(99) 

訴
訟
手
続
中
の
不
注
意
や
不
品
行
に
つ
い
て
賠
償
を
命
じ
る
等
の
裁
判
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

七
九
年
に
法
律
業
務
に
関
す
る

B
e
n
s
o
n
王
立
委
員
会
が
レ
ポ
ー
ト
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
次
の
三
点
が
検
討
さ
れ

第
一
点
い
つ
い
て
ベ
ン
ソ
ン
委
員
会
を
構
成
す
る
一
五
名
は
全
員
一
致
で
二
元
制
を
支
持
し
ま
し
た
。
第
二
点
に
つ
い
て
は
八
対
七
と

い
う
僅
差
で
現
状
維
持
が
支
持
さ
れ
ま
し
た
。
第
三
点
に
つ
い
て
は
、

チ
ャ
ー
政
権
に
よ
り
ベ
ン
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
を
受
け
入
れ
る
意
見
が
表
明
さ
れ
、
当
時
の
大
法
官
で
あ
っ
た

L
o
r
d
H
a
i
l
s
h
a
m
も
司

法
改
革
を
行
う
意
向
は
な
く
、
状
況
は
落
ち
着
い
た
か
に
見
え
ま
し
た
。

し
か
し
、
八
三
年
―
二
月
に
異
変
が
起
り
ま
し
た
。
ソ
リ
シ
タ
に
よ
る
不
動
産
譲
渡
業
務
の
独
占
を
廃
止
す
る
法
案
が
、
消
費
者
協
会

の
後
押
し
で
労
働
党
の
国
会
議
員
で
あ
る

M
i
t
c
h
e
l
l
氏
に
よ
り
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
、
大
方
の
予
測
に
反
し
て
通
過
す
る
と
い
う
事
態

が
生
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
ク
リ
ス
マ
ス
休
暇
中
に
、
大
法
官
の
見
解
に
反
し
て
内
閣
は
意
見
を
変
え
、
そ
の
法
案
を
政
府

案
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

バ
リ
ス
タ
と
ソ
リ
シ
タ
ニ
専
門
家
集
団
の
職
域
を
め
ぐ
っ
て

関
法

六
〇



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

八
年
に
は
そ
れ
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

六

こ
の
意
見
は
八
四
年
二
月
に
表
明
さ
れ
、

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
 Justice A
c
t
 1
9
8
5

と
し
て
つ
い
に
制
定
法
化
さ
れ
る
に
い
た
り
ま
し

た
。
そ
の
第
二
部
に
お
い
て

L
i
c
e
n
s
e
d
C
o
n
v
e
y
a
n
c
e
r
が
ソ
リ
シ
タ
と
競
合
し
て
不
動
産
譲
渡
手
続
業
務
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
制
定
法
は
八
五
年
に

R
o
y
a
l
A
s
s
e
n
t
を
得
て
八
七
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
初
の

L
i
c
e
n
s
e
d
C
o
n
v
e
y
a
n
c
e
r
が
実
務
を
行
う

し
か
し
、
現
実
に
は
、
八
七
年
よ
り
も
か
な
り
前
の
段
階
か
ら
状
況
の
変
化
が
始
り
ま
し
た
。
当
時
、
不
動
産
譲
渡
手
続
業
務
の
収
入

は
ソ
リ
シ
タ
の
収
入
の
半
分
を
占
め
て
い
た
と
さ
れ
、
そ
の
独
占
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
非
常
に
強
い
危
機
意
識
を
呼
び
起
こ
し
ま
し
た
。

八
四
年
十
月
に
は

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
は
、
そ
れ
ま
で
制
限
さ
れ
て
い
た
ソ
リ
シ
タ
の
宣
伝
活
動
を
解
禁
し
ま
し
た
。
そ
し
て
驚
く
こ
と
に
、

八
五
年
一
月
に
は
そ
れ
ま
で
の
不
動
産
譲
渡
手
続
の
手
数
料
が
そ
れ
ま
で
の
四
分
の
三
か
ら
三
分
の
二
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
は
、
ソ
リ
シ
タ
が
不
動
産
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
同
様
に
不
動
産
を
売
買
す
る
こ
と
を
認
め
、
さ
ら
に
会
社

(loo) 

を
設
立
す
る
こ
と
を
認
め
ま
し
た
。
ま
た
、
ソ
リ
シ
タ
が
不
動
産
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
や
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
建
物

建
設
に
融
資
を
行
う
組
識
か
ら
の
仕
事
を
一
括
し
て
引
き
受
け
る
取
り
決
め
を
す
る
こ
と
は
従
来
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
八

さ
ら
に
八
四
年
の
政
府
の
決
定
を
受
け
て
、

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
は
B
a
r
の
上
級
裁
判
所
に
お
け
る
法
廷
弁
護
権
の
独
占
へ
の
攻
撃
を
開

始
し
ま
し
た
。
伝
統
的
に
、
二
つ
の
法
律
家
間
の
関
係
は
明
確
な
職
域
の
区
別
が
あ
り
、
信
頼
関
係
が
形
成
さ
れ
た
い
た
と
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
八
四
年
三
月
に

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
の
評
議
会
は
バ
リ
ス
タ
の
上
級
裁
判
所
に
お
け
る
法
廷
弁
護
権
の
独
占
の
廃
止
を
強
く
要
求

す
る
決
議
を
し
た
た
め
、

B
a
r
の
反
感
を
買
う
と
い
う
事
態
が
生
じ
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
、
激
し
い
応
酬
が
双
方
で
な
さ
れ
、
「
刺
々
し

(101) 

＜
品
格
を
欠
-
v
undignified
」
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
た
た
め
に
、
大
法
官
L
o
r
d
H
a
i
l
s
h
a
m
の
助
言
に
よ
り
、

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
と
L
a
w

こ
と
が
許
可
さ
れ
ま
し
た
。

（
一
八
三
）



第
四
八
巻
第
二
号

（
一
八
四
）

S
o
c
i
e
t
y
は
共
同
の
委
員
会
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
八
六
年
四
月
に
発
足
し
た
委
員
会
は
、

B
a
r
か
ら
五
名
、

ソ
リ
シ

タ
か
ら
五
名
、
そ
れ
以
外
の
独
立
の
立
場
か
ら
五
名
を
加
え
た
も
の
で
、
委
員
長
は

L
a
d
y
M
a
r
r
e
が
つ
と
め
ま
し
た
。
八
八
年
七
月
に

レ
ポ
ー
ト
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
間
の
八
八
年
三
月
に

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
of T
r
a
d
e
 a
n
d
 I
n
d
u
s
t
r
y
が
発
行
し
た
「
制
限

的
取
引
慣
行
政
策
の
見
直
」
と
題
さ
れ
た

C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
P
a
p
e
r
に
よ
り
、
法
律
専
門
家
を
含
め
制
限
的
実
務
を
み
と
め
た
立
法
を
廃
止

す
る
政
府
の
政
策
が
示
唆
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
そ
の
一
年
後
の
八
九
年
一
月
二
五
日
に
当
時
の
大
法
官
で
あ
っ
た

L
o
r
d
M
a
c
k
a
y
が

(Ioo) 

発
表
し
た
か
な
り
過
激
な
司
法
改
革
を
提
示
し
た

G
r
e
e
n
P
a
p
e
r
s
に
基
礎
付
け
を
与
え
る
も
の
と
な
り
ま
す
。

M
a
r
r
e
委
員
会
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
結
局
は
ソ
リ
シ
タ
の
法
廷
弁
護
権
の
拡
張
に
つ
い
て
は
意
見
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま

(103) 

に
終
わ
り
、
こ
う
し
た
状
況
を
突
い
て
、
当
時
の
大
法
官
で
あ
る

L
o
r
d
M
a
c
k
a
y
が
司
法
改
革
に
つ
い
て
の

G
r
e
e
n
P
a
p
e
r
s
を
発
表

す
る
と
の
予
告
を
八
八
年
十
月
二
四
日
に
前
触
れ
な
く
お
こ
な
い
ま
し
た
。

G
r
e
e
n
P
a
p
e
r
s
の
作
成
に
あ
た
り
誰
が
事
前
の
協
議
の
中

心
と
な
っ
た
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
様
々
な
政
府
の
部
局
の
官
吏
を
中
心
と
す
る
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
行

(IIN) 

政
部
門
で
あ
る

L
o
r
d
Chancellor's D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
の
官
吏
が
議
長
を
務
め
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

八
九
年
一
月
二
五
日
の
三
つ
の

G
r
e
e
n
P
a
p
e
r
s
の
目
的
は
、
法
律
専
門
家
の
能
力
の
確
保
を
条
件
と
し
て
、
最
も
効
率
的
で
効
果
的

な
法
律
業
務
編
成
が
最
も
経
済
的
な
価
格
で
国
民
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
端
的
に
言
え
ば
法
律
専
門
職

に
市
場
の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
色
合
い
の
濃
い

G
r
e
e
n
P
a
p
e
r
を
公
表
し
た

L
o
r
d

（
瑯
）

M
a
c
k
a
y
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

B
a
r
の
出
身
で
は
な
く
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
法
廷
弁
護
士
で
あ
る

A
d
v
o
c
a
t
e
出
身
の
歴
代
初
の
大
法

官
で
あ
っ
た
こ
と
も
様
々
な
憶
測
を
呼
び
ま
し
た
。

政
府
は
一
月
二
五
日
か
ら
五
月
二
日
ま
で
の
非
常
に
短
い
協
議
期
間
し
か
設
定
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
関
心
が
各
方

関
法

六



面
よ
り
よ
せ
ら
れ
批
判
的
な
意
見
も
多
く
表
明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
か
な
り
ト
ー
ン
・
ダ
ウ
ン
し
た

W
h
i
t
e
P
a
p
e
r
 

が
公
表
さ
れ
、
そ
れ
が
「
裁
判
所
及
び
法
律
業
務
法
一
九
九
0
」
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

G
r
e
e
n
 P
a
p
e
r
か
ら
は
か
な
り
後
退
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
司
法
シ
ス
テ
ム
に
様
々
な
歴
史
的
改
革
を
導
入
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
級
裁
判
所
に
お
け
る
法
廷
弁
護
権
は
、

バ
リ
ス
タ
以
外
に
も
拡
張
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
ソ
リ
シ
タ
が
Q
C
と
な
り
、
上
級
裁
判
官
と
な
る
道
も
開
け
ま
し
た
。
ま
た
、

法
学
教
育
と
行
動
基
準
に
つ
い
て
検
討
す
る
実
務
法
律
家
以
外
を
多
数
と
す
る
助
言
委
員
会
を
大
法
官
が
設
け
る
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
、

そ
の
結
果
と
し
て
「
大
法
官
法
学
教
育
及
び
行
動
助
言
委
員
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。
法
律
専
門
家
の
苦
情
処
理
に
つ
い
て
監
視
す
る
法

律
業
務
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
も
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
あ
る
程
度
の
規
制
緩
和
は
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
司
法
を
根
本
的
に
変
え
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い

と
評
価
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
伝
統
的
な
法
律
家
二
元
制
の
長
所
は
十
分
に
評
価
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
長
所
を
殺
さ
な
い
よ
う
に
慎
重
に
改

(loo) 

革
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

六

一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
し
て

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
司
法
制
度
の
際
立
っ
た
特
徴
の
―
つ
は
、
専
門
職
と
し
て
の
裁
判
官
の
人
数
の
少
な
さ
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
職

業
裁
判
官
は
現
在
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
体
で
約
一
千
名
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
呼
ば
れ
る
判
例
法
の
形
成
に
直
接
的
な
役
割

(107) 

を
果
た
す
高
等
法
院
以
上
の
裁
判
官
（
上
級
裁
判
官
）
は
百
五
十
名
足
ら
ず
で
す
。
上
級
裁
判
官
は
、
ほ
と
ん
ど
が
長
い
弁
護
士
実
務
の

経
験
を
持
つ
者
（
実
際
上
Q
C
)
の
中
か
ら
任
用
さ
れ
ま
す
。
彼
ら
は
社
会
的
に
非
常
に
高
い
ス
テ
イ
タ
ス
を
現
在
で
も
維
持
し
て
お
り
、

司
法
制
度
と
法
文
化
の
概
観

（
一
八
五
）



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
裁
判
所
に
つ
い
て
[
チ
ャ
，
ト

No
ー
後
掲
参
照
]

と
い
う
こ
と
は
確
か
で
す
。

そ
れ
が
社
会
に
お
け
る
司
法
の
尊
重
を
支
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
う
し
た
小
人
数
で
大
量
の
事
件
を
さ
ば
く
こ
と
を
可
能
に

す
る
要
因
は
、

第
四
八
巻
第
二
号

ソ
リ
シ
タ
も
含
め
た
高
品
質
の
法
律
家
達
が
法
律
的
検
討
を
か
な
り
加
え
た
上
で
事
件
が
裁
判
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
い
う

点
が
ま
ず
指
摘
で
き
ま
す
。
ま
た
、
裁
判
官
と
法
廷
弁
護
を
担
当
す
る
バ
リ
ス
タ
が
同
様
の
養
成
教
育
を
受
け
そ
の
後
も
同
じ
職
業
文
化

の
中
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
、
相
互
の
意
思
の
疎
通
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
と
い
う
点
で
重
要
で
す
。
さ
ら
に
、
法
廷
弁
護
を
行
う
者
が

対
審
構
造
の
中
で
訴
訟
の
進
行
に
つ
い
て
重
要
な
責
任
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
大
陸
法
に
お
け
る
裁
判
官
の
役
割
を
部
分
的
に
肩
代
わ
り

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
訴
訟
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
先
例
や
学
説
な
ど
の
資
料

は
す
べ
て
弁
護
士
が
コ
ピ
ー
を
用
意
し
て
裁
判
官
に
提
出
し
ま
す
。
こ
う
し
た
情
況
に
よ
り
裁
判
官
の
負
担
が
か
な
り
軽
減
さ
れ
て
い
る

>
司
法
制
度
概
観

こ
こ
で
は
、
民
事
司
法
に
つ
い
て
の
み
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
司
法
制
度
は
、
裁
判
制
度
以
外
も
含
め
て
事

物
管
轄
の
重
複
が
か
な
り
目
立
ち
、
複
雑
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。
筆
者
の
印
象
で
は
、
ま
る
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

W
W
W
の
よ
う
で

（
應
）

す
。
裁
判
所
だ
け
に
関
し
て
も
事
物
管
轄
の
重
複
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
に
様
々
な
行
政
審
判
所
T
r
i
b
u
n
a
l
と
呼
ば
れ
る
機
関

（暉）

が
あ
り
、
さ
ら
に
市
民
に
対
し
て
法
律
的
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
が
存
在
し
ま
す
。
し
か
し
、
ガ

イ
ダ
ン
ス
さ
え
う
ま
く
行
け
ば
様
々
な
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
う
ま
く
合
っ
た
も
の
が
見
つ
け
ら
れ
る
と
い
え
そ
う
で
す
。
サ
ー
ビ
ス
の
多
様

性
と
い
う
点
で
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
ガ
イ
ド
を
作
る
こ
と
に
か
け
て
プ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
は
非
常
に
周
到
で
す
か
ら
、

喜
性
と
複
雑
さ
が
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
し
て
い
る
と
は
決
し
て
断
定
で
き
ま
せ
ん
。

! 関
法

六
四

（
一
八
六
）



考
え
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

一
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
ソ
リ
シ
タ
に
相
談
し
、

六
五

裁
判
所
だ
け
を
と
っ
て
も
日
本
の
よ
う
に
す
っ
き
り
し
た
制
度
と
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
民
事
事
件
の
第
一
審
を
引

(lll) 
す。

(110) 

き
受
け
る
の
は
、
高
等
法
院

H
i
g
h
C
o
u
r
t
と
県
裁
判
所

C
o
u
n
t
y
C
o
u
r
t
で
（
ご
く
例
外
的
に
治
安
判
事
裁
判
所

Magistrate

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
高
等
法
院
以
上
の
裁
判
所
の
判
例
の
み
が
先
例
を
構
成
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
判
例
法
た
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
構

(112) 

成
す
る
の
は
、
基
本
的
に
は
高
等
法
院
、
控
訴
院
、
そ
し
て
貴
族
院
の
判
決
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
金
銭
の

(113) 

請
求
事
件
の
非
常
に
多
く
が
県
裁
判
所
で
処
理
さ
れ
ま
す
。
県
裁
判
所
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
約
二
四
0
あ
り
ま
す
。

（
山
）

九
六
年
に
県
裁
判
所
が
引
き
受
け
た
手
続
き
の
数
は
二
三
四
万
件
に
の
ぼ
り
ま
す
。

た
こ
と
か
ら
、
県
裁
判
所
の
事
物
管
轄
は
広
が
り
、
す
べ
て
の
契
約
、
不
法
行
為
に
関
す
る
事
件
及
び
土
地
の
返
還
に
関
す
る
事
件
を
扱

(115) 

う
こ
と
が
で
き
、
管
轄
が
高
等
法
院
女
王
座
部
と
大
き
く
重
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
民
事
事
件
に
関
し
て
、
九
六
年
に
高
等
法
院

H
i
g
h
C
o
u
r
t
で
開
始
さ
れ
た
手
続
き
は
女
王
座
部

Q
u
e
e
n
'
s
B
e
n
c
h
 

Division
が
一
四
万
三
千
件
、
衡
平
法
部

C
h
a
n
c
e
r
y
Division
が
四
万
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
控
訴
院
民
事
部
は
一
―
二
七
件
の
事
件

(116) 

を
処
理
す
る
に
止
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
貴
族
院

H
o
u
s
e
of L
o
r
d
s
が
扱
う
上
告
の
数
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら

(111) 

の
も
の
を
含
め
て
五
八
件
と
い
う
数
字
で
す
。

そ
の
社
会
に
お
い
て
法
律
が
果
た
す
役
割
を
知
る
に
は
、
民
事
的
ト
ラ
ブ
ル
の
母
数
に
対
し
て
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
法
律
的
方
法
が

用
い
ら
れ
た
件
数
を
比
較
す
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
意
義
を
持
ち
ま
す
。
人
身
侵
害
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
一
九
八
四
年
の
調
査
で
は
、

二
週
間
以
上
の
治
癒
期
間
を
要
す
る
一
七
―
―
件
の
ラ
ン
ダ
ム
・
サ
ン
プ
ル
の
う
ち
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
損
害
賠
償
を
要
求
す
る
こ
と
を

C
o
u
r
t
が
扱
う
こ
と
が
有
り
得
ま
す
。
）

―
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
が
損
害
賠
償
を
得
た
と
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
賠
償
を
得
た
件
数

（
一
八
七
）

一
九
九
一
年
か
ら
請
求
額
の
上
限
制
限
が
な
く
な
っ



れ
ま
す
。

裁
判
官

位
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

第
四
八
巻
第
二
号

（
一
八
八
）

の
う
ち
四

0
パ
ー
セ
ン
ト
足
ら
ず
が
訴
を
提
起
し
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
こ
の
う
ち
の
五
件
の
み
が
口
頭
弁
論
終
結
の
段
階

に
ま
で
行
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
も
と
の
事
件
数
か
ら
い
え
ば
、
訴
訟
が
終
了
す
る
ま
で
に
い
た
っ
た
の
は

0
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う

(118) 

こ
と
に
な
り
ま
す
。
解
決
が
訴
訟
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
、
法
律
に
重
き
を
お
く
社
会
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
望
ま
し
こ
と
と
は

い
え
ま
せ
ん
。
当
事
者
の
経
済
的
負
担
や
労
力
、
社
会
的
コ
ス
ト
な
ど
か
ら
も
訴
訟
万
能
論
に
は
大
き
な
実
践
上
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は

否
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
法
律
の
専
門
家
で
あ
る
ソ
リ
シ
タ
に
相
談
し
た
件
数
が
総
件
数
の
一
四
％
を
占
め
る
の
は
、
か
な
り
高
い

数
値
と
い
え
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
ソ
リ
シ
タ
が
そ
れ
だ
け
身
近
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

リ
シ
タ
が
関
与
し
た
場
合
、

! 

ソ

つ
ま
り
当
事
者
が
法
律
を
背
景
と
し
た
解
決
を
望
ん
だ
と
思
わ
れ
る
場
合
で
も
、
和
解
は
非
常
に
重
要
な
地

(119)

（

120) 

こ
こ
で
は
主
と
し
て
上
級
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
官
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
高
等
法
院
の
裁
判
官
は

Justice
of t
h
e
 H
i
g
h
 C
o
u
r
t
 

と
呼
ば
れ
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
ナ
イ
ト
の
称
号
が
与
え
ら
れ
ま
す
が
、
例
え
ば
判
例
集
で
は

M
r
Justice S
w
a
l
l
o
w
と
い
う
よ
う

に
書
か
れ
ま
す
。
控
訴
院
の
裁
判
官
は

L
o
r
d
Justice o
f
 A
p
p
e
a
l
と
よ
ば
れ
、
通
常
は
同
時
に
枢
密
院
の
メ
ン
バ
ー
に
も
任
命
さ
れ
ま

す
。
判
例
集
で
は

S
w
a
l
l
o
w
J
と
記
載
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
貴
族
院
の
裁
判
官
に
な
れ
ば

L
o
r
d
of A
p
p
e
a
l
 in O
r
d
i
n
a
r
y
 
(
通
称

L
a
w
 L
o
r
d
s
)

と
な
り
、

L
o
r
d
Justice S
w
a
l
l
o
w
と
記
載
さ
れ
ま
す
。
こ
の
段
階
で
、
通
常
、
終
身
の
責
族
と
し
て
の
地
位
が
与
え
ら

裁
判
官
の
出
身
階
層
は
当
然
に
バ
リ
ス
タ
と
ほ
ぼ
同
様
と
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

U
p
p
e
r
C
l
a
s
s
か
U
p
p
e
r
M
i
d
d
l
e
 C
l
a
s
s
の
出

(121) 

身
者
が
四
分
の
三
以
上
を
占
め
、

O
x
b
r
i
d
g
e
卒
業
者
が
大
半
を
占
め
ま
す
。
ま
た
現
在
の
と
こ
ろ
男
性
が
圧
倒
的
多
数
で
す
。
し
か
し
、

関
法

六
六



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

裁
判
官
の
主
た
る
供
給
源
で
あ
る
バ
リ
ス
タ
に
な
る
者
の
範
囲
が
徐
々
に
広
が
っ
て
き
て
お
り
女
性
も
増
加
し
つ
つ
あ
る
の
で
、
将
来
こ

う
し
た
傾
向
は
緩
和
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
上
級
裁
判
官
の
任
用
に
お
い
て
も
、
出
身
、
民
族
、
性
別
な
ど
に
よ

る
バ
イ
ア
ス
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
方
向
は
示
さ
れ
て
来
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
積
極
的
差
別
positive
discrimination
を
制
度
化
す
る

（四）

に
は
い
た
っ
て
い
ま
せ
ん
。

； 
任
用
と
昇
進

六
七

(123) 

上
級
裁
判
官
に
な
る
に
は
形
式
的
に
は
高
等
法
院
で
の
最
低
一

0
年
以
上
の
法
廷
弁
護
の
経
験
が
必
要
で
す
が
、
実
際
に
は
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
、
二

0
ー
三
0
年
の
経
験
を
有
す
る
Q
C
の
中
か
ら
選
ば
れ
ま
す
。
循
環
裁
判
官
な
ど
下
級
裁
判
官
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
の
登

(以）

用
も
あ
り
ま
す
が
少
数
に
過
ぎ
ず
、
少
な
く
と
も
完
全
な
シ
ス
テ
ム
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

任
用
の
実
質
的
権
限
は
大
法
官
が
有
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
メ
リ
ッ
ト

m
e
r
i
t
」
に
基
づ
い
て
人
選
が
行
わ
れ
ま
す
。
メ
リ
ッ
ト
の

内
容
は
具
体
的
に
明
確
に
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
よ
い
性
格
、
法
廷
弁
護
士
等
の
職
務
に
お
け
る
成
功
、
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
、
健
康
な

(125) 

ど
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
任
用
さ
れ
た
者
の
年
齢
は
通
常
は
五
0
歳
台
で
す
が
、
四
0
歳
台
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
最
年
少
は
四
二

(126) 

歳
で
す
が
最
近
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
選
任
の
プ
ロ
セ
ス
は
従
来
非
公
開
で
し
た
が
九
八
年
二
月
二
四
日
に
歴
史
上
は
じ
め
て
タ
イ
ム

(127) 

ズ
の
紙
面
に
高
等
法
院
裁
判
官
の
公
募
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

元
来
、
上
級
裁
判
官
に
は
昇
進
の
シ
ス
テ
ム
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
時
点

に
お
い
て
暗
黙
の
昇
進
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
0

[
裁
判
官
の
任
用
昇
進
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
チ
ャ
ー
ト
N
o
2
後
掲

（虚）

を
参
照
く
だ
さ
い
o
]

ま
た
、
循
環
裁
判
官
か
ら
の
登
用
も
少
数
で
す
が
規
則
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
貴
族
院
や

(129) 

控
訴
院
の
裁
判
官
は
そ
の
直
下
の
裁
判
所
か
ら
昇
格
す
る
こ
と
が
明
確
な
慣
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。
バ
リ
ス
タ
か
ら
控
訴
院
へ
の
直
接
の

（
一
八
九
）



第
四
八
巻
第
二
号

（国）

登
用
や
、
高
等
法
院
か
ら
貴
族
院
へ
の
昇
格
は
現
在
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
幸
い
な
こ
と
に
、
裁
判
官
が
昇
格
病
に
と
り
つ
か
れ
て
い

(131) 

る
証
拠
は
存
在
し
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

i 
政
治
的
中
立
性

（一九
0
)

遥）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
に
は
い
ろ
い
ろ
と
問
題
も
あ
り
ま
し
た
力
、
現
時
点
に
お
い
て
は
か
な
り
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
い
え

そ
う
で
す
。

裁
判
官
の
任
用
に
つ
い
て
は
、

L
o
r
d
H
a
l
d
a
n
e
が
大
法
官
で
あ
っ
た
一
九
―
二
年
か
ら
一
九
一
五
年
の
間
に
、
高
度
の
法
律
的
及
び

専
門
的
な
資
格
功
績
の
み
を
基
礎
と
し
て
任
用
す
る
と
い
う
方
針
が
導
入
さ
れ
て
以
来
、
今
日
ま
で
基
本
的
に
そ
れ
が
守
ら
れ
て
い
る
と

（

m）
 

さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
国
王
の
法
律
に
関
す
る
最
高
位
の
官
吏
で
あ
る

Attorney-General
(
A
G
)
及
び
そ
の
補
佐
で
あ
る

Solicitor-Gener,
 

（山）

al 
(
s
G
)
は
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
例
外
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

A

G
は
法
務
長
官
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
政
府
に
対
し
て

(135) 

法
律
的
な
助
言
を
行
い
、
ま
た
ハ
ー
グ
の
国
際
司
法
裁
判
所
や
欧
州
人
権
裁
判
所
に
お
い
て
国
の
代
表
と
し
て
訴
訟
活
動
を
行
い
ま
す
。

多
く
の
刑
事
事
件
に
お
い
て
、
訴
を
提
起
す
る
に
は
A

G
の
同
意
が
必
要
と
さ
栢
、
公
訴
官
や
公
訴
局

C
r
o
w
n
Prosecution Service 

を
監
督
す
る
地
位
で
も
あ
り
ま
す
。
刑
事
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
決
定
す
る
際
に
は
、
独
立
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す。

A

G
及
び
s

G
は
、
バ
リ
ス
タ
の
資
格
を
有
す
る
与
党
の
衆
議
院
議
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
ま
す
が
、
時
と
し
て
内
閣
の
中
か
ら
選
ぱ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

A

G
は

B
a
r
の
長
と
し
て
の
地
位
も
兼
ね
て
お
り
、

B
a
r
の
総
会
を
主
催
し
ま
す
。

A

G
経
験
者
は
、
歴
史
的
に
ほ
と
ん
ど
の
場
合
上
級
裁
判
官
で
高
等
法
院
女
王
座
部
及
び
控
訴
院
刑
事
部
の
長
官
で
あ
る

L
o
r
d

面

）

（

138
）

Chief J
 ust1ce
に
任
命
さ
れ
て
来
ま
し
た
。
し
か
し
一
九
四
五
年
以
降
は
方
針
が
変
え
ら
れ
、
政
治
家
と
し
て
の
経
験
を
持
た
な
い
者

関
法

六
八



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

高
等
法
院
家
族
部
長
官
、
衡
平
法
部
長
官
、
控
訴
院
裁
判
官
~
―
二
四
五
五
一
ポ
ン
ド
（
約
二
九0
0

万
円
）

―
―
二

0
)
―
ポ
ン
団
（
約
二
六
0
0

万
円
）

し
か
し
、
彼
ら
の
大
多
数
が
Q
C
出
身
で
あ
り
、

Q
C
の
年
収
が
平
均
二
五
万
ポ
ン
ド
と
す
れ
ば
、

Q
C
が
自
営
業
で
事
務
所
な
ど
の

コ
ス
ト
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
か
な
り
の
収
入
減
を
覚
悟
し
て
裁
判
官
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
と
は
い
え
、
上

級
裁
判
官
に
な
る
こ
と
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
実
務
家
の
夢
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
裁
判
官
へ
の
登
用
を
断
っ
て
Q
C
と

(114) 

し
て
の
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

内
閣
と
運
命
を
共
に
す
る
大
法
官
を
除
い
て
、
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
「
不
謹
慎
な
行
為
の
な
い
限
り
d
u
r
i
n
g
g
o
o
d
 b
e
h
a
v
i
o
u
r」

(115)

（

園

）

（

W
）

定
年
ま
で
そ
の
職
を
維
持
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
制
定
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
。
貴
族
院
裁
判
官
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

(llB) 

た
だ
し
、
女
王
が
勅
語
を
両
議
院
に
な
す
こ
と
に
よ
り
解
任
さ
れ
得
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
身
分
保
障
は
一
七
0
0年
に
制
度

(119) 

化
さ
れ
て
以
来
ず
っ
と
続
い
て
い
ま
す
。

高
等
法
院
裁
判
官

(
M
)
 

高
等
法
院
女
王
座
部
長
官
~

(112) 

控
訴
院
民
事
部
長
官
、
貴
族
院
裁
判
官

か
ら

L
o
r
d
C
h
i
e
f
 Justice
が
選
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
A
G
.
s
G
を
経
験
し
た
後
に
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
に

（

曲

）

な
っ
た
者
は
二
名
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
地
位
を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
大
法
官
は
三
名
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

i 
給
与
と
身
分
保
障

六
九

(llO) 

上
級
裁
判
官
に
は
か
な
り
高
額
の
給
料
が
支
払
わ
れ
ま
す
。
九
七
年
現
在
の
年
収
は
以
下
の
通
り
で
す
。

一
四
0
0
0
八
ポ
ン
ド
（
約
三
二

0
0
万
円
）

一
三
一

0
三
四
ポ
ン
ド
（
約
三

0
0
0
万
円
）（

一
九
一
）



女
王
座
部
に
て
行
う
裁
判
官
が
最
早
資
格
を
有
し
な
い
職
務
を
継
続
す
る
こ
と
の
差
止
請
求

injunction
の
手
続

刑
事
法
違
反
の
有
罪
判
決

こ
れ
ら
の
場
合
に
お
け
る
「
不
謹
慎
な
行
為
」
は
職
務
上
の
義
務
の
履
行
に
関
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は

(150) 

刑
事
法
違
反
か
道
徳
的
悪
性
（
破
廉
恥
）
に
関
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
裁
判
官
は
国
会
に
よ
る
制
定
法
に
よ
り

(151) 

理
由
に
問
わ
ず
、
ま
た
は
国
会
に
お
け
る
弾
劾
裁
判
に
よ
り
、
解
任
さ
れ
得
ま
す
。
女
王
の
勅
語
に
よ
る
手
続
は
、
な
お
行
わ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
は
や
や
緩
や
か
な
意
味
で
「
不
謹
慎
な
行
い
」
が
あ
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
で

(152) 

あ
ろ
う
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
私
的
な
不
道
徳
な
行
為
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
学
教
育
は
、
他
の
英
米
法
系
の
諸
国
と
同
じ
く
、
法
律
家
養
成
教
育
と
言
い
換
え
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
法
律
学
を
人
文
科
学

Liberal
A
r
t
s
の
一
分
野
で
あ
る
と
捉
え
る
考
え
方
は
必
ず
し
も
十
分
に
浸
透
し
て

(153) 

い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

ニ
・
四
・
一

(3) (2) 

法
学
教
育
と
法
曹
資
格
認
定
に
つ
い
て

ニ
・
四
法
学
教
育
[
チ
ヤ
ー
ト
N
O
3
後
掲
参
照
]

る
手
続

(1) 
不
謹
慎
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合
の
解
任
の
手
続
は
次
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
。

関
法

第
四
八
巻
第
二
号

七
〇

（
一
九
二
）

そ
の
裁
判
官
の
職
務
を
任
命
し
た
開
封
勅
許
状
を
撤
回
す
る
た
め
女
王
座
部
に
て
行
う
告
知
令
状

writ
of scire facias
に
よ



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

権
限
は
、
バ
リ
ス
タ
に
関
し
て
は

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
に、

七

原
則
的
に
は
バ
リ
ス
タ
と
ソ
リ
シ
タ
で
別
の
資
格
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
現
在
、
法
学
教
育
の
見
直
し
作
業
を
行
っ
て
い

る
大
法
官
法
学
教
育
及
び
行
動
助
言
委
員
会
の
提
案
が
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
ま
す
が
、
資
格
取
得
の
た
め
の
要
件
を
定
め
る
一
次
的
な

ソ
リ
シ
タ
に
関
し
て
は

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
に
属
し
ま
す
。
両
法
律
家
の
資
格
認
定

要
件
の
差
は
小
さ
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
大
学
教
育
を
終
え
た
後
の
職
業
的
教
育
段
階
で
は
、
今
な
お
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
教
育
方
法

現
時
点
に
お
け
る
法
律
家
養
成
教
育
の
概
要
に
つ
い
て
は
フ
ロ
ー
・
チ
ャ
ー
ト

N
O
3
後
掲
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
ソ
リ
シ
タ
に
つ
い
て

も
バ
リ
ス
タ
に
つ
い
て
も
、
大
学
法
学
部
に
お
け
る
学
問
的
教
育
段
階
と
そ
の
後
の
職
業
的
教
育
段
階
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
職
業
的
教
育

(151) 

段
階
は
、
さ
ら
に
学
校
に
お
い
て
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
中
心
に
行
わ
れ
る
段
階
と
、
実
際
に
見
習
い
と
し
て
チ
ャ
ン
バ
ー
や
フ
ァ
ー
ム
に
お

(155) 

い
て
教
育
を
受
け
る
オ
ン
・
ザ
・
ジ
ョ
ブ
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
段
階
と
に
分
か
れ
ま
す
。

法
律
家
の
資
格
認
定
に
お
い
て
、
日
本
の
よ
う
に
司
法
試
験
と
い
う
―
つ
の
試
験
に
非
常
に
大
き
な
比
重
を
置
く
の
で
は
な
く
、
段
階

的
に
教
育
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、
各
段
階
で
教
育
を
行
う
機
関
が
基
本
的
に
そ
の
段
階
に
お
け
る
評
価
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
最
終
的

な
職
業
的
教
育
を
担
当
す
る
バ
リ
ス
タ
の
チ
ャ
ン
バ
ー
や
ソ
リ
シ
タ
の
フ
ァ
ー
ム
を
見
つ
け
る
こ
と
が
リ
ク
ル
ー
ト
と
結
び
付
い
て
い
る

こ
と
が
多
く
、
試
用
期
間
的
な
意
味
合
い
を
通
常
有
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
将
来
の
職
場
か
ら
教
育
資
金
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
も
一

ニ
・
四
・
ニ

ニ
・
四
・
ニ
・
一

(157) 

大
学
学
部
段
階
に
お
け
る
教
育
に
つ
い
て
は
、
バ
リ
ス
タ
・
ソ
リ
シ
タ
の
双
方
に
共
通
の
も
の
と
す
る
姿
勢
が
現
在
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
学
に
お
け
る
法
学
教
育

(156) 

大
学
法
学
部

般
的
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
一
九
三
）



第
四
八
巻
第
二
号

バ
リ
ス
タ
に
な
る
者
は
以
前
か
ら
大
学
卒
業
者
が
多
数
を
占
め
て
い
ま
す
が
、
ソ
リ
シ
タ
に
関
し
て
も
九
三
ー
九
四
年
に
お
い
て
資
格
を

(158) 

一
七
％
が
他
学
部
の
学
位
を
有
す
る
者
で

P
g
D
L
/
C
P
E
の
コ
ー
ス
を
経
由
し
て
資

取
得
し
た
者
の
六
四
％
が
法
学
部
卒
業
者
で
あ
り
、

（血）

格
を
取
得
し
た
者
で
し
た
。

現
在
、
法
学
教
育
に
つ
い
て
は
大
法
官
法
学
教
育
及
び
行
動
助
言
委
員
会

(
A
C
L
E
C
)

が
あ
り
、
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
き
て
い
ま

(Ioo) 

す
。
し
か
し
、
そ
の
見
直
し
作
業
が
進
む
中
で
、
大
学
法
学
教
師
協
会

(
S
P
T
L
)

の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
に
法
律
家
に
な

る
た
め
に
大
学
で
教
育
を
受
け
る
べ
き
と
さ
れ
て
き
た
六
つ
の
「
核

C
o
r
e
」
と
な
る
科
目
を
、
七
つ
の
基
礎
的
科
目
に
増
や
す
声
明
が

(161) 

こ
の
二
つ
の
法
曹
団
体
の
機
関
の
共
同
で
九
五
年
一
月
に
発
表
さ
れ
、
科
目
と
し
て
は
欧
州
連
合
法
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。
具
体
的
な
モ

デ
ル
・
シ
ラ
バ
ス
や
最
低
授
業
時
間
は
規
定
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
法
律
科
目
の
学
習
が
大
学
学
部
教
育
全
体
に
お
け
る
学
生
の
学

習
量

w
o
r
k
,
 
load
に
対
し
て
、
三
年
間
の
課
程
に
お
い
て
は
二
分
の
一
以
上
を
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
七
つ
の
基
礎
科
目
の
学
習
量

（囮）

は
一
八
分
の
七
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
基
礎
的
な
法
律
的
調
査
を
行
う
技
術
を
習
得
す
る
必
要
も
定
め(163) 

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
独
立
の
科
目
を
設
け
る
必
要
は
な
く
、
法
律
の
学
習
の
中
で
教
授
さ
れ
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

七
つ
の
基
礎
的
科
目
は
次
の
通
り
で
す
。

債
務
法
I
（
契
約
法
及
び
不
当
利
得
法
）
、
債
務
法
Il
（
不
法
行
為
法
）
、
刑
事
法
、
衡
平
法
及
び
信
託
法
、
欧
州
連
合
法
、
物
権
法
、

公
法
（
憲
法
及
び
行
政
法
）

（
一
九
四
）

そ
し
て
、
将
来
法
律
家
の
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
が
大
学
法
学
教
育
に
お
い
て
達
成
す
べ
き
レ
ベ
ル
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い

関
法

七



(iii) 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

法
律
調
査
legal
r
e
s
e
a
r
c
h
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
特
に
次
の
よ
う
に
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
法
律
的
調
査
の
基
準
は
、
法
律
上
の
論
点
を
含
む
問
題
を
分
析
す
る
能
力
、
並
び
に
そ
の
調
査
を
通
じ
て
そ
の
解
決
を
提
供
す
る

の
能
力
。
そ
れ
は
以
下
の
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
含
む
。

., ,_＇ 

9

9

 

•1 
,
1
,
 

関
連
す
る
法
源
及
び
資
料
を
特
定
し
見
つ
け
出
す
。

法
律
を
当
該
問
題
の
事
実
に
適
用
し
、
提
示
さ
れ
た
論
点
に
満
足
の
い
く
解
答
を
作
成
す
る
。

そ
れ
ら
の
法
源
及
び
資
料
か
ら
重
要
な
諸
点
を
抽
出
す
る
。

つ
い
て
深
く
考
察
す
る
能
力
」

用
す
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
知
的
・
実
践
的
技
術

，
ー
、＞

 

,
1
,
 

(iv) 

七

「
法
律
学
知
識
の
基
礎
を
明
確
に
す
る
目
的
は
、
専
門
的
法
律
家
の
資
格
を
得
よ
う
と
意
図
す
る
全
て
の
学
生
が
次
の
こ
と
を
示
す
こ

,̀＇ 
"11 

,_， 
行
う
人
が
運
用
さ
れ
る
諸
制
度
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識

法
源
及
び
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
発
展
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
の
基
礎
的
知
識
ご
で
J

に
お
い
て
法
律
及
び
法
律
実
務
を

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
発
展
を
形
成
す
る
社
会
的
圧
力
又
は
そ
の
他
の
圧
力
に
つ
い
て
の
評
価

具
体
的
な
事
柄
に
つ
い
て
の
法
律
の
調
査
、
及
び
制
定
法
と
判
例
法
の
双
方
を
分
析
し
そ
れ
を
法
律
問
題
の
解
決
の
た
め
に
適

正
義
、
自
由
、
権
利
と
い
っ
た
基
本
的
な
社
会
的
概
念
、
並
び
に
そ
れ
ら
の
原
則
を
推
進
す
る
た
め
に
法
が
お
こ
な
う
貢
献
に

(iii) 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
支
え
る
基
礎
的
な
理
論
及
び
原
則
の
理
解

と
が
で
き
る
の
を
確
実
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ま
す
。

（
一
九
五
）



第
四
八
巻
第
二
号

二
•
四
・
ニ
・
ニ
他
学
部
卒
業
生
の
進
路
変
更

他
学
部
の
学
位
を
持
つ
者
で
法
律
家
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は
、

P
o
s
t
g
r
a
d
u
a
t
e
D
i
p
l
o
m
a
 in L
a
w
 (
P
g
D
L
)
ま
た
は

C
o
m,
 

（血）

m
o
o
 Professional E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 (
C
P
E
)
と
呼
心
伍
れ
る
一
年
間
の
コ
ー
ス
を
終
え
て
か
ら
、
職
業
的
教
育
段
階
に
移
行
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ソ
リ
シ
タ
に
な
る
場
合
に
は
ど
ち
ら
の
コ
ー
ス
で
も
構
い
ま
せ
ん
が
、
バ
リ
ス
タ
を
希
望
す
る
場
合
は

P
g
D
L
の
中
に
は

(165) 

B
a
r
 C
o
u
n
c
i
l
が
認
め
て
い
な
い
コ
ー
ス
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、

College
of L
a
w
や
様
々
な
大
学
法
学
部
等
で
提
供
さ
れ

る
一
年
間
の
コ
ー
ス
で
、
法
律
家
資
格
の
た
め
の
法
律
学
位
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
べ
き
七
つ
の
基
礎
科
目
と
―
つ
の
選
択
領
域
の
教

育
か
ら
成
り
ま
す
。

P
g
D
L
は
大
学
院
レ
ベ
ル
に
位
置
付
け
ら
れ
る
学
位
で
、
そ
の
コ
ー
ス
を
提
供
す
る
教
育
機
関
に
よ
っ
て
は
非
常
に

(loo) 

斬
新
な
内
容
の
も
の
や
法
学
修
士
等
の
大
学
院
の
正
規
の
コ
ー
ス
に
途
中
か
ら
進
路
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
一
年
間
の
課
程
は
「
転
換
コ
ー
ス

C
o
n
v
e
r
s
i
o
n
C
o
u
r
s
e」
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
法
学
部
を
卒
業
す
る
よ
り
も
短
期
間
で
大
学
段

階
の
法
学
教
育
を
終
え
ら
れ
る
た
め
に
か
え
っ
て
「
近
道

S
h
o
r
t,
 
C
u
t
s
」
と
な
り
、
十
分
な
法
学
教
育
が
お
こ
な
え
て
い
な
い
と
の
批

(Iii) 

判
が
な
さ
れ
、
大
法
官
法
学
教
育
及
び
行
動
助
言
委
員
会
が
九
六
年
に
公
表
し
た
新
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て
は
こ
の
転
換
コ
ー
ス
を
二
年
間

の
も
の
に
置
き
換
え
る
提
案
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
九
七
年
段
階
で

P
g
D
L
/
C
P
E
に
替
え
る
こ
と
の
で
き
る
二
年
間
の
上
級
法

(168) 

学
位

S
e
n
i
o
r
Status L
a
w
 D
e
g
r
e
e
の
コ
ー
ス
が
、

O
x
b
r
i
d
g
e
を
含
む
一
六
の
教
育
機
関
で
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

他
学
部
の
卒
業
生
が
法
律
家
に
な
る
た
め
の
正
規
の
教
育
課
程
が
整
備
さ
れ
て
い
る
の
は
．
そ
れ
自
体
非
常
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
今
後
ま
す
ま
す
大
学
法
学
部
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
に
よ
り
充
実
し
た
魅
力
の
あ
る
も
の
へ
と
変
革
さ
れ
て
い
く
こ
と
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

的
法
源
や
資
料
を
用
い
て
、
そ
れ
ら
の
解
答
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
。
」

関
法

七
四

（
一
九
六
）



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

ニ
・
四
・
三

バ
ー
職
業
教
育
課
程

B
v
c

職
業
的
教
育
段
階

七
五

―
ニ
ニ
八
名
が
入
学
を
認

職
業
的
教
育
段
階
は
バ
リ
ス
タ
と
ソ
リ
シ
タ
で
異
な
り
ま
す
。
バ
リ
ス
タ
に
な
る
場
合
に
は
、
ま
ず
「
バ
ー
職
業
教
育
課
程

B
a
r

V
o
c
a
t
i
o
n
a
l
 C
o
u
r
s
e
 (
B
V
C
)
」
と
呼
ば
れ
る
一
年
間
の
職
業
的
教
育
段
階
に
進
む
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
の
コ
ー
ス
は
こ
れ
ま
で

I
n
n
s

of C
o
u
r
t
 L
a
w
 S
c
h
o
o
l
の
み
が
提
供
し
て
き
ま
し
た
が
、
最
近
で
は
他
に
も

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
の
認
め
る
機
関
で
受
講
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
課
程
を
終
了
し
た
後
、
各
チ
ャ
ン
バ
ー
に
お
い
て
一
年
間
の
見
習
い
教
育
で
あ
る

Pupillage

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
バ
ー
職
業
教
育
課
程
へ
の
申
請
者
は
九
五
年
に
お
い
て
一
四
五
六
名
で
あ
り
、

(169) 

め
ら
れ
ま
し
た
。
過
去
の
実
績
か
ら
、
入
学
許
可
者
の
九
割
程
度
が
課
程
を
無
事
に
終
了
し
た
と
予
測
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
九
五
年
に
は

約
七

0
0名
分
の

Pupillage
の
席
が
用
意
さ
れ
、
そ
の
六
割
程
度
が
何
れ
か
の
チ
ャ
ン
バ
ー
に
お
い
て
事
務
所
を
得
た
と
推
測
さ
れ
ま

(170) 
す。

現
在
、
法
学
部
を
卒
業
し
た
後
に
ソ
リ
シ
タ
を
目
指
す
学
生
は
、

L
a
w
Society
が
運
営
す
る

C
o
l
l
e
g
e
of L
a
w
や
各
大
学
等
に
お

(171) 

い
て
提
供
さ
れ
る
「
法
律
実
務
課
程

L
e
g
a
l
Practice C
o
u
r
s
e
 (
L
P
C
)
」
と
呼
ば
れ
る
一
年
間
の
課
程
に
進
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
九

(172) 

四
年
に
法
学
部
に
入
学
し
た
学
生
の
数
は
約
九

0
0
0
名
で
あ
り
、
同
年
に
卒
業
し
た
者
は
六
四
九
九
名
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
九
五

年
に
法
律
実
務
課
程
へ
の
申
請
者
が
八
九
五
九
名
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
入
学
で
き
た
者
は
六
三
九

0
名
と
な
っ
て
い
ま
ず
。
そ
し
て
、

ソ
リ
シ
タ
に
な
る
た
め
の
最
終
的
な
職
業
的
教
育
段
階
で
あ
る
ソ
リ
シ
タ
の
フ
ァ
ー
ム
と
の
ト
レ
イ
ニ
ー
・
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
得
た
者
は
、

(174) 

九
五
年
が
四
0
一
五
名
、
九
六
年
は
四
三
八
八
名
で
す
。
ト
レ
イ
ニ
ー
・
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
は
通
常
二
年
間
で
あ
り
、
そ
こ
で
最
終
的
な
実

務
教
育
を
受
け
ま
す
。

二
•
四
·
-
＿
-
·
-

（
一
九
七
）



． ． 
判
決

証
拠

刑
事
訴
訟

民
事
訴
訟

n

B

V

C
に
お
い
て
教
授
さ
れ
る
主
た
る
知
識
の
範
囲

C
．
対
人
間
の
技
術

起
草 第

四
八
巻
第
二
号

専
門
家
と
し
て
の
行
動
に
つ
い
て
の
ク
ラ
ス
も
含
ま
れ
ま
す
。

(m) 

教
育
内
容
の
概
要
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

B
．
書
類
作
成
技
術

A
．
事
件
処
理
の
技
術
益
手
実
の
処
理
、
法
律
的
調
査

I
B
v
c
に
お
い
て
教
授
さ
れ
る
主
た
る
技
術
skills

関
法

七
六

（
一
九
八
）

(175) 

B
V
C
は
主
と
し
て

I日
1s

of Court L
a
w
 School (ICLS)
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
中
心
と
す
る
一
年
間
の
職
業

教
育
課
程
で
す
。
現
在
、
申
込
み
は

C
A
C
H
に
お
い
て
集
中
的
に
処
理
さ
れ
ま
す
。
内
容
的
に
は
六
0
％
が
技
術
の
修
得
に
、
四
0
%

(176) 

が
専
門
的
知
識
を
得
る
こ
と
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
時
間
が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
法
的
問
題
に
つ
い
て
の
交
渉
、
模
擬
裁
判
、
書

類
の
起
草
な
ど
の
実
習
に
さ
か
れ
、
学
生
は
消
極
的
に
講
義
を
聴
く
だ
け
で
は
な
く
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

~
一
般
的
文
章
作
成
技
術
、
意
見
の
著
述
（
す
な
わ
ち
書
面
に
よ
る
助
言
）
、
（
様
々
な
形
式
の
書
類
の
）

る
相
談
の
技
術
（
顧
客
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
、
交
渉
、
弁
護
（
裁
判
所
及
び
行
政
審
判
所
に
お
け
る
）



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

れ
ま
す
。
提
供
さ
れ
る
選
択
科
目
は
各
教
育
機
関
で
異
な
り
ま
す
。

2

選
択
科
目

こ
れ
ら
の
領
域
は
実
体
法
、
手
続
法
及
び
実
務
的
技
術
を
含
み
ま
す
。

ビ
ジ
ネ
ス
法
及
び
実
務

選
択
科
目
二
科
目

ニ
・
四
・
三
・
ニ

法
律
実
務
課
程
L
P
C

(178) 

ソ
リ
シ
タ
に
な
る
た
め
の

L
P
C
は
現
在
で
は
各
大
学
法
学
部
を
含
む
非
常
に
多
く
の
教
育
機
関
で
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
申
込
み
は

L
P
C
中
央
申
請
委
員
会
が
一
括
し
て
扱
い
ま
す
。

L
P
C
は
ト
レ
イ
ニ
ー
・
ソ
リ
シ
タ
と
な
る
の
に
必
要
な
知
識
と
技
術
の
取
得
を
目

(179) 

的
と
す
る
も
の
で
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
概
要
は
次
の
通
り
で
す
。

不
動
産
譲
渡
手
続

遺
言
、
遺
言
検
認
及
び
遺
産
管
理

訴
訟
及
び
弁
護

会
計
（
九
七
年
九
月
よ
り
）

I

必
修
領
域

七
七

学
生
は
個
人
顧
客
ま
た
は
法
人
顧
客
に
つ
い
て
の
業
務
に
関
す
る
科
目
の
範
囲
か
ら
三
科
目
を
選
ん
で
履
修
す
る
こ
と
が
要
求
さ

（
一
九
九
）



5
 

実
務
研
修
に
つ
い
て

(180) 

P
u
p
i
l
l
a
g
e
 

・
弁
護

・
交
渉 第

四
八
巻
第
二
号

幾
つ
か
の
ト
ピ
ッ
ク
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
た
め
、
必
修
領
域
の
教
育
を
通
し
て
考
慮
さ
れ
ま
す
。

・
専
門
家
的
行
動

実
務
的
技
術

・
実
務
的
法
律
調
査

・
記
述
及
び
起
草

•
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
及
び
助
言

ニ
・
四
・
四

ニ
・
四
・
四
・
一

（二
0
0
)

P
u
p
i
l
l
a
g
e
に
お
い
て
バ
リ
ス
タ
を
志
望
す
る
者
は
、

P
u
p
i
l
m
a
s
t
e
r
と
呼
ば
れ
る
経
験
五
年
以
上
の
バ
リ
ス
タ
に
つ
き
、
そ
の
チ
ャ

ン
バ
ー
に
お
い
て
オ
ン
・
ザ
・
ジ
ョ
プ
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
ま
す
0

Pupillage
は
前
半
六
ヶ
月
と
後
半
六
ヶ
月
に
分
け
ら
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
別
の

P
u
p
i
l
m
a
s
t
e
r
に
つ
い
て
教
育
を
受
け
ま
す
。
前
半
と
後
半
で
別
の
チ
ャ
ン
バ
ー
に
お
い
て

Pupillage
を
受
け
る
こ
と
も

よ
く
あ
り
ま
す
。
バ
リ
ス
タ
の
業
務
は
専
門
性
を
有
す
る
の
で
、

P
u
p
i
l
m
a
s
t
e
r
の
業
務
内
容
に
よ
っ
て

Pupillage
は
内
容
的
に
様
々

• 

Financial S
e
r
v
i
c
e
 A
c
t
に
お
け
る
投
資
業
務

4

浸
透
す
る
ト
ピ
ッ
ク

P
e
r
v
a
s
i
v
e
topics 

関
法

七
八



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

な
も
の
と
な
り
ま
す
。

た
め
の
も
の
で
す
。

七
九

最
初
の
六
ヶ
月
は
主
と
し
て

P
u
p
i
l
m
a
s
t
e
r
や
同
じ
チ
ャ
ン
バ
ー
の
他
の
バ
リ
ス
タ
の
仕
事
を
観
察
し
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
学
び
ま

す
。
大
量
の
法
律
的
調
査
、
書
類
の
読
解
、
書
類
の
作
成
と
い
っ
た
作
業
が
含
ま
れ
ま
す
。
こ
の
六
ヶ
月
を
無
事
に
終
了
す
る
と
自
分
自

身
で
仕
事
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
許
可
証
が
発
行
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
後
半
六
ヶ
月
は
非
常
に
重
要
で
す
。
こ
の
段
階
か
ら

自
分
の
顧
客
を
持
ち
裁
判
所
で
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
バ
リ
ス
タ
と
い
う
職
業
に
お
け
る
評
価
を
築
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

Pupillage
の
間
に
、

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
に
よ
る
二
つ
の
必
修
の
コ
ー
ス
が
用
意
さ
れ
、

Pipil
は
全
員
そ
れ
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

―
つ
は
弁
護
に
関
す
る
も
の
で
、
も
う
―
つ
は
財
政
等
の
バ
リ
ス
タ
業
務
の
経
営
に
つ
い
て
実
践
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
こ
な
う

学
生
は
、
あ
る
程
度
将
来
の
専
門
領
域
を
確
定
し
て

P
u
p
i
l
l
a
g
e
の
申
込
み
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
各
チ
ャ
ン
バ
ー
が
大

学
の
夏
休
み
の
期
間
に
学
生
に
提
供
す
る

M
i
n
i
,
 
pupillage
と
い
う
約
一
週
間
に
渡
る
入
門
的
職
業
体
験
の
機
会
を
ニ
ー
三
回
利
用
す

(181) 

る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
ま
す
。

M
i
n
i
,
 
pupillage
の
他
に
、

Pupillage
Fair
と
い
う
機
会
を
利
用
し
て
そ
こ
に
参
加
し
て
い
る
様
々

な
チ
ャ
ン
バ
ー
か
ら
業
務
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
最
も
包
括
的
な
情
報
は

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
に
よ
っ
て
毎
年
発
行
さ

れ
る
「
C
h
a
m
b
e
r
s
,
Pupillage &
 A
w
a
r
d
s
 H
a
n
d
b
o
o
k
」
と
い
う
冊
子
を
入
手
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
奨
学
金

(182) 

の
情
報
も
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
申
請
方
法
は
、

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
P
A
C
H
が
集
中
的
に
取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
合
理
化
さ
れ
、
申
請
書
類
を
デ
ィ
ス
ク
で
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
二

0
ま
で
の
チ
ャ
ン
バ
ー
に
P
A
C
H
か
ら
書
類
を

送
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
参
加
し
て
い
な
い
少
数
の
チ
ャ
ン
バ
ー
に
は
各
自
で
申
請
す
る
こ

せ
ん
。

せ
ん
。

（二
0
1
)



第
四
八
巻
第
二
号

と
が
で
き
ま
す
。
申
請
者
は
各
チ
ャ
ン
バ
ー
に
お
け
る
書
類
審
査
の
後
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て

ニ
・
四
・
四
・
ニ

ト
レ
イ
ニ
ー
・
コ
ン
ト
ラ
ク
ト

ソ
リ
シ
タ
に
な
る
者
は
、

L
P
C
を
終
え
た
後
二
年
間
の
ト
レ
イ
ニ
ー
・
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
を
ソ
リ
シ
タ
の
フ
ァ
ー
ム
と
締
結
す
る
必
要

が
あ
り
、
さ
ら
に
複
数
の
大
学
等
の
教
育
機
関
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
「
専
門
的
技
術
課
程

Professional
Skills C
o
u
r
s
e
」
と
呼
ば
れ

（
郎
）

る
課
程
を
受
け
試
験
に
合
格
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

現
在
で
は
ソ
リ
シ
タ
の
フ
ァ
ー
ム
も
様
々
で
あ
り
、
専
門
化
し
た
巨
大
フ
ァ
ー
ム
が
脚
光
を
浴
び
る
一
方
で
、
従
来
の
よ
う
に
様
々
な

法
律
業
務
を
主
と
し
て
個
人
顧
客
を
相
手
に
供
給
す
る
地
方
の
フ
ァ
ー
ム
も
健
在
で
す
。

写
ャ
ー
ト

N
o
4
後
掲
参
照
]

（二
0
1

―

)

フ
ァ
ー
ム
ご
と
の
状
況
は
か
な
り
違
う
の
で
、

そ
れ
を
具
体
的
に
知
る
に
は
バ
リ
ス
タ
の
場
合
と
同
様

s
u
m
m
e
r
p
l
a
c
e
m
e
n
t
と
呼
ば
れ
る
機
会
を
利
用
し
実
際
に
フ
ァ
ー
ム
に
滞
在
す

(184) 

る
こ
と
が
最
も
よ
い
方
法
と
い
え
そ
う
で
す
。
大
き
な
フ
ァ
ー
ム
に
お
い
て
は
二
年
間
の
期
間
を
幾
つ
か
の
部
分
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ

別
の
ト
レ
イ
ナ
ー
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
業
務
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
将
来
の
自
分
の
専
門
を
決
定
さ
せ
て
い
く
と
い
う
方
法
を
と

（
応
）

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
シ
テ
ィ
な
ど
の
大
フ
ァ
ー
ム
に
比
較
し
て
、
最
近
で
は
逆
に
地
方
の
小
フ
ァ
ー
ム
の
方
が
様
々
な
種

類
の
法
律
業
務
を
扱
う
た
め
、
か
え
っ
て
ソ
リ
シ
タ
の
業
務
全
般
に
つ
い
て
の
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
受
け
ら
れ
る
と
の
意

(186) 

見
も
あ
り
ま
す
。

(187) 

ト
レ
イ
ニ
ー
を
終
え
て
新
た
に
資
格
を
認
め
ら
れ
た
ソ
リ
シ
タ
の
平
均
年
齢
は
九
五
ー
九
六
年
で
男
女
共
に
二
九
歳
で
す
。
男
女
比
は(188) 

九
ニ
ー
九
三
年
以
降
は
女
性
が
男
性
を
上
回
る
よ
う
に
な
り
、
九
五
ー
九
六
年
は
女
性
五
ニ
・
三
％
に
対
し
て
男
性
が
四
七
・
七
％
で
す
。

二
•
四
•
五

大
法
官
法
学
教
育
及
び
行
動
助
言
委
員
会
提
案

A
C
L
E
C
の
新
ス
キ
ー
ム

は
筆
記
試
験
が
行
わ
れ
ま
す
。

関
法

八
〇



ま
す
。 そ

う
し
た
結
果
と
し
て
残
り
の
九
名
も
行
政
審
判
所
の
委
員
、
欧
州
共
同
体
裁
判
所
判
例
集
の
編
集
者
、
公
認
会
計
士
、
法
律
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
代
表
な
ど
、
法
律
と
何
ら
か
の
関
連
を
も
つ
業
務
に
従
事
し
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い

A
C
L
E
C
は
、
法
律
家
資
格
要
件
及
び
専
門
家
的
行
動
の
規
則
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
つ
い
て

B
a
r
Council
及
び

L
a
w
Society
に

（凹）

対
し
て
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
新
ス
キ
ー
ム
が
関
係
諸
団
体
の
合
意
を
得
て
発
効
す
る
の
は
二

0
0
0
年
以
降
に
な
る
と
予
測

． ． ． ． 
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

法
律
専
門
家
以
外
の
専
門
家
の
専
門
家
的
水
準
の
維
持

商
業
問
題

バ
リ
ス
タ
及
び
ソ
リ
シ
タ
の
専
門
家
的
水
準
の
維
持

民
事
・
刑
事
手
続
及
び
裁
判
所
業
務

A
C
L
E
C
が
九
六
年
四
月
に
公
表
し
た
「
法
学
教
育
及
び
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
の
第
一
レ
ポ
ー
ト
」
に
お
い
て
、
大
学
法
学
教
育

を
含
め
た
法
学
教
育
の
抜
本
的
な
改
革
案
が
提
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
委
員
会
は
九
0
年
の
裁
判
所
及
び
法
律
業
務
法
一
九
条
に
基
づ
く

も
の
で
、
大
法
官
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
一
七
名
の
構
成
員
か
ら
成
り
ま
す
。
内
訳
は
、
貴
族
院
裁
判
官
ま
た
は
上
級
裁
判
官
を
議
長
と
し
、

循
環
裁
判
官
経
験
者
一
名
、
バ
リ
ス
タ
ニ
名
、
ソ
リ
シ
タ
ニ
名
、
法
学
教
師
経
験
者
二
名
、
非
法
律
家
九
名
で
す
。
し
か
し
、
非
法
律
家

(189) 

九
名
の
選
任
に
お
い
て
大
法
官
は
次
の
職
務
の
知
識
及
び
経
験
を
持
つ
者
が
望
ま
し
い
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す

法
律
業
務
の
提
供

社
会
的
状
況

消
費
者
問
題

J¥ 

（二

0
三）



． 
関
法
第
四
八
巻
第
二
号

(191) 

さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
調
整
が
加
え
ら
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
が
、
大
筋
に
お
い
て
こ
の
レ
ポ
ー
ト
の
提
案
を
受
け
入
れ
る
形
で
法
学
教

新
ス
キ
ー
ム
の
特
徴
は
、
大
学
法
学
教
育
段
階
を
バ
リ
ス
タ
・
ソ
リ
シ
タ
で
共
通
の
も
の
と
し
て
従
来
よ
り
実
質
的
に
一
年
間
程
度
延

長
を
行
い
一
層
の
充
実
を
目
指
す
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
職
業
的
教
育
段
階
に
も
柔
軟
性
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
職
種
を
早
期
に
決
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
従
来
の
方
法
を
改
善
す
る
も
の
と
い
え
ま
す
。
こ
の
新
ス
キ
ー
ム
を
め
ぐ
っ
て
現
在
議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま

一
段
と
強
化
さ
れ
た
教
育
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
次
世
代
の
法
律
家
は
ま
す
ま
す
国
際
競
争
力
を
強
め
て
い
く
こ
と
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

二
•
四
・
五
・
＿

（四）

本
レ
ポ
ー
ト
は
そ
の
第
一
章
に
お
い
て
ニ
―
世
紀
の
法
律
実
務
に
お
け
る
需
要
の
変
化
を
次
の
よ
う
に
診
断
し
ま
す
。

す
が
、

ソ
リ
シ
タ
と
バ
リ
ス
タ
が
法
律
業
務
提
供
の
中
心
的
役
割
を
こ
れ
か
ら
も
果
た
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
が
、
知
識
及
び
技
術
を
よ

り
柔
軟
で
多
梅
界
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
激
し
く
な
る
法
律
業
務
提
供
に
お
け
る
競
争
に
対
応
し
た
備
え
が
必
要
で
あ
る
。

例
え
ば
、
裁
判
外
で
の
紛
争
解
決
へ
の
移
行
に
も
対
応
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（二
0
四）

専
門
化
が
拡
大
す
る
状
況
に
お
い
て
は
、
特
に
将
来
の
法
律
家
が
未
熟
な
職
業
選
択
を
強
い
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ

る
。
専
門
化
は
資
格
を
最
初
に
得
た
段
階
か
ら
後
の
継
続
的
教
育
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
に
学
生
は
専

門
領
域
の
変
更
を
無
理
な
く
行
え
る
よ
う
健
全
な
一
般
的
基
礎
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
目
的
は
、
よ
り
深
い
基
礎
的
な
法
律
知
識
の
教
授
と
同
様
に
、
応
用
可
能
な
技
術
と
専
門
家
に
共
通
の
価
値
観
の
訓

練
に
よ
っ
て
の
み
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
法
律
知
識
は
、
欧
州
連
合
に
よ
る
制
定
法
及
び
判
例
の
操
作
、
大
陸
法

レ
ポ
ー
ト
に
お
け
る
基
本
方
針

育
の
改
革
が
進
行
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

八



． 
．
 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

新
た
な
学
位
を
設
け
る
提
案
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

シ
ス
テ
ム
ヘ
の
導
入
、
法
律
調
査
技
術
、
適
切
な
紛
争
解
決
方
法
等
の
知
識
を
含
む
。
ま
た
価
値
観
は
人
権
の
保
護
、
社
会
に
お

い
て
不
利
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
人
々
へ
の
法
律
業
務
の
提
供
等
の
民
主
主
義
に
お
け
る
基
本
的
価
値
観
を
含
む
。

(193) 

ま
た
、
レ
ポ
ー
ト
の
理
念
は
次
の
四
点
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

3
．
法
律
専
門
家
共
通
法
学
教
育
C
o
m
m
o
n
Professional L
e
g
a
l
 S
t
u
d
i
e
s
 

4
．
法
学
教
育
へ
の
多
数
の
入
口
及
び
出
口
の
設
定

ニ
・
四
・
五
・
ニ

大
学
法
学
部
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
コ
ー
ス
は
従
来
の
三
年
間
の
も
の
に
加
え
て
様
々
な
付
加
価
値
を
持
っ
た
四
年
間
の
も
の
が
提
供

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
す
で
に
多
様
化
の
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
学
部
教
育
の
後
に
新
た
に
「
法
律
専
門
家
共
通

法
律
学

C
o
m
m
o
n
Professional L
e
g
a
l
 S
t
u
d
i
e
s
 (
C
P
L
S
)
」
の
課
程
を
設
置
し
て
そ
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
バ
リ
ス
タ
・
ソ
リ
シ

タ
共
に
必
修
と
し
、
そ
の
終
了
資
格
と
し
て
「
法
律
専
門
家
資
格
Licentiate
in Professional L
e
g
a
l
 Studies (Lie. P
L
S
)
」
と
い
う

(191) 

こ
の
法
律
家
共
通
教
育
の
利
点
と
し
て
次
の
四
点
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

八

学
生
が
、
異
な
っ
た
法
律
専
門
家
間
に
お
け
る
未
熟
な
職
業
的
選
択
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
を
な
く
す
。

異
な
っ
た
専
門
家
の
教
育
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
知
識
や
技
術
の
重
複
す
る
領
域
が
疑
い
な
く
存
在
す
る
の
で
、
そ
の
部
分

を
共
通
化
す
る
こ
と
に
よ
り
法
学
教
育
の
コ
ス
ト
削
減
が
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。

法
律
専
門
家
共
通
法
律
学
コ
ー
ス
の
新
設

2
．
大
学
法
学
部
の
自
律
性

ー
．
統
合
的
な
教
育
と
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

（二

0
五）



法
律
専
門
家
の
多
様
化
の
進
展
す
る
状
況
に
お
い
て
不
可
欠
な
共
通
の
倫
理
的
、
専
門
家
的
水
準
の
発
展
を
助
け
る
。

こ
れ
か
ら
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
曹
一
元
教
育
の
中
心
は
、
法
学
部
教
育
と
と
も
に
こ
の

C
P
L
S
を
中
心
に
考
え
ら
れ
て
い

る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
コ
ー
ス
の
後
、
さ
ら
に

B
V
C
と
L
P
C
が
そ
れ
ぞ
れ
バ
リ
ス
タ
又
は
ソ
リ
シ
タ
に
な
る
た
め
に
要
求
さ
れ
ま
す
。

(195) 

C
P
L
S
の
コ
ー
ス
は
集
中
し
て
履
修
す
る
場
合
で
一
五
ー
一
八
週
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
大
学
法
学
部
に
お
け
る
約
半
年
分
の
期
間

で
す
が
、
教
育
が
高
密
度
で
法
律
に
関
し
て
の
み
行
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
実
質
的
に
は
そ
れ
以
上
の
負
荷
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
四
年
間
の
大
学
法
学
部
の
コ
ー
ス
に

C
P
L
S
を
取
り
込
ん
だ
も
の
や
、
修
士
の
コ
ー
ス
に
そ
れ
を
取
り
込
ん
だ
も
の
を
設
定
す

（
園
）

る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
加
え
て
バ
ー
職
業
教
育
課
程
B
V
C
や
法
律
実
務
課
程
L
C
P

の
内
容
も
組
み
込
ん
だ
法
学
部
の
コ
ー
ス
や
修
士
の
コ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
教
育
を
提
供
す
る
機
関
は
、
ま
す
ま
す

C
P
L
S
を
監
督
す
る
機
関
と
し
て

C
P
L
S
委
員
会
の
設
置
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
委
員
会
が
各
教
育
機
関
に
よ
る
コ
ー
ス
の

(197) 

基
準
の
設
定
や
認
定
を
行
う
と
と
も
に
、
定
期
的
な
コ
ー
ス
の
評
価
を
行
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
委
員
会
に
は
専
門
家
団

(198) 

体
の
代
表
が
加
え
ら
れ
、
特
に
コ
ス
ト
管
理
に
つ
い
て
貢
献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
•
四
・
五
・
三

実
務
的
教
育
の
柔
軟
化
は
、
特
に
、
オ
ン
・
ザ
・
ジ
ョ
プ
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
最
初
の
六
ヶ
月
を
独
立
の
一
般
実
務
研
修
モ
ジ
ュ
ー
ル

と
し
、
そ
の
設
定
時
期
を
学
生
に
任
せ
、
そ
の
間
は
将
来
の
職
種
を
決
め
ず
に
研
修
を
受
け
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
よ
り
も
た
ら

法
律
家
養
成
教
育
の
過
程
に
お
け
る
柔
軟
性
の
増
加

大
学
法
学
部
が
中
心
と
な
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

． 
ら
す
。

． 
異
な
っ
た
専
門
職
間
の
相
互
理
解
を
向
上
さ
せ
、
職
務
に
お
け
る
よ
り
良
い
関
係
と
顧
客
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
も
た

関
法

第
四
八
巻
第
二
号

八
四

（二
0
六）



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

法
学
教
育
の
充
実
と
長
期
化

八
五 一

五
ー
一
八
週
の
法
律
専
門
家
共

さ
れ
ま
す
[
チ
ヤ
l
卜

N
o
4後
掲
参
昭
~
F
法
律
家
共
通
教
育
c
p
L
S

の
終
了
後
ヽ
学
生
は
希
望
に
よ
り
B
v
C

ま
た
は
L
P
C

へ
と

直
接
進
む
こ
と
も
可
能
で
す
が
、
六
ヶ
月
の
一
般
実
務
研
修
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
将
来
の
職
種
を
定
め
ず
に
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
れ
に

よ
っ
て
実
務
の
状
況
を
実
際
に
見
て
か
ら
職
種
の
選
択
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
学
生
は
連
合
王
国
内
だ
け
で
は
な
く

欧
州
連
合
の
他
の
構
成
国
に
お
け
る
様
々
な
実
務
の
現
場
に
に
お
い
て
実
習
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
段
階
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
を
引
き
受
け
る
機
関
と
の
契
約
は
「
一
般
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
協
定

General
Training A
g
r
e
e
m
e
n
t
 (
G
T
A
)」
と
呼
ば
れ
職
種
を

ま
た
、
例
え
ば
B
V
C
の
後
に
G
T
A
に
よ
る
一
般
実
務
研
修
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
行
い
、
そ
れ
か
ら
進
路
変
更
し
て
ソ
リ
シ
タ
に
な
る
た

め
L
P
C
へ
と
進
む
こ
と
も
可
能
で
す
。

二
•
四
・
五
•
四

大
学
の
他
学
部
卒
業
生
は
こ
れ
ま
で
は

P
g
D
L
/
C
P
E
と
い
う
一
年
間
の
コ
ー
ス
を
終
え
る
こ
と
で
職
業
的
教
育
段
階
に
進
む
こ
と
が

可
能
で
し
た
が
、
新
ス
キ
ー
ム
で
は
二
年
間
の
転
換
の
た
め
の
学
位
を
得
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

ニ
・
四
・
五
・
五

新
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て
も
最
短
距
離
を
選
べ
ば
、
バ
リ
ス
タ
に
な
る
場
合
、
三
年
の
法
学
部
教
育
、

通
法
律
学
コ
ー
ス
、

B
v
c
一
五
ー
一
八
週
、

一
般
実
務
研
修
六
ヶ
月
、

Pupillage
六
ヶ
月
で
、
従
来
と
同
様
に
大
学
卒
業
後
約
二
年

間
で
バ
リ
ス
タ
の
資
格
を
得
る
こ
と
も
論
理
的
に
は
可
能
で
す
。
し
か
し
、
現
実
に
は
す
で
に
多
く
の
法
学
部
で
外
国
法
や
外
国
語
、
隣

接
領
域
な
ど
を
、
法
律
学
と
組
み
合
わ
せ
た
四
年
の
コ
ー
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
法
律
専
門
家
共
通
法

律
学
コ
ー
ス
が
大
学
院
教
育
で
あ
る
修
士
の
コ
ー
ス
に
組
み
込
ま
れ
た
り
、
途
中
で
の
柔
軟
な
進
路
変
更
の
可
能
性
の
拡
大
な
ど
に
よ
り
、

他
学
部
卒
業
生
の
転
換
コ
ー
ス
の
強
化

特
定
し
な
い
も
の
に
な
り
ま
す
。

（二
0
七）



自
覚
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

第
四
八
巻
第
二
号

（二

0
八）

将
来
的
に
は
法
律
家
養
成
教
育
の
期
間
は
従
来
よ
り
か
な
り
長
期
化
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。
他
学
部
卒
業
生
が
法
律
家
に
な
る
場

合
も
、
前
記
の
よ
う
に
ほ
ぼ
確
実
に
一
年
間
長
く
期
間
を
要
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
法
学
教
育
が
充
実
す
る
中
で
最
短
の
ル
ー

ト
を
選
び
続
け
る
者
の
数
は
減
少
し
て
い
く
と
思
わ
れ
ま
す
。
教
育
が
健
全
に
機
能
し
て
い
る
限
り
、
長
期
の
教
育
は
そ
れ
に
見
合
っ
た

能
力
の
向
上
を
も
た
ら
す
か
ら
で
す
。
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
長
期
の
教
育
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
高
学
歴
は
、
就
職
を
有
利
に
進
め

(199) 

る
た
め
の
強
力
な
武
器
と
な
り
ま
す
。
社
会
に
お
け
る
法
律
の
役
割
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
法
律
業
務
は
ま
す
ま
す
専
門
化
・
裔
度
化

を
加
速
し
、

E
uに
お
け
る
市
場
統
合
の
一
層
の
進
展
に
よ
り
法
律
業
務
の
競
争
は
さ
ら
に
厳
し
さ
を
増
し
て
ゆ
き
ま
す
。
こ
う
し
た
状

況
の
進
展
を
踏
ま
え
て
、
法
律
実
務
家
と
な
る
者
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
実
力
を
つ
け
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
て
き
て
い

様
々
な
工
夫
に
よ
る
法
学
教
育
の
多
様
化
は
、
大
学
法
学
部
の
主
導
に
よ
り
今
後
ま
す
ま
す
進
展
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
は
単
な
る
思
い
つ
き
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
将
来
の
法
律
業
務
の
動
向
を
と
ら
え
た
実
り
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
明
確
で
大
き
な
現
実
の
法
律
業
務
に
対
す
る
需
要
が
存
在
し
、
新
し
い
能
力
を
身
に
つ
け
た
法
律
家
の
誕

生
を
社
会
が
実
際
に
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
社
会
の
様
々
な
ニ
ー
ズ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
対
応
で
き
る
柔
軟
性
を
も
っ
た

法
律
家
で
あ
り
、
法
シ
ス
テ
ム
や
言
語
の
壁
を
も
の
と
も
せ
ず
に
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
持
っ
た
法
律
家
で
あ
り
、
そ
し
て

世
界
の
法
律
業
務
市
場
に
お
い
て
勝
ち
残
る
競
争
力
を
持
っ
た
法
律
家
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
は
決
し
て
未
来
に
お
け
る
理
想
の
法

律
家
を
想
定
し
て
の
議
論
で
は
な
く
、
本
当
に
明
日
か
ら
で
も
必
要
と
さ
れ
る
現
実
性
を
帯
び
た
問
題
な
の
で
あ
り
、
法
学
教
育
に
お
け

る
緊
急
で
実
践
的
な
課
題
で
す
。
そ
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
法
律
業
務
は
国
際
競
争
力
の
あ
る
成
長
産
業
で
あ
る
こ
と
が
十
分
に

ま
す
。

関
法
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

八
七

し
か
し
、
そ
う
し
た
現
実
の
要
求
に
対
応
す
る
た
め
に
、
法
律
家
養
成
教
育
に
お
い
て
実
務
的
側
面
を
強
調
す
る
方
向
へ
と
流
れ
が
集

中
し
て
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
す
。
そ
の
こ
と
は
法
学
部
段
階
の
教
育
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て

「
リ
ベ
ラ
ル
な
教
育
の
目
的
は
、
学
生
が
単
に
知
る
こ
と
、
ま
た
は
〈
h
o
w
to
〉
を
知
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
事
物

が
そ
の
よ
う
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
れ
ら
が
違
い
得
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
主
題
に
つ
い
て
の
深
遠
な
接
近

方
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
に
お
い
て
、
学
生
は
あ
る
主
題
に
お
け
る
理
念
を
他
の
も
の
と
関
係
付
け
る
よ
う
試
み
る

必
要
が
あ
る
。
読
ん
だ
も
の
を
、
資
料
に
問
い
か
け
、
関
連
を
見
出
し
、
関
心
か
ら
出
た
探
求
の
筋
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
り
、
理

(200) 

解
す
る
よ
う
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

そ
し
て
こ
う
し
た
考
え
は
法
学
教
育
全
般
の
目
的
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
に
次
の
著
述
を
見

「
リ
ベ
ラ
ル
で
人
間
的
な
法
学
教
育
と
は
、
学
生
が
受
動
的
で
は
な
く
能
動
的
に
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
、

一
貫
性
の
あ
る
統
合
さ
れ
た
過
程
の
一
部
と
し
て
問
題
の
徹
底
し
た
意
義
の
あ
る
研
究
方
法
に
よ
り
、
知
的
成
長
を
遂
げ
る
の
を
可

能
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
適
切
で
明
確
な
諸
技
術
の
学
習
が
、
実
践
的
知
識
と
論
理
的
理
解
を
結
合
す
る

(201) 

方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。
」

A
C
L
E
C
の
提
案
す
る
法
学
教
育
の
新
ス
キ
ー
ム
は
、
決
し
て
実
務
万
能
主
義
や
専
門
化
•
特
殊
化
教
育
の
徹
底
に
偏
る
こ
と
な
く
、

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
真
の
意
味
で
の
柔
軟
性
と
高
い
能
力
を
備
え
た
法
律
家
の
養
成
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
き
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
調
和
の
と
れ
た
ス
キ
ー
ム
が
提
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
大
学
法
学
教
師
協
会

S
P
T
L
の
活
動
に
代
表
れ
る
よ
う
に
、

引
用
さ
れ
た

Oliver
教
授
の
次
の
著
述
か
ら
も
明
ら
か
で
す
。

（二
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と
い
う
点
も
非
常
に
重
要
な
意
義
を
持
ち
ま
す
。
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大
学
法
律
家
が
法
学
教
育
を
大
学
教
育
と
し
て
位
置
付
け
て
い
く
た
め
に
展
開
し
て
き
た
徹
底
し
た
議
論
の
成
果
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
方
で
、
法
律
実
務
家
達
が
新
た
な
実
務
状
況
を
的
確
に
把
握
し
法
学
教
育
に
お
け
る
本
質
的
な
問
題
を
鋭
く
見

抜
く
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
そ
の
共
通
認
識
が
調
和
の
と
れ
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
法
学
教
育
構
想
を
描
く
こ
と
を
可
能
に
し
た

巴

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
法
律
家
文
化
養
成
の
中
心
と
し
て
の
大
学
法
学
部
の
役
割

法
律
家
教
育
の
唯
一
の
共
通
基
盤

現
在
の
と
こ
ろ
、
大
学
に
お
け
る
法
学
教
育
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
の
共
通
基
盤
を
形
成
す
る
唯
一
の
も
の
と
い
え
ま
す
。
入
学

当
時
か
ら
学
生
達
の
ほ
ぼ
全
員
が
法
律
家
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
職
業
に
つ
く
こ
と
を
前
提
と
し
た
厳
し
い
法
学
教
育
が
ほ
ど

こ
さ
れ
ま
す
。
ソ
リ
シ
タ
・
バ
リ
ス
タ
等
の
法
律
実
務
家
に
な
る
者
も
、
大
学
法
律
家
に
な
る
者
も
、
こ
う
し
た
教
育
期
間
を
過
ご
し
、

そ
う
し
た
中
で
自
分
の
将
来
の
具
体
的
な
職
種
を
見
つ
け
て
行
き
ま
す
。
法
律
家
は
こ
う
し
た
教
育
に
よ
っ
て
そ
れ
な
り
に
自
分
の
力
を

確
認
し
て
職
業
に
つ
く
の
で
あ
り
、
大
学
法
学
部
と
い
う
同
じ
畑
で
基
礎
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
後
も
ア
メ
リ
カ
の
状
況
に
は
及
び
ま
せ
ん

が
、
三
つ
の
職
種
の
中
を
あ
る
程
度
移
動
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た
法
律
専
門
職
間
の
進
路
変
更
の
可
能
性
に
つ
い
て
、

A
C
L
E
C
の
新
ス

キ
ー
ム
は
さ
ら
に
柔
軟
性
が
増
す
よ
う
に
考
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
、
バ
リ
ス
タ
と
大
学
法
律
家
と
の
間
の
移
動
は
か
な
り
頻

繁
に
見
ら
れ
、
ま
た
バ
リ
ス
タ
や
裁
判
官
を
し
な
が
ら
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
と
し
て
の
活
動
を
継
続
す
る
者
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
ソ
リ
シ

タ
の
業
務
が
高
度
化
し
地
位
が
向
上
す
る
こ
と
に
よ
り
最
近
で
は
ソ
リ
シ
タ
と
し
て
の
活
動
を
継
続
し
な
が
ら
大
学
教
授
と
し
て
活
躍
す

る
と
い
う
人
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
法
律
実
務
家
と
大
学
法
律
家
と
の
垣
根
は
低
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
職
務
自
体

関
法
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

に
差
が
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
は
決
し
て
な
く
、
ま
た
実
践
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
大
学
法
律
学
が
衰
退
し
た
た
め
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
が
レ
ベ
ル
を
上
げ
な
が
ら
し
か
も
相
互
理
解
が
深
ま
り
対
話
が
可
能
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
羨
望
に
値
す
る
状
況

; 
判
例
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
基
本
的
職
業
技
能
の
習
得
と
法
律
家
文
化

八
九

法
学
教
育
の
具
体
的
方
法
は
、
基
本
的
に
大
学
毎
の
自
由
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
。

O
x
b
r
i
d
g
e
の
よ
う
に
徹
底
し
た
小
人
数
教
育
を
現

一
般
的
に
は
講
義
と

Tutorial
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
講
義
自
体
は
通
常
は

大
教
室
で
行
わ
れ
、
内
容
的
に
も
日
本
の
大
学
で
の
講
義
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Tutorial
は
ゼ
ミ
の
よ
う
な
も
の

で
す
が
、
日
本
の
大
学
よ
り
は
小
人
数
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
す
。
成
績
の
評
価
は
、
試
験
に
よ
る
こ
と
が
通
常
で
す
が
、

E
s
s
a
y

(202) 

と
呼
ば
れ
る
レ
ポ
ー
ト
に
よ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
両
者
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

各
法
律
科
目
に
つ
い
て
講
義
を
聴
き
教
科
書
を
読
む
の
は
勿
論
で
す
が
、
試
験
に
備
え
て
主
要
法
源
で
あ
る
判
例
を
読
み
そ
の
サ
マ

リ
ー
を
作
る
こ
と
、
自
主
的
な
計
画
に
基
づ
い
て
研
究
を
進
め

E
s
s
a
y
を
書
く
こ
と
、
が
重
要
で
す
。
こ
う
し
た
作
業
を
正
確
に
き
ち

ん
と
こ
な
す
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
大
学
教
育
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
ま
す
。
自
主
的
に
考
え
る
こ
と
は
非
常
に
大
切
で
す
が
、

理
解
し
記
憶
す
る
作
業
も
同
様
に
重
視
さ
れ
ま
す
。
概
し
て
試
験
は
徹
底
し
た
記
述
式
で
、
数
時
間
に
も
わ
た
り
長
文
の
答
案
を
作
成
す

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
学
部
教
育
の
段
階
に
お
い
て
は
、
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
が
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

勉
強
の
仕
方
、
法
学
文
献
の
調
査
方
法
、
法
律
図
書
館
の
使
い
方
、
職
業
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
等
の
い
わ
ゆ
る
〈
H
o
w
T
o
〉
も
の
を
、

(203) 

大
学
法
律
家
達
が
熱
心
に
作
っ
て
い
ま
す
。
内
容
は
非
常
に
具
体
的
で
す
。
法
学
部
を
選
択
す
る
学
生
は
、
職
業
意
識
に
目
覚
め
た
者
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
将
来
法
曹
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
を
具
体
的
に
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
か
な
り
の
確
率
で
実
現
さ
れ
ま

在
で
も
維
持
し
て
い
る
大
学
も
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、

が
進
展
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
す
。

（ニ―-）
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法
学
部
の
学
生
は
生
活
の
多
く
の
部
分
を
、
教
室
以
外
に
「
法
律
図
書
館

w
Library」
で
過
ご
し
ま
す
。
大
学
法
学
部
は
、
大
学

に
お
け
る
総
合
図
書
館
と
は
別
に
法
律
図
書
館
を
有
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
学
部
の
教
室
の
お
か
れ
る
建
物
の
近
く
に

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
下
で
は
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
大
学
の
法
律
図
書
館
で
あ
る

T
a
y
l
o
r
Library
に
つ
い
て
説
明
致
し
ま
す
。

T
a
y
l
o
r

L
i
b
r
a
r
y
は
法
学
部
の
教
室
の
多
く
が
お
か
れ
て
い
る
建
物
で
あ
る

T
a
y
l
o
r
Building
の
ニ
・
三
階
の
全
フ
ロ
ア
ー
を
占
め
ま
す
。
入

口
を
通
る
と
長
い
中
央
通
路
が
見
え
ま
す
。
入
っ
て
直
の
左
側
に
カ
ウ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
右
側
に
は
プ
リ
ペ
イ
ド
・
カ
ー
ド
を
購
入
し
て

使
用
す
る
コ
ピ
ー
機
が
六
台
お
か
れ
て
い
ま
す
。
更
に
奥
に
進
む
と
右
側
に
は

H
e
v
y
D
e
m
a
n
d
 Section
と
い
わ
れ
る
講
義
で
参
考
文

献
に
指
定
さ
れ
た
著
書
が
集
め
ら
れ
て
い
る
場
所
が
あ
り
、
こ
こ
に
お
か
れ
て
い
る
著
書
は
学
生
全
体
の
便
宜
の
た
め
貸
し
出
し
期
間
が

制
限
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
奥
に
は
、
新
着
雑
誌
の
棚
が
あ
り
、
連
合
王
国
、

コ
モ
ン
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
諸
国
、
及
び
欧
州
共
同
体
の
法
律

に
関
す
る
雑
誌
や
判
例
集
が
並
ん
で
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
主
要
な

L
a
w
Journal
も
揃
っ
て
い
ま
す
が
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
雑

誌
は
ほ
ん
の
数
誌
を
数
え
る
の
み
で
す
。
通
路
の
左
側
に
は
、
図
書
検
索
用
の
端
末
や
L
A
N
に
つ
な
が
れ
た
パ
ソ
コ
ン
が
並
ん
で
お
り
、

C
D
ロ
ム
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
利
用
で
き
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
の
隣
に
は
、
様
々
な
参
考
図
書
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
更
に
奥
に
進
む
と
、

右
側
の
書
架
に
は
欧
州
共
同
体
、
連
合
王
国
及
び
コ
モ
ン
ウ
ェ
ー
ル
ズ
諸
国
等
の
様
々
な
判
例
集
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
整
理
さ
れ
て

並
ん
で
お
り
、
通
路
の
左
側
の
書
架
に
は
様
々
な
法
律
雑
誌
の
バ
ッ
ク
・
ナ
ン
バ
ー
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て

書
架
の
間
に
は
閲
覧
用
の
机
が
置
か
れ
、
学
生
が
そ
こ
で
調
べ
も
の
を
し
た
り
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
二
階
部
分
は
す
べ

て
、
こ
の
よ
う
に
通
路
を
中
央
に
し
て
右
が
判
例
、
左
が
雑
誌
と
い
う
配
架
に
な
っ
て
い
ま
す
。
三
階
に
は
ニ
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
た
螺
旋

階
段
か
ら
上
が
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
三
階
は
中
央
に
座
席
が
集
中
し
て
お
か
れ
て
お
り
、
左
右
に
分
野
ご
と
の
単
行
本
が
整
理
さ
れ
て

す。

関
法

九
〇
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九

い
ま
す
。
ま
た
三
階
の
一
角
を
区
切
っ
て
パ
ソ
コ
ン
室
が
あ
り
、
学
生
は
そ
こ
で
ワ
ー
プ
ロ
・
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
論
文
を
書
い
た
り
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
資
料
を
集
め
た
り
E
メ
ー
ル
を
利
用
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
こ
の
図
書
館
は
、
毎
日
開
い
て
お
り

（測）

平
日
は
朝
八
時
四
五
分
か
ら
夜
一

0
時
ま
で
利
用
で
き
ま
す
。
実
務
家
が
調
べ
も
の
を
し
に
来
て
い
る
姿
も
見
か
け
ま
す
。
学
生
が
多
く

利
用
す
る
の
は
二
階
で
あ
り
、
そ
こ
で
判
例
検
索
の
方
法
や
、
様
々
な
資
料
の
調
べ
方
を
覚
え
て
ゆ
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
こ
に
い
て
じ
っ

く
り
勉
強
す
る
よ
り
も
、
様
々
な
資
料
を
渡
り
歩
い
て
必
要
情
報
を
揃
え
る
と
い
う
作
業
に
多
く
が
費
や
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

コ
ピ
ー
機
も
非
常
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
図
書
館
を
利
用
し
て
気
付
く
こ
と
は
、
何
よ
り
も
資
料
収
集
の
効
率
の
よ
さ
で
す
。

必
要
な
判
例
や
雑
誌
論
文
を
集
め
て
コ
ピ
ー
を
揃
え
る
ま
で
の
労
力
は
、
荒
っ
ぽ
い
比
較
で
す
が
、
日
本
の
大
学
の
総
合
図
書
館
を
利
用

す
る
場
合
の
三
分
の
一
程
度
で
済
む
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
法
学
部
の
建
物
の
中
に
あ
り
法
律
文
献
を

集
中
し
て
集
め
て
い
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
図
書
館
は
連
合
王
国
の
法
律
図
書
館
と
し
て
標
準
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
使
い
方
に

慣
れ
て
お
け
ば
、
他
の
大
学
の
法
律
図
書
館
を
使
う
場
合
に
も
そ
れ
程
不
自
由
は
感
じ
ま
せ
ん
。
法
律
文
献
は
そ
の
使
い
方
を
覚
え
、
こ

ま
め
に
調
べ
る
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
が
、
学
生
は
、
こ
の
図
書
館
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
う
し
た
こ
と
を
自
然
と

身
に
つ
け
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
図
書
館
に
揃
っ
て
い
な
い
資
料
に
つ
い
て
は
、
図
書
館
相
互
貸
借

Inter
Library L
o
a
n
の
制
度
が

利
用
で
き
ま
す
。
所
定
の
フ
ォ
ー
ム
に
文
献
情
報
を
記
載
し
て
、
指
導
教
授
の
サ
イ
ン
を
も
ら
い
カ
ウ
ン
タ
ー
に
提
出
す
る
と
、
雑
誌
論

（加）

文
の
場
合
一
ー
ニ
週
間
で
手
元
に
コ
ピ
ー
が
送
付
さ
れ
て
き
ま
す
。

依
然
と
し
て
、
法
律
実
務
家
団
体
は
大
学
教
育
を
法
律
家
養
成
教
育
の
基
礎
教
育
段
階
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
大
学
法
学
部
に
お
け
る
教
育
を
重
視
し
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
は
、
最
近
で
は
実
務
家
の
間
で
も
広
く
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
職

業
的
教
育
過
程
の
一
部
と
さ
れ
る
L
P
C
の
コ
ー
ス
は
、
す
で
に
多
く
の
大
学
法
学
部
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

A
C
L
E
C

（
ニ
―
三
）



備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

第
四
八
巻
第
二
号

（
ニ
ー
四
）

の
提
案
し
た
新
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
こ
の
段
階
を
大
学
院
教
育
レ
ベ
ル
に
位
置
付
け
て
い
く
方
向
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
大
学
教
育
と
実
務
教
育
の
協
調
の
進
展
は
、
実
務
的
な
問
題
意
識
が
大
学
へ
と
持
ち
込
ま
れ
る
効
果
を
漸
次
果
た
し
て
い
く
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

(200) 

最
近
で
は
、
大
学
に
お
け
る
法
律
学
教
育
に
つ
い
て
は
法
律
学
の
「
初
等
教
育
」
モ
デ
ル
か
ら
抜
出
す
べ
き
と
の
意
見
が
有
力
に
主
張

さ
れ
て
お
り
、
様
々
な
新
し
い
学
部
コ
ー
ス
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
す
。
講
義
や
セ
ミ
ナ
ー
を
主
体
と
し
た
一
年
間
の

L
L
M

(
M
a
s
t
e
r
 of L
a
w
s
:
 :l;!1学
修
士
）

の
コ
ー
ス
も
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
主
と
し
て
、
留
学
生
や
実
務
家
が
学
問
的
な
研
鑽

を
積
む
こ
と
に
よ
り
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
は
か
る
と
い
う
役
割
と
、
研
究
者
希
望
の
人
が
学
部
教
育
の
後
さ
ら
に
本
格
的
な
リ
サ
ー
チ
に
移

（加）

行
す
る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
の
役
割
を
持
ち
ま
す
。

E
uと
の
関
連
で
も
、
法
学
部
に
お
い
て
も
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
本
格
的
に
整

こ
う
し
た
状
況
の
進
展
と
比
較
し
て
、
日
本
の
大
学
法
学
部
の
状
況
を
考
え
る
時
に
非
常
に
基
本
的
な
問
題
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
法
律
学
は
、
ど
こ
ま
で
そ
の
職
業
的
技
術
と
切
り
離
し
て
教
え
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
題
で
す
。
判
例
や
法
令
の
調
べ
方

を
覚
え
て
そ
れ
を
読
み
こ
な
す
技
術
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
学
習
は
、
そ
れ
を
将
来
の
職
業
に
お
い
て
活
用
す
る
必
要
が
具
体
的
で
な
け

れ
ば
、
か
な
り
退
屈
で
味
気
な
い
も
の
と
な
る
の
は
あ
る
程
度
必
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
満
足
の
行
く
学
習
効
果
を
期
待
す

る
の
も
無
理
で
し
ょ
う
。
法
律
学
と
職
業
的
ス
キ
ル
は
か
な
り
の
程
度
ま
で
分
か
ち
が
た
く
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
も
そ
も
職
業
的
ス
キ

ル
の
教
育
を
切
り
離
し
て
一
般
教
育
的
法
律
学
が
本
当
に
成
立
す
る
か
と
い
う
こ
と
自
体
に
も
疑
問
の
余
地
が
あ
り
ま
す
。
最
初
か
ら

「
法
律
家
に
な
る
気
は
な
い
」
と
ほ
と
ん
ど
決
め
て
か
か
っ
て
い
る
学
生
に
、
法
律
学
が
本
当
に
社
会
人
と
し
て
の
素
養
を
身
に
つ
け
る

た
め
に
役
立
つ
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
百
歩
譲
っ
て
そ
う
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
将
来
の
法
律
家
と
し
て
法
律
の

関
法

九
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た
と
い
え
ま
す
。

第
三
の
法
曹
と
し
て
の
「
大
学
法
律
家

University
L
a
w
y
e
r
s」
の
登
場

九一

専
門
化
・
高
度
化
と
戦
い
国
際
競
争
に
耐
え
う
る
実
力
を
持
っ
た
者
を
養
成
す
る
た
め
の
教
育
と
、
将
来
法
律
と
は
直
接
関
連
し
な
い
職

務
に
つ
く
こ
と
を
ほ
ぼ
決
定
し
て
い
る
学
生
に
社
会
人
と
し
て
の
基
礎
を
養
成
す
る
た
め
の
（
仮
に
そ
う
呼
べ
る
と
し
て
）
法
学
教
育
と

を
、
基
本
的
に
同
じ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
行
え
る
と
考
え
る
こ
と
の
非
現
実
性
を
日
本
の
大
学
法
学
部
が
真
剣
に
自
問
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
自
明
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
高
度
の
専
門
的
教
育
は
大
学
院
レ
ベ
ル
に
任
さ
れ
る
と
し
て
も
、
法
学
部

は
将
来
の
法
律
実
務
家
の
た
め
に
、
や
は
り
〈
高
度
の
〉
基
礎
教
育
を
提
供
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
基
礎
と
は
本
来
決
し
て

(208) 

内
容
的
に
や
さ
し
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
も
、
要
求
さ
れ
る
水
準
が
低
い
と
い
う
意
味
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
法
律
学
の
一
層

の
高
度
化
・
専
門
化
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
強
靭
な
基
礎
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
学
部
教
育
の
プ
ロ
セ
ス
が
相
対

的
に
軽
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
は
ず
で
す
。
大
学
法
学
教
育
に
お
け
る
「
ゆ
と
り
」
と
は
、
内
省
的
な
時
間
の

確
保
や
広
い
学
問
的
視
野
の
導
入
に
よ
っ
て
、
柔
軟
性
と
応
用
能
力
に
優
れ
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
専
門
家
と
し
て
飛
躍
す
る
た
め
の
基
礎

を
養
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
知
的
要
求
度
か
ら
い
え
ば
む
し
ろ
非
常
に
厳
し
い
も
の
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
た
視
点
の
脱
落
が
、
日
本
の
現
在
の
法
学
教
育
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
非
常
に
気
に
掛
か
る
点
で
す
。

~ 
連
合
王
国
の
大
学
法
律
家
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
と
し
て
の
側
面
と
コ
モ
ン
・
ロ
イ
ヤ
ー
と
し
て
の
実
務
性
の
二
面
性
に
歴
史
的
に
苦
し

ん
で
き
た
と
い
え
ま
す
。
法
学
部
は
大
学
の
主
流
を
な
す
人
文
科
学
の
一
分
野
で
は
な
く
、
特
殊
職
業
的
訓
練
の
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
ま
た
、
人
材
的
に
も
最
優
秀
の
人
達
は
大
学
法
律
家
よ
り
も
実
務
家
を
志
望
す
る
と
い
う
の
が
長
く
一
般
的
な
認
識
で
あ
っ

（
ニ
ー
五
）
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日
本
で
は
研
究
者
を
志
望
し
て
大
学
院
へ
と
進
む
人
は
、
司
法
試
験
を
目
指
す
人
と
は
若
干
傾
向
が
違
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
端
的

函）

に
言
え
ば
、
大
学
院
の
入
試
は
伝
統
的
に
か
な
り
外
国
語
重
視
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
大
学
法
律
家
に
と
っ
て
外
国
語
の
能
力
は
基
本
的
に
そ
れ
程
重
要
と
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
世
界
の
法
律
の
頂
点
に
立

つ
と
い
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
自
己
満
足
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
国
際
的
な
公
用
語
と
し
て
支
配
力
を
強
め
る
英
語
を
母
国
語
と
し
て

い
る
こ
と
の
優
位
性
も
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
し
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
法
律
に
関
す
る
情
報
を
得
る
た
め
に
英
語
以
外
の
資
料
を
必

(210) 

要
と
さ
れ
る
場
面
は
そ
れ
程
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

資
質
に
お
い
て
、
連
合
王
国
の
大
学
法
律
家
と
法
律
実
務
家
と
の
間
に
本
質
的
な
差
は
な
い
と
い
っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。
両
者
は
、
基

本
的
に
同
じ
畑
か
ら
出
て
く
る
者
で
あ
り
、
直
接
的
な
競
合
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
大
学
法
律
家
か
ら
実

(211) 

務
家
へ
と
転
向
す
る
例
も
決
し
て
珍
し
く
は
な
く
、
ま
た
そ
の
逆
も
当
然
に
起
こ
り
得
ま
す
。

~ ; 
新
参
と
し
て
の
大
学
法
律
家

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
学
で
実
定
法
た
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
教
育
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
意
外
に
も
、
そ
れ
程
古
い
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
教
育
す
る
近
代
的
な
法
学
部
の
最
初
の
も
の
は
一
八
二
六
年
に
創
設
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
大
学
ユ
ニ

バ
ー
シ
テ
ィ
・
コ
レ
ッ
ジ
の
法
学
部
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
後
一
九

0
0年
ま
で
に
送
り
出
し
た
卒
業
生
の
数
は
僅
か
ニ
ニ
五
名

(212)

（

213) 

で
し
た
。
そ
し
て
一
九

0
九
年
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
一

0
九
名
の
法
学
教
師
が
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
学
教
育
と
法
律
家
の

養
成
の
本
格
的
な
連
携
が
発
展
し
た
の
は
、
実
に
一
九
六
七
年
に
大
法
官
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
法
学
教
育
の
見
直
し
を
行
う
た
め
の
オ
ム

大
学
法
律
家

tと
く
に
実
務
と
の
連
携
に
つ
い
て

関
法

九
四

（
ニ
―
六
）



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

ロ
ッ
ド
委
員
会

O
r
m
r
o
d
C
o
m
m
i
t
t
e
e
の
作
業
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

O
r
m
r
o
d
C
o
m
m
i
t
t
e
e
は、

! 
大
学
法
律
家
の
伝
統
的
な
相
対
的
低
位G

.
 H
.
 Treitel 

Q
.
 C., 
D. C. L, F. B. 
A. 

H
o
n
o
r
a
r
y
 B
e
n
c
h
e
r
 of Gray's I
n
n
 

F
e
l
l
o
w
 of All Souls College, O
x
f
o
r
d
 

Vinerian Professor of English L
a
w
 

九
五

二
二
名

一
名
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
医
学
の
教
授
と
六
名
の
大
学
法
律
家
を
含
む
―
二
名
の
法
律
家
か
ら
構
成
さ
れ

(214) 

て
お
り
、
大
学
的
な
色
彩
の
非
常
に
濃
い
委
員
会
で
し
た
。
そ
の
提
案
は
中
途
半
端
な
も
の
に
終
わ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
が
、
法
学
教
育
へ

(215) 

の
関
心
を
高
め
大
学
教
育
を
法
律
家
養
成
教
育
の
通
常
の
ル
ー
ト
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
へ
の
基
本
的
合
意
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、

(216) 

大
学
法
学
部
に
対
し
て
そ
の
自
主
性
と
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
を
尊
重
す
る
基
盤
を
固
め
る
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
九

三
年
現
在
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
二

0
0
0
名
に
若
干
満
た
な
い
数
の
専
任
の
大
学
法
律
家
が
お
り
、
そ
れ
は
大
ま
か
に
見
て
、
第
二
次

世
界
大
戦
直
後
の
二

0
倍
、
そ
し
て

0
r
m
r
o
d
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
時
代
の
四
倍
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
ま
咲
゜

大
学
法
律
家
が
相
対
的
に
低
い
地
位
に
あ
る
こ
と
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
体
系
書
・
教
科
書
に
お
け
る
肩
書
き
の
書
き
方
を
見
れ
ば
よ
く

分
か
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ト
ラ
イ
テ
ル
の
契
約
法
の
著
名
な
教
科
書
の
最
新
の
版
で
あ
る
第
九
版
に
お
け
る
肩
書
き
は
次
の
よ
う
に
記
さ

名
前
の
す
ぐ
下
に
は
、
勅
撰
弁
護
士
を
意
味
す
る
Q

C
が
一
番
最
初
に
、
続
い
て
比
較
法
博
士

D
o
c
t
o
r
of C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 L
a
w
,
 そ

し
て
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員

F
e
l
l
o
w
of the British A
c
a
d
e
m
y
と
続
き
ま
す
。
つ
ぎ
の
段
は
自
分
が
所
属
す
る

I
n
n

れ
て
い
ま
す
。

の
構
成
員
か
ら
成
り
、

（
ニ
―
七
）



第
四
八
巻
第
二
号

と
そ
こ
に
お
け
る
地
位
で
あ
り
、
そ
の
次
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
伝
統
的
な
コ
レ
ッ
ジ
・
ジ
ス
テ
ム
に
お
け
る
コ
レ
ッ
ジ
の
正
規

構
成
員
で
あ
る
フ
ェ
ロ
ー
の
地
位
が
記
さ
れ
、
最
後
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
法
学
部
の
伝
統
あ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
講
座
の
教
授
で

あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
伝
統
的
な
肩
書
き
の
書
き
方
の
順
序
で
あ
り
、
大
学
法
学
部
の
教
授
と
い
う
も
の
の
伝
統
的
な

大
学
法
律
家
の
地
位
に
関
し
て
、
連
合
王
国
を
代
表
す
る
国
際
私
法
学
者
の
一
人
で
あ
る
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
大
学
の
名
誉
教
授
で
あ
る

A
n
t
o
n

教
衡
が
私
に
い
っ
た
言
葉
が
非
常
に
印
象
に
残
っ
て
い
ま
五
゜

「
プ
リ
テ
ン
に
お
い
て
法
学
者
は
基
本
的
に
馬
鹿

stupid
な
ん
だ
よ
。
私
は
す
こ
し
悪
ふ
ざ
け

cheating
し
て
い
る
け
れ
ど
、
か

「D
i
c
e
y
は
立
派
な
学
者
だ
っ
た
が
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ

M
o
r
r
i
s
は
全
く
無
能
な
男
で
、
判
決
も
ろ
く
に
読
ま
な
か
っ
た
。

D
i
c
e
y
 &
 Mo
r
i
s
は
国
際
性
の
無
い
だ
め
な
本
に
な
っ
て
い
た
ん
だ
。
だ
け
ど
、
今
の
代
表
編
集
者
で
あ
る

L
a
w
r
e
n
c
e
Collins
、

こ
の
男
は
す
ご
い
奴
で
私
達
と
は
全
く
違
っ
た
獣

a
different a
n
i
m
a
l
だ
。
ソ
リ
シ
タ
と
し
て
巨
大
な
国
際
的
事
件
を
自
分
で
担

当
し
て
い
る
。
実
務
の
第
一
線
に
い
な
が
ら
、
立
派
な
学
者
と
し
て
や
っ
て
い
る
。
お
ま
け
に
大
法
官
だ
っ
た

L
o
r
d
M
a
c
k
a
y
の

評
価
も
高
く
て
ソ
リ
シ
タ
で
あ
り
な
が
ら
Q
C
の
肩
書
き
ま
で
手
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
」

こ
れ
が
連
合
王
国
の
大
学
法
律
家
の
感
覚
だ
と
思
い
ま
す
。
ア
バ
デ
ィ
ー
ン

A
b
e
r
d
e
e
n
大
学
の
法
律
図
書
館
で
あ
る
テ
イ
ラ
ー
・
ラ

イ
プ
ラ
リ

T
a
y
l
o
r
L
i
b
r
a
r
y
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
い
ち
ば
ん
目
立
つ
場
所
に
は
、

M
a
c
k
a
y
を
は
じ
め
こ
の
大
学
出
身
の
裁
判
官
達
の
写
真
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

あ
る
当
の
ど
1ton
教
授
の
写
真
は
そ
の
右
側
の
奥
ま
っ
た
場
所
の
図
書
検
索
用
の
端
末
の
右
上
の
壁
に
ひ
っ
そ
り
と
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
り
本
気
で
そ
う
思
っ
て
い
ん
だ
。
」

位
置
付
け
を
看
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

関
法

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
初
の
大
法
官
で
あ
る

L
o
r
d

ア
バ
デ
ィ
ー
ン
大
学
法
学
部
を
代
表
す
る
大
教
授
で

九
六
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

会
員
を
有
す
る
大
き
な
組
織
で
す
が
、
そ
れ
は
単
に
大
学
法
学
教
師
の
い
わ
ゆ
る
圧
力
団
体
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
だ
け
で
は
な
く
、

様
々
な
部
会
が
設
け
ら
れ
、
研
究
会
合
や
セ
ミ
ナ
ー
が
一
年
を
通
じ
て
非
常
に
活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
名
簿
に
は
、
各
会
員
の

か
な
り
具
体
的
な
研
究
分
野
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
研
究
分
野
毎
に
会
員
名
を
整
理
し
た
索
引
も
付
さ
れ
、
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

(220) 

ン
を
促
進
す
る
配
慮
が
窺
え
ま
す
。
法
律
学
の
研
究
と
法
律
家
養
成
教
育
が
統
合
的
に
大
学
と
い
う
学
問
的
伝
統
と
自
律
性
を
も
っ
た
教

育
機
関
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
法
文
化
の
健
全
な
発
展
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
共
通
認
識
と
し
て
し
っ
か
り
と
確
立
し
て
い
ま

す
。
法
学
教
師
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
の
大
学
法
律
家
に
と
っ
て
は
や
や
奇
異
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
法
律
学
研
究
者
あ
る
い

は
法
学
者
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
好
む
人
が
お
そ
ら
く
多
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
連
合
王
国
に
お
い
て
法
学
教
師
は
将
来
の
高
水
準
の
法

た
め
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

九
七

今
で
も
大
学
法
律
家
の
裁
判
官
や
実
務
家
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
、
完
全
に
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
の
た
め
に
現
在
の
連
合
王
国
の
大
学
法
律
家
が
沈
滞
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
問
的
レ
ベ
ル
の
高
揚
に
は
最
近
は
目
を
見

張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
大
学
法
律
学
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
連
合
王
国
は
今
世
界
の
頂
点
に
立
と
う
と
す
る
勢
い
が
あ
り
ま
す
。
学

問
と
実
務
が
問
題
意
識
を
共
有
し
大
学
に
お
け
る
研
究
を
実
務
が
本
当
に
必
要
と
し
て
き
て
い
る
と
い
う
状
況
の
展
開
が
あ
り
ま
す
。
少

数
の
卓
越
し
た
才
能
が
法
律
学
を
リ
ー
ド
し
た
時
代
か
ら
、
実
務
の
需
要
が
法
律
学
の
レ
ベ
ル
を
押
し
上
げ
る
時
代
へ
と
時
は
流
れ
つ
つ

あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
大
学
法
学
教
育
の
意
義
が
高
く
評
価
さ
れ
法
曹
教
育
に
と
っ
て
大
学
が
重
要
な
位
置
付
け
を
与
え
ら

れ
る
と
い
う
状
況
の
進
展
に
よ
り
、
連
合
王
国
の
大
学
法
律
家
も
ま
す
ま
す
魅
力
の
あ
る
職
業
と
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

I 
教
育
重
視
の
伝
統

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
大
学
法
学
部
の
歴
史
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
将
来
の
法
律
家
に
教
育
を
行
う
権
利
を
獲
得
す
る

一
九
0
八
年
に
創
立
さ
れ
た
「
大
学
法
学
教
師
協
会
S
P
T
L
」
は
、
現
在
で
は
約
二

0
0
0
名
の

（
ニ
―
九
）



す
が
、
ま
だ
例
外
的
と
い
っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。

教
科
書
と
体
系
書
の
区
別
は
基
本
的
に
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
大
学
法
律
家
が
作
成
す
る
も
の
は
基
本
的

に
教
育
用
で
あ
る
と
い
え
ま
す
が
、
当
然
実
務
用
と
し
て
も
使
え
ま
す
。
学
生
向
け
か
実
務
家
向
け
か
が
は
っ
き
り
し
た
も
の
も
確
か
に

存
在
し
ま
す
が
、
よ
い
著
書
は
ど
ち
ら
に
と
と
っ
て
も
ほ
ぼ
同
様
に
有
益
で
す
。
そ
う
し
た
著
書
に
お
い
て
大
学
法
律
家
が
行
う
こ
と
は
、

新
た
な
判
例
を
分
析
し
て
そ
れ
ま
で
の
判
例
法
と
の
整
合
を
は
か
っ
た
り
、
か
な
り
大
胆
な
場
合
で
も
、
判
例
の
傾
向
か
ら
将
来
判
例
が

目
指
し
て
行
こ
う
と
す
る
方
向
性
を
示
唆
す
る
と
い
っ
た
こ
と
に
基
本
的
に
止
ま
り
ま
す
。
雑
誌
論
文
に
お
い
て
は
最
近
で
は
大
陸
法
的

な
新
し
い
タ
イ
プ
の
も
の
が
現
れ
て
き
て
お
り
、
論
理
の
側
か
ら
判
例
を
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま

教
育
用
の
判
例
集
や
教
材
も
非
常
に
よ
く
整
備
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
も
の
を
作
る
こ
と
は
決
し
て
研
究
の
片
手
間
の
仕
事

一
版
と
―
二
版
で
根
本
的
な
改
説
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
四
八
巻
第
二
号

律
実
務
家
を
育
成
す
る
た
め
に
、
大
学
の
学
問
的
伝
統
に
基
づ
い
て
健
全
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
教
育
を
ほ
ど
こ
す
重
要
な
役
割
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
法
学
教
師
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
誇
り
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

； >
教
科
書
・
教
材
作
成

(m) 

判
例
や
制
定
法
の
変
動
の
激
し
い
分
野
で
は
、
教
科
書
は
非
常
に
頻
繁
に
改
訂
さ
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
う
し
た
著
作
に
お
い
て
、
大
学

法
律
家
は
そ
れ
程
自
分
の
説
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、

D
i
c
e
y
&
 Mo
r
r
i
s
 o
n
 Conflict of L
a
w
s
は、

国
際
私
法
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
だ
け
で
は
な
く
コ
モ
ン
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
諸
国
の
判
決
に
も
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
非
常
に
権
威
の
高
い

体
系
書
で
す
が
、
筆
者
の
研
究
と
も
関
連
す
る
国
際
私
法
総
論
の
中
心
的
問
題
で
あ
る
「
性
質
決
定
Characterisation
」
に
つ
い
て
一

大
学
に
お
け
る
研
究
•
著
作
活
動

関
法

九
八

（ニニ
0
)



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

>

九
九

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
非
常
な
情
熱
が
注
が
れ
て
い
る
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
が
。
そ
れ
は
、
研
究
に
お
け
る

最
先
端
の
成
果
を
逸
早
く
法
律
家
共
同
体
に
共
有
の
も
の
と
し
て
い
こ
う
と
い
う
真
摯
な
努
力
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

判
例
が
主
要
な
法
源
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
素
早
く
整
理
し
て
使
い
易
い
状
態
に
お
く
こ
と
は
非
常
に
大
切
な
作
業
で
す
。
判
例
要
旨

の
速
報
や
、
様
々
な
レ
ベ
ル
の
判
例
批
評
の
類
が
非
常
に
多
く
出
ま
す
。
大
学
法
律
家
も
実
務
家
と
な
ら
ん
で
そ
う
し
た
仕
事
を
ど
ん
ど

ん
と
こ
な
し
て
い
き
ま
す
。
判
例
だ
け
で
な
く
、
制
定
法
や
法
律
文
献
等
の
情
報
も
素
早
く
整
理
さ
れ
、
実
務
的
調
査
や
研
究
の
環
境
を

常
に
ア
ッ
プ
・
ト
ゥ
・
デ
ー
ト
に
保
ち
ま
す
。
そ
れ
ら
の
情
報
は
、
雑
誌
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、

C
D
ロ
ム
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(223) 

な
ど
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
提
供
さ
れ
、
す
ぐ
に
検
索
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
ま
す
。
法
律
情
報
の
系
統
的
な
集
め
方
を
整
理
し
た
著
書
も
い

（以）

ろ
い
ろ
と
あ
り
、
そ
う
し
た
作
業
を
大
学
法
律
家
が
ぬ
か
り
な
く
進
め
て
い
ま
す
。

三
・
三
・
四

重
要
性
を
増
す
研
究
活
動
と
役
割
の
変
化

そ
し
て
特
に
重
要
な
こ
と
は
、
最
近
に
お
け
る
大
学
法
律
家
の
役
割
の
変
化
で
す
。
現
在
、
教
育
と
研
究
の
割
合
は
わ
ず
か
に
逆
転
し

(225) 

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
割
合
は
、
現
時
点
で
、
感
覚
的
に
研
究
が
六
に
対
し
て
教
育
が
四
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
も
こ
こ
一

0
年
の
出
来
事
で
す
。

三
・
三
・
四
・
一

法
律
委
員
会
と
大
学
法
律
家
の
活
躍

大
法
官
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
法
律
委
員
会
の
委
員
五
名
の
う
ち
一
人
は
大
学
法
律
家
が
含
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
法
律
委
員
会
委
員
は

制
定
法
に
よ
る
法
改
革
の
問
題
を
検
討
し
ま
す
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
不
当
利
得
を
独
立
の
訴
訟
原
因
と
し
て
確
立
す
る
法
改
革
は

学
説
が
判
例
を
先
導
し
た
異
例
の
出
来
事
で
し
た
が
、
そ
の
議
論
に
お
い
て
学
説
の
最
先
端
を
担
っ
た
ツ
ィ
ン
・
ピ
ラ
ー
の
一
人
で
あ
る

判
例
・
制
定
法
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト

（
二
ニ
―
)



第
四
八
巻
第
二
号

（ニニニ）

関
法

(226) 

B
日
r
o
w
s
が
現
在
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
改
革
を
担
当
す
る
法
律
委
員
会
委
員
と
な
っ
て
お
り
、
最
近
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
も

懲
罰
的
損
害
賠
償
に
一
定
の
役
割
を
与
え
て
い
く
こ
と
を
示
唆
す
る
意
欲
的
な
レ
ポ
ー
ト
を
発
表
し
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
ド

ク
マ
に
足
を
と
ら
れ
て
身
動
き
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
現
象
は
、
大
陸
法
シ
ス
テ
ム
だ
け
で
な
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
古
い
歴
史

と
伝
統
を
誇
る
判
例
法
シ
ス
テ
ム
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
現
象
と
い
え
ま
す
。
そ
う
し
た
状
況
に
陥
っ
た
時
に
、
具
体
的
な
事
例
に
対

す
る
判
決
に
よ
っ
て
根
本
的
な
打
開
策
を
打
ち
出
す
こ
と
に
大
き
な
限
界
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
う
し
た
袋
小
路
に
陥
っ

た
時
の
打
開
策
と
し
て
制
定
法
の
草
案
を
提
示
す
る
の
が
法
律
委
員
会
の
主
要
な
役
割
で
あ
り
、
そ
の
作
業
は
幅
広
い
体
系
的
考
察
を
必

要
と
す
る
き
わ
め
て
学
術
的
な
色
彩
を
帯
び
た
も
の
と
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
法
律
委
員
会
の
作
業
に
は
大
陸
法
律
学
的
視
点
に

三
・
一
＿
＿
•
四
・
ニ
外
国
法
の
影
響
と
比
較
法

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
多
く
は
自
分
達
の
文
化
を
世
界
で
一
番
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
時
々
鼻

に
つ
く
こ
と
も
事
実
で
す
。
し
か
し
、
彼
ら
の
偉
大
な
と
こ
ろ
は
、
た
と
え
相
手
を
馬
鹿
に
し
て
い
て
も
相
手
の
仕
事
は
ち
ゃ
ん
と
評
価

す
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
国
際
性
の
根
本
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
文
化
に
対
し

て
か
な
り
強
い
反
発
が
存
在
し
、
司
法
制
度
で
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
方
が
数
段
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
イ
ン

（四）

グ
ラ
ン
ド
人
の

a
u
pair
が
ア
メ
リ
カ
の
ホ
ー
ム
・
ス
テ
イ
先
の
幼
児
を
殺
害
し
た
疑
い
が
か
け
ら
れ
た
ル
イ
ー
ズ
事
件
に
お
い
て
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
全
体
の
批
判
が
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
に
集
中
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
法
官
自
身
が
、

ル
イ
ー
ズ
事
件
に
対
す
る
合
衆
国
の
刑
事
司
法
に
お
け
る
取
り
扱
い
に
つ
い
て
遺
憾
の
意
を
表
明
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
一
方
で
ア
メ
リ
カ
の
学
説
の
影
響
は
強
ま
っ
て
き
て
お
り
、
特
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
学
法
律
家
の
レ
ベ
ル
の

非
常
に
近
い
も
の
が
あ
り
注
目
さ
れ
ま
す
。

1
0
0
 



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

高
さ
に
は
一
定
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
律
委
員
会
委
員
の

B
u
r
r
o
w
s
は

H
a
r
v
a
r
d
大
学
で
、

L
a
w
r
e
n
c
e
Collins
は

C
o
l,
 

u
m
b
i
a
大
学
で
そ
れ
ぞ
れ
法
学
修
士
号
を
取
得
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
例
え
ば
損
害
賠
償
法
に
お
け

る
バ
イ
プ
ル
的
な
実
務
家
向
け
の
体
系
書
で
あ
る

M
c
G
r
e
g
o
r
o
n
 D
a
m
a
g
e
s
の
著
者
の

M
c
G
r
e
g
o
r
も
か
つ
て

H
a
r
v
a
r
d
に
留
学
し

て
い
ま
し
た
。
合
衆
国
の
各
大
学
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
が
発
行
す
る
法
律
雑
誌
も
よ
く
読
ま
れ
て
お
り
、
著
書
や
判
例
の
引
用
も
非
常
に

頻
繁
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
相
手
の
良
い
面
を
認
め
る
点
に
お
い
て
非
常
に
素
直
で
た
め
ら
い
が
無
い
と
い
う
点
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が

(228) 

誇
る
べ
き
美
点
だ
と
思
い
ま
す
。
法
律
学
の
国
際
性
と
い
う
点
で
は
、
最
近
で
は
か
え
っ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
方
が
閉
鎖
的
で
自
己
満

足
的
で
あ
る
と
の
印
象
さ
え
受
け
ま
す
。

こ
う
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
し
た
た
か
さ
と
し
な
や
か
さ
は
、
七

0
歳
を
超
え
る

L
o
r
d
G
o
f
f
が
ド
イ
ツ
の
判
例
を
貴
族
院
の
判

決
に
引
用
し
た
と
い
う
歴
史
的
な
事
態
の
進
展
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
事
件
で
は
、

を
作
成
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
ま
し
た
が
、

1
0
 

ソ
リ
シ
タ
が
依
頼
人
か
ら
新
し
い
遺
言

ソ
リ
シ
タ
が
そ
れ
を
遅
延
し
て
い
る
間
に
依
頼
人
が
死
亡
し
、
そ
の
た
め
に
受
遺
者
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う
原
告
が
遺
言
に
よ
っ
て
得
た
で
あ
ろ
う
遺
産
相
当
の
損
害
を
受
け
た
と
し
て
賠
償
請
求
を
し
た
事
件
で
す
。
貴
族
院
は
原
告

ら
の
請
求
を
認
め
る
控
訴
院
の
判
決
を
支
持
し
て
上
告
を
棄
却
し
ま
し
た
。
こ
の
判
決
に
お
い
て

L
o
r
d
G
o
f
f
は
、
保
護
義
務
を
契
約

（四）

関
係
に
拡
張
す
る
こ
と
を
論
じ
た
ド
イ
ツ
の
法
学
者
の
学
説
だ
け
で
は
な
く
B
G
H
の
判
決
を
引
用
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
貴
族
院
判
決
に

お
い
て
歴
史
的
出
来
事
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は

L
o
r
d
G
o
f
f
自
身
に
よ
る
短
い
論
説
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に

は
極
め
て
興
味
深
い
事
実
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
件
の
陰
の
主
役
は

L
o
r
d
G
o
f
f
の
友
人
で
あ
り
現
在
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

(230) 

の
Clifford
C
h
a
n
c
e
 Professor of E
u
r
o
p
e
a
n
 L
a
w
で
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
に
つ
い
て
の
英
文
の
体
系
書
の
著
者
で
あ
る

M
a
r
k
e
s
i,
 

nis
教
授
で
す
が
、
彼
を
介
し
て

L
o
r
d
G
o
f
f
と
知
り
合
っ
た
ド
イ
ツ
の
著
名
な
法
学
者

Christian
v
o
n
 B
a
r
教
授
と

L
o
r
d
G
o
f
f
と

（ニニ――-）
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の
間
で
何
度
も
ド
イ
ツ
法
の
状
況
を
め
ぐ
っ
て
フ
ァ
ク
ス
の
や
り
取
り
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
訴
訟
実
務
に
お
い
て
、
裁
判
官
と
原
告
・
被
告
双
方
の
弁
護
士
が
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
の
で
、
英

文
以
外
の
資
料
は
基
本
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
う
し
た
比
較
法
的
な
情
報
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

特
に
、
こ
の
事
件
で
は

M
月
kesinis
自
身
が
受
遺
者
側
の
法
廷
弁
護
人
に
加
え
ら
れ
て
お
り
、
彼
が
総
べ
て
の
資
料
を
揃
え
て
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
例
外
的
事
情
が
存
在
し
ま
し
た
。
ま
た
、

M
a
r
k
e
s
i
n
i
s
自
身
に
よ
る
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
の
英
語
に
よ
る
本

格
的
な
体
系
書
が
存
在
し
ま
し
た
。

L
o
r
d
G
o
f
f
自
身
、
こ
う
し
た
比
較
法
が
実
務
に
も
た
ら
す
直
接
的
有
用
性
に
つ
い
て
大
き
な
将
来

性
を
見
出
す
こ
と
に
は
な
お
懐
疑
的
で
す
が
、
比
較
法
が
様
々
な
面
で
有
益
で
あ
り
、
研
究
者
だ
け
で
は
な
く
裁
判
官
を
含
め
た
法
律
実

務
家
に
も
そ
の
成
果
が
共
有
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
ま
が
。
英
語
で
書
か
れ
た
も
の
に
資
料
を
限
定
す
る
の
は
、
情

報
の
共
有
と
い
う
点
に
お
い
て
非
常
に
望
ま
し
い
こ
と
で
す
。
大
学
法
律
家
に
よ
る
優
れ
た
外
国
文
献
の
翻
訳
や
外
国
法
の
研
究
の
進
展

だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
外
国
の
法
律
家
自
身
が
英
語
で
論
文
を
公
表
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
す
ま
す
頻
繁
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
う
し
た
情
報
は
時
と
し
て
直
接
判
決
に
影
響
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
達
の
外
国
法
に
対
す
る

認
識
を
更
に
深
め
て
い
く
効
果
を
果
た
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
状
況
の
進
展
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
が
そ
の
本
来
の
求
心
力
を

弱
め
る
こ
と
な
く
、
外
国
法
の
長
所
を
取
り
入
れ
て
い
く
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
す
で
し
ょ
う
。

三
・
三
•
四
·
三

不
当
利
得
法
は
長
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
に
お
い
て
独
立
の
法
分
野
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
九

0
年
代
半
ば
に
貴
族

院
の
判
例
に
よ
り
そ
れ
が
初
め
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
判
例
法
の
改
革
は
、
し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
極
め
て
異
例
な

も
の
で
し
た
。
そ
れ
は
、
学
説
が
議
論
を
先
導
し
、
そ
れ
を
貴
族
院
が
フ
ォ
ロ
ー
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
で
す
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
役

関
法

学
説
主
導
の
判
例
法
改
革
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割
を
学
説
が
果
た
し
た
と
い
う
意
味
で
、
大
学
法
律
家
の
役
割
の
変
化
を
示
す
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
評
価
し
て
い
ま
す
。

学
説
を
リ
ー
ド
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
伝
統
あ
る
ロ
ー
マ
法
講
座
の
教
授
で
あ
る

B
i
r
k
s
で
あ
っ
た

こ
と
も
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
非
常
に
印
象
深
い
も
の
と
い
え
ま
す
。

欧
州
共
同
体
法
の
進
展
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
的
環
境
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
の
中
で
、
裁
判
官
も
大
学
法
律
家
に
よ
る
研
究
成

果
を
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
切
実
に
感
じ
て
き
て
い
ま
す
。
最
近
の
貴
族
院
判
決
に
お
け
る
最
新
学
説
の
引
用
は
、
こ
う
し
た

状
況
を
如
実
に
示
し
て
い
ま
す
。
大
学
法
律
家
の
真
価
が
実
務
に
お
い
て
着
実
に
認
め
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
判
例
に
お
け
る

学
説
の
引
用
は
、
大
学
法
律
家
と
裁
判
官
と
の
直
接
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
関
係
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
問
題
意
識
の
共
有

と
協
調
関
係
を
促
進
す
る
意
味
で
、
か
け
が
え
の
な
い
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
く
と
思
わ
れ
ま
す
。

三
・
三
・
五

実
務
と
の
研
究
上
の
連
携
の
進
展

三
・
三
・
五
•
一

上
級
裁
判
官
が
私
人
の
立
場
で
、
論
文
を
発
表
し
た
り
著
作
を
発
表
す
る
こ
と
は
決
し
て
希
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
バ
リ
ス
タ
も
同
様
で

す
。
例
え
ば
、
国
際
私
法
に
お
い
て

R
o
b
e
r
t
s
o
n
と
い
う
バ
リ
ス
タ
が
一
九
四

0
年
に
書
い
た
「
国
際
私
法
に
お
け
る
性
質
決
定

Characterisation
」
と
い
う
題
名
の
著
書
は
、
純
理
論
的
な
研
究
で
、

い
ま
で
も
こ
の
分
野
の
基
本
的
文
献
と
し
て
広
く
参
照
さ
れ
て

い
ま
す
。
実
務
家
と
学
者
が
、
同
じ
法
律
雑
誌
に
論
説
を
よ
せ
た
り
、
同
じ
セ
ミ
ナ
ー
で
研
究
報
告
を
行
い
本
に
顔
を
な
ら
べ
る
と
い
う

の
は
ご
く
日
常
的
な
出
来
事
で
す
。
法
律
学
の
学
術
的
な
著
書
を
出
す
に
は
、
基
本
的
に
実
務
家
と
し
て
の
肩
書
き
だ
け
で
十
分
だ
と
い

え
ま
す
。
著
作
の
流
儀
や
作
法
も
大
学
法
律
家
が
書
い
た
も
の
と
特
に
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
読
者
も
そ
う
し
た
肩
書
き
を
忘
れ
て
区
別

な
く
読
ん
で
い
ま
す
。
特
に
上
級
裁
判
官
が
書
い
た
も
の
は
一
般
に
非
常
に
注
目
さ
れ
て
お
り
、
引
用
も
頻
繁
に
な
さ
れ
ま
す
。

実
務
家
に
よ
る

A
c
a
d
e
m
i
c
と
し
て
の
活
動
の
伝
統

1
0
三

（ニニ五）
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何
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
の
条
件
か
と
聞
か
れ
れ
ば
非
常
に
難
し
い
の
で
す
が
、
学
問
的
な
専
門
性
、
論
理
性
と
体
系
性
、
そ
し
て
深
い
考

察
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
条
件
を
軽
々
と
ク
リ
ア
す
る
も
の
を
書
く
こ
と
の
で
き
る
人
達
が
実
務
家
の
中
に

し
か
し
、
こ
れ
は
少
し
考
え
れ
ば
あ
ま
り
に
当
然
の
こ
と
で
す
。
バ
リ
ス
タ
や
裁
判
官
は
元
々
の
資
質
に
お
い
て
大
学
法
律
家
と
共
通

す
る
面
を
多
く
備
え
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
饒
舌
で
説
得
力
に
み
ち
た
判
例
を
書
く
こ
と
が
、
裁
判
官
に
学
者
の
役
割
の
一
部
を
担

わ
せ
て
き
た
事
実
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
バ
リ
ス
タ
は
基
本
的
に
大
学
法
律
家
と
非
常
に
良
く
似
た
環
境
で
育
っ
た
人
が
多
い
と

い
え
ま
す
。

O
x
b
r
i
d
g
e
出
身
者
が
半
数
を
越
え
る
と
推
測
さ
れ
、
し
か
も

B
a
r
自
体
が
い
わ
ゆ
る

C
o
l
l
e
g
e
S
y
s
t
e
m
を
採
用
す
る
教

育
機
関
と
あ
る
意
味
で
非
常
に
似
通
っ
て
い
ま
す
。

Inn
に
は
立
派
な
図
書
館
が
あ
り
、
各
バ
リ
ス
タ
は
専
門
分
野
に
お
け
る
エ
キ
ス

パ
ー
ト
と
し
て
知
識
や
論
理
性
を
高
め
る
努
力
を
職
業
遂
行
の
た
め
に
常
に
要
求
さ
れ
ま
す
。

い
制
度
的
に
保
障
さ
れ
た
中
立
性
と
、
収
入
等
の
交
渉
は

C
l
e
r
k
に
ま
か
せ
専
門
家
と
し
て
の
名
声
を
高
め
る
こ
と
に
専
心
す
る
と
い

う
環
境
も
、
あ
る
程
度
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
と
共
通
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
何
よ
り
、
バ
リ
ス
タ
同
士
が
厳
密
な
職
務
上
の
直
接
の
上
下
間
系

に
お
か
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
職
業
上
の
実
績
に
基
づ
い
た
ゆ
る
や
か
な
秩
序
の
中
に
お
か
れ
、
互
い
の
独
立
性
と
平
等
性
を
尊
重
し
つ

つ
も
、
優
れ
た
功
績
を
残
し
た
先
輩
達
に
深
い
敬
意
を
払
う
と
い
う
伝
統
は
、
大
学
の
環
境
に
あ
る
意
味
で
は
そ
っ
く
り
だ
と
い
え
そ
う

他
方
、

ソ
リ
シ
タ
も
業
務
の
高
度
化
に
よ
り
学
問
的
な
知
識
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
幅
広
い
法
律
知
識
を
も
ち
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

な
ど
の
最
新
の
ス
キ
ル
を
駆
使
し
て
大
量
の
法
律
情
報
を
さ
ば
き
な
が
ら
文
書
を
作
成
す
る
と
い
う
日
常
の
職
務
は
、
バ
リ
ス
タ
よ
り
も

大
学
法
律
家
に
近
い
面
さ
え
あ
り
ま
す
。
最
近
で
は
、
大
学
法
学
教
育
を
共
有
す
る
点
で
、
バ
リ
ス
タ
・
ソ
リ
シ
タ
と
大
学
法
律
家
の
共

多
く
存
在
す
る
と
い
う
の
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
特
徴
で
す
。

関
法

―
つ
の
利
益
集
団
を
代
表
す
る
こ
と
の
な

1
0
四

（ニニ六）



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

三
・
三
・
五
・
ニ

1
0
五

通
基
盤
が
強
化
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
実
務
家
と
大
学
法
律
家
の
共
通
す
る
環
境
及
び
そ
の
中
で
培
わ
れ
た
気
質
が
相
互
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
容
易
に
し
、
両
者
を
包
摂
す
る
法
律
家
文
化
を
形
成
す
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

研
究
活
動
に
お
け
る
法
律
実
務
家
と
大
学
法
律
家
の
間
の
交
流
は
、
最
近
ま
す
ま
す
目
立
っ
た
現
象
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

両
者
の
緊
密
な
共
同
研
究
の
一
例
と
し
て
、
現
在
貴
族
院
裁
判
官
で
あ
る

L
o
r
d
G
o
f
f
と
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
大
学
教
授
で
あ
っ
た

J
o
n
e
s

教
授
の
共
著
に
よ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
初
の
不
当
利
得
法
の
体
系
書
で
あ
る

T
h
e
L
a
w
 of Restitution
の
出
版
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
両
著
者
が
い
か
に
緊
密
で
時
間
を
か
け
た
共
同
研
究
を
行
っ
た
か
に
つ
い
て
は

Jones
教
授
自
身
に
よ
る
著
述
が
あ
り
ま
す
。

当
時
バ
リ
ス
タ
で
あ
っ
た

G
o
f
f
と
J
o
n
e
s
教
授
が
不
当
利
得
に
つ
い
て
の
体
系
書
を
公
表
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
共
同
研
究
に
入
っ

た
の
は
一
九
五
九
年
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
六
年
間
を
か
け
て

T
h
e
L
a
w
 of Restitution
の
初
版
が
六
六
年
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

J
o
n
e
s
教
授
は
共
同
研
究
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
ま
す
。

「
そ
れ
か
ら
六
年
に
渡
る
間
、
私
達
は
数
え
切
れ
な
い
週
末
と
休
暇
中
の
週
日
を
ロ
ン
ド
ン
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
、
会
話
し
、
調
査

し
、
書
く
こ
と
に
費
や
し
た
。
私
達
は
頻
繁
に
見
解
を
変
え
た
。
こ
れ
は
現
在
で
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ゲ
ラ
の
段
階
に
お
い

て
、
著
書
の
大
部
分
を
書
き
換
え
た
。
（
第
一
章
は
出
版
社
に
と
っ
て
悪
夢
で
あ
っ
た
。
）
台
無
し
に
さ
れ
た
ゲ
ラ
は
伝
説
と
と
も
に
、

S
w
e
e
t
 &
 M
a
x
w
e
l
l
社
の
ガ
ラ
ス
・
ケ
ー
ス
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
慎
重
す
ぎ
て
こ
の
世
に
お
い
て
報
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
他
の

（四）

著
者
達
へ
の
切
羽
詰
ま
っ
た
警
告
と
し
て
。
」

両
者
を
引
き
合
わ
せ
た
の
が
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の

B
r
i
a
n
S
i
m
p
s
o
n
で
あ
っ
た
こ
と
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
学
を
含
め
た
法
律

す。

実
務
の
問
題
意
識
を
取
り
入
れ
た
研
究
の
進
展

（ニニ七）
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家
達
の
緊
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
窺
わ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

最
近
、
シ
テ
ィ
の
ロ
ー
・
フ
ァ
ー
ム
が
大
学
に
お
け
る
講
座
を
創
設
し
た
り
、
法
律
学
の
研
究
に
財
政
的
な
支
援
を
行
う
こ
と
も
増
え

（磁）

て
き
ま
し
た
。
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の

M
a
r
k
e
s
i
n
i
s
教
授
は
こ
う
し
た
状
況
の
進
展
を
次
の
よ
う
に
印
象
的
に
語
り
ま
す
。

「
…
…
主
要
な
シ
テ
ィ
の
フ
ァ
ー
ム
は
、
彼
ら
自
身
、
国
際
的
な
顧
客
か
ら
包
括
的
な
も
の
を
ま
す
ま
す
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
そ
う
し
た
顧
客
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

X
ま
た
は

Y
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
を
知
り
た
い
の

で
は
な
く
、
国
境
を
超
越
し
た
助
言
を
も
と
め
る
。
そ
れ
ら
の
フ
ァ
ー
ム
は
私
達
が
生
産
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
材

h
u
m
a
n
p
r
o
 ,
 

d
u
c
t
を
必
要
と
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
外
国
語
を
話
せ
る
法
律
家
を
必
要
と
し
て
い
る
。
外
国
法
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
っ
た
法

律
家
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
母
国
は
良
か
っ
た
と
嘆
く
こ
と
な
く
一
国
か
ら
他
の
国
へ
と
、
物
理
的
及
び
精
神
的
に
移
動

し
つ
つ
あ
る
協
力
関
係
に
私
は
自
信
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
は
細
部
に
お
け
る
特
定
の
目
的
に
お
い
て
は
異
な
る
か
も

（蕊）

し
れ
な
い
が
、
同
じ
ゴ
ー
ル
を
目
指
し
努
力
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

特
に
実
務
的
に
重
要
な
課
題
を
扱
っ
た
研
究
成
果
に
、
シ
テ
ィ
の
フ
ァ
ー
ム
か
ら
の
資
金
援
助
の
記
述
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
ま
打
。
実
務
上
の
重
要
課
題
に
つ
い
て
論
理
的
な
側
面
と
実
務
の
進
展
が
リ
ン
ク
し
て
き
て
お
り
、
問
題
意
識
の
共
有
と

法
律
実
務
と
法
律
学
研
究
の
一
丸
と
な
っ
た
集
中
力
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

三
・
三
・
五
・
三

実
務
と
学
説
が
一
体
と
な
っ
た
議
論

（ニニ八）

主
要
な
シ
テ
ィ
の
フ
ァ
ー
ム
と
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
法
学
部
の
実
現

実
務
と
学
説
が
一
体
と
な
っ
た
議
論
の
展
開
は
様
々
な
面
で
目
立
っ
た
現
象
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
前
述
し
た
不
当
利
得
に
関
す
る

論
争
も
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
以
下
で
は
民
事
司
法
改
革
案
を
め
ぐ
る

L
o
r
d
W
o
o
l
f
と
N
antler
教
授
の
非
常

す
る
能
力
を
備
え
た
若
い
法
律
家
を
必
要
と
し
て
い
る
！

関
法

1
0
六



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

え
な
い
と
す
る
も
の
で
す
。
さ
ら
に
、

三
・
三
・
五
・
三
・
一

1
0
七

控
訴
院
民
事
部
の
長
官

M
a
s
t
e
r
of the Rolls
で
あ
る

L
o
r
d
W
o
o
l
f
が
斬
新
な
司
法
改
革
案
を
打
ち
出
し
た
こ
と
は
日
本
で
も
す

(238) 

で
に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

L
o
r
d
W
o
o
l
f
の
民
事
司
法
の
現
状
に
つ
い
て
の
診
断
は
「
費
用
、
遅
延
、
複
雑
さ
」
の
三
つ
の
重
大
な
問

題
を
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
司
法
に
お
け
る
「
対
審
的
文
化
」
の
行
き
過
ぎ
に
原
因
が
あ
る
と
し
ま
す
。
行
動
、
ペ
ー
ス
、

訴
訟
の
範
囲
が
当
事
者
に
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
ま
か
せ
ら
れ
て
お
り
、
法
律
家
が
さ
ら
に
些
細
な
問
題
に
こ
だ
わ
っ
た
り
す
る
こ
と

に
よ
り
状
況
を
さ
ら
に
悪
く
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
具
体
的
に
は
、
訴
額
が
一
万
ポ
ン
ド
以
下
の
事
件
を
迅
速
処
理
ト

ラ
ッ
ク

fast
truck
に
載
せ
て
、
制
限
期
間
内
に
上
限
の
訴
訟
コ
ス
ト
を
定
め
て
処
理
す
る
こ
と
な
ど
、
民
事
司
法
全
体
に
わ
た
り
大
胆

(239) 

な
改
革
案
を
提
示
し
ま
す
。

こ
の
改
革
案
に
対
し
て
、

ソ
リ
シ
タ
の
団
体
で
あ
る

L
a
w
Society
も
バ
リ
ス
タ
の

B
a
r
Council
も
沈
黙
し
て
い
る
な
か
、

ロ
ン

ド
ン
大
学

L
S
E
の
N
antler
教
授
が
伝
統
的
法
律
家
文
化
擁
護
の
立
場
か
ら
敢
然
と
立
ち
は
だ
か
り
正
面
か
ら
論
争
を
挑
み
ま
し
た
。

Z
a
n
d
e
r
教
授
は

L
o
r
d
W
o
o
l
f
が
訴
訟
の
遅
延
を
法
律
実
務
家
だ
け
の
せ
い
に
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、
ま
た
、
深
刻
な
遅
延
が

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
一
部
の
特
殊
な
事
件
に
つ
い
て
生
じ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
民
事
訴
訟
全
体
に
生
じ
て
い
る
と
は
い

L
o
r
d
 W
o
o
l
f
が
提
唱
す
る
様
々
な
訴
訟
前
手
続
は
む
し
ろ
コ
ス
ト
を
引
き
上
げ
訴
訟
を
引
き
伸

(210) 

ば
す
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
と
批
判
し
ま
す
。

N
antler
は
二
年
間
以
上
に
わ
た
り
激
し
い
批
判
を
展
開
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、

つ
い
に
は

L
o
r
d
W
o
o
l
f
も
N
antler
の
議
論
を
実
務
経
験
の
な
い
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
の
戯
言
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
、

(211) 

実
務
家
の
優
越
感
に
基
づ
く
と
し
か
思
え
な
い
批
判
を
す
る
ま
で
に
追
い
詰
め
ら
れ
ま
し
た
。
コ
モ
ン
セ
ン
ス
を
身
上
と
す
る
上
級
裁
判

L
o
r
d
 W
o
o
l
f
と
Z
a
n
d
e
r
教
授
の
司
法
改
革
を
め
ぐ
る
論
争

に
印
象
的
な
論
争
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

（ニニ九）



し
た
こ
と
こ
そ
が
論
争
の
成
果
だ
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う
。

第
四
八
巻
第
二
号

て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
日
本
人
の
私
の
率
直
な
感
想
で
す
。

（
二
三
0
)

官
が
こ
う
し
た
発
言
を
す
る
こ
と
自
体
す
で
に
常
軌
を
逸
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
す
。

N
antler
の
批
判
は
確
か
に
よ
い
ポ
イ
ン
ト
を

突
い
た
も
の
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
議
論
に
お
い
て
両
者
は
正
に
血
み
ど
ろ
と
い
う
べ
き
で
す
。
ど
ち
ら
も
信
念
を
持
っ

て
大
き
な
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
て
や
っ
て
い
る
仕
事
で
あ
り
、
そ
の
痛
み
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
ま
で
傷
つ
け
合
わ
な
く

し
か
し
、
そ
う
し
た
議
論
に
は
、
も
う
―
つ
の
側
面
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
実
は
、
そ
う
し
た
激
し
い
議
論
の
メ
リ
ッ
ト

を
享
受
し
て
い
る
の
は
周
囲
に
い
る
聴
衆
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
司
法
制
度
全
体
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
そ
う
し
た
議

論
が
も
と
に
な
り
人
々
の
関
心
が
高
ま
り
、

L
a
w
Society
の
前
理
事
長
で
あ
っ
た

M
a
r
t
i
n
M
e
a
r
s
が
N
antler
を
援
護
す
る
論
説
を

（
加
）

N
e
w
 L
a
w
 Journal
に
発
表
す
る
と
い
っ
た
事
態
が
展
開
し
さ
ら
に
議
論
が
深
ま
っ
て
行
き
ま
す
。
最
近
大
法
官
と
な
っ
た

L
o
r
d

Irvine
が
推
進
し
て
い
る
民
事
事
件
の
法
律
扶
助
支
出
額
の
低
減
対
策
に
お
い
て
も
、
法
律
実
務
家
が
無
用
の
引
き
伸
ば
し
を
行
う
こ
と

に
よ
り
法
律
扶
助
の
負
担
額
を
増
加
さ
せ
法
律
扶
助
に
よ
っ
て
甘
い
汁
を
吸
っ
て
い
る
と
い
っ
た
批
判
に
対
し
、
タ
イ
ム
ズ
の
紙
上
な
ど

で
法
律
実
務
家
が
正
面
か
ら
反
論
を
展
開
し
ま
す
。
結
局
、
論
争
と
は
様
々
な
立
場
の
者
が
、
自
分
が
次
の
攻
撃
目
標
と
さ
れ
る
危
険
を

冒
し
て
、
思
い
切
っ
て
批
判
や
意
見
を
述
べ
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
り
が
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
当
事
者

達
に
と
っ
て
は
た
だ
辛
い
だ
け
の
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
論
争
を
傍
観
し
て
い
る
人
々
が
よ
り
確
か
な
情
報

を
得
て
司
法
改
革
の
最
前
線
に
お
け
る
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
公
開
の
場
に
お
け
る
血
の
に
じ
む
よ
う
な
論

争
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

L
o
r
d
W
o
o
l
f
の
改
革
案
は
徐
々
に
実
施
さ
れ
て
ゆ
き
ま
す
が
、
そ
れ
を
見
守
る
人
々
は

（
氾
）

Z
a
n
d
e
r
の
批
判
的
な
視
点
を
忘
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
実
施
す
る
側
も
さ
ら
に
慎
重
な
配
慮
を
重
ね
て
行
き
ま
す
。
こ
う

関
法
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理
解
く
だ
さ
い
。

1
0
九

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
の
要
約
や
、
そ
こ
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
か
に
つ
い
て
、
本
格
的
な
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
最
初
に
書
い

た
よ
う
に
本
稿
の
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
本
稿
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
視
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
あ
る
程
度
の
筆
者
の

主
観
を
示
す
方
が
フ
ェ
ア
で
あ
る
と
考
え
、
法
学
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
若
干
の
個
人
的
感
想
を
書
き
記
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
下

は
、
あ
く
ま
で
本
稿
の
結
論
で
は
な
く
、
筆
者
が
本
稿
を
書
き
な
が
ら
ふ
と
思
い
付
い
た
こ
と
を
メ
モ
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
ご

日
本
の
司
法
試
験
と
い
う
一
回
の
試
験
に
非
常
に
重
き
を
お
く
法
律
家
登
用
制
度
の
問
題
点
の
中
心
は
、
表
面
的
に
は
、
そ
れ
が
非
常

に
困
難
な
試
験
で
あ
り
、
受
験
の
長
期
化
や
合
格
者
の
高
年
齢
化
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
た
き
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ソ
リ
シ
タ
の
資
格
を
得
る
者
の
平
均
年
齢
は
現
在
で
も
二
九
歳
で
あ
り
、
日
本
の
司
法
試
験
合
格
者
の
平
均
年
齢
の
高

年
齢
化
が
深
刻
な
問
題
と
さ
れ
た
頃
と
ほ
ぼ
同
じ
平
均
年
齢
で
法
律
家
資
格
を
得
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
こ

の
年
齢
自
体
は
特
に
問
題
と
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
さ
ら
に
教
育
期
間
を
延
長
す
る
方
向
で
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
前
述
し
た

通
り
で
す
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
も
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
は
大
学
院
レ
ベ
ル
の
三
年
間
の
課
程
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
終
え
て
法
律
家
と
な
る

者
の
年
齢
は
さ
ら
に
若
千
高
く
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
法
律
実
務
家
と
し
て
の
業
務
を
ス
タ
ー
ト
す
る
年
齢
自
体
が
二
九
歳
と

い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
異
常
な
こ
と
で
は
な
く
、
日
本
に
お
け
る
問
題
の
本
質
は
、
む
し
ろ
大
学
卒
業
の
後
司
法
試
験
に
合
格
ま
で
の
間
の

タ
イ
ム
・
ラ
グ
の
性
格
に
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
の
間
、
多
く
の
受
験
生
は
無
職
の
ま
ま
様
々
な
か
た
ち
で
苦
し
い
受
験
生

活
を
送
り
、
そ
し
て
毎
年
一
回
し
か
行
わ
れ
な
い
司
法
試
験
に
挑
戦
し
て
き
ま
し
た
。
確
か
に
、
そ
れ
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
日
本
の
多

四

お

わ

り

に

（
二
三
一
）



た
し
か
に
、
司
法
試
験
受
験
を
選
択
す
れ
ば
、
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く
の
有
力
企
業
が
新
規
大
学
卒
業
者
の
み
を
採
用
の
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
は
あ
る
意
味
で
過
酷
で
す
。
日
本
社
会
に
お
い
て
法
曹
を
志

す
者
は
、
そ
う
し
た
か
な
り
有
利
な
職
業
獲
得
の
チ
ャ
ン
ス
を
自
ら
絶
っ
て
正
に
背
水
の
陣
を
ひ
く
こ
と
が
必
要
で
し
た
。
長
い
受
験
勉

強
の
期
間
、
経
済
的
な
問
題
だ
け
で
な
く
、
家
族
と
の
軋
礫
や
一
足
先
に
社
会
に
出
て
活
躍
し
て
い
る
友
人
に
対
す
る
複
雑
な
思
い
も
経

験
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
辛
い
経
験
の
中
に
は
、
無
用
な
も
の
、
有
害
な
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
に
否
定
で
き
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
辛
い
期
間
を
経
過
し
乗
り
越
え
て
き
た
こ
と
が
、
日
本
の
法
曹
に
と
っ
て
何
か
重

要
な
プ
ラ
ス
の
面
を
も
た
ら
し
て
い
な
か
っ
た
か
と
い
う
点
も
真
剣
に
再
考
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
そ
う
し
た

苦
し
い
経
験
が
、
日
本
の
法
律
家
の
人
権
意
識
や
在
野
精
神
に
プ
ラ
ス
に
作
用
し
て
い
た
面
が
全
く
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
筆
者
は
決
し
て
過
去
の
司
法
試
験
を
称
え
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
苦
し
い
受
験
生
活
が
何
の
メ
リ
ッ
ト
も

も
た
ら
さ
な
い
と
す
る
の
も
極
論
と
い
う
べ
き
で
す
。
つ
ま
り
、
不
必
要
な
過
酷
さ
を
取
り
除
き
つ
つ
も
、
よ
い
面
を
維
持
し
て
い
く
こ

と
は
、
あ
る
意
味
で
日
本
の
法
律
家
文
化
の
伝
統
の
承
継
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
よ
い
専
門
家
は
、
決
し

て
学
力
や
素
質
に
よ
る
選
別
だ
け
で
確
保
で
き
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
苦
し
い
受
験
生
活
を
経
験
さ
れ
現
在
活

躍
さ
れ
て
い
る
多
く
の
法
曹
の
方
々
の
意
見
に
も
っ
と
し
っ
か
り
と
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

関
法

一
流
企
業
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
る
道
が
閉
ざ
さ
れ
る
の
は
過
酷
な
状
況
で
あ
り
、
資

質
の
あ
る
若
者
が
法
曹
へ
の
道
を
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
き
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
当
面
の
改
善
は
、
残
念
な
が
ら
、

各
企
業
の
理
解
を
求
め
る
努
力
を
行
う
と
と
も
に
社
会
情
勢
の
変
化
に
待
つ
ほ
か
な
さ
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
他
方
で
、
学
部
卒
業
か
ら
さ
ら
に
数
年
間
の
付
加
的
な
教
育
期
間
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
法
律
専
門
家
と
い
う
職
務
の
性
質

（加）

上
む
し
ろ
当
然
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
間
を
、
ま
っ
た
く
の
個
人
的
な
独
学
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0
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(245) 

的
受
験
勉
強
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、
正
規
の
教
育
的
シ
ス
テ
ム
を
作
り
、
合
理
的
で
効
果
的
な
教
育
を
ほ
ど
こ
す
工
夫
は
、
現
在
の
日

本
に
お
い
て
も
十
分
に
可
能
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
司
法
試
験
受
験
勉
強
期
間
を
、
例
え
ば
、
大
学
院
教
育
期
間
と
し
て
位
置
付
け
る

(216) 

と
い
う
工
夫
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
仮
に
「
法
律
専
門
修
士
課
程
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
、
国
立

大
学
法
学
部
を
中
心
に
提
供
さ
れ
て
い
る
専
修
コ
ー
ス
と
は
異
な
り
、
学
部
卒
の
学
生
を
主
た
る
対
象
と
し
て
専
門
家
資
格
を
取
得
す
る

た
め
の
法
学
教
育
を
行
う
も
の
で
す
。
法
学
部
教
育
と
の
連
携
を
取
り
、
大
学
ら
し
い
一
貫
性
を
持
た
せ
た
教
育
を
、
将
来
の
明
確
な
職

業
意
識
に
結
び
付
け
て
構
築
し
て
行
け
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
メ
リ
ッ
ト
で
す
。
教
育
が
よ
り
効
果
的
に
行
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
不

必
要
な
社
会
的
軋
礫
や
不
安
定
な
身
分
か
ら
学
生
を
心
理
的
に
保
護
し
、
学
業
に
専
念
で
き
る
環
境
を
確
保
す
る
と
い
う
意
味
も
大
き
い

で
し
ょ
う
。
奨
学
金
等
の
資
金
援
助
の
整
備
も
進
め
や
す
く
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
学
部
教
育
、
法
律
専
門
修
士
課
程
、
そ
し
て
司
法
試

験
受
験
に
至
る
ま
で
の
継
続
的
な
教
育
期
間
の
様
々
な
段
階
に
お
い
て
、
学
生
の
達
成
度
を
的
確
に
評
価
し
将
来
の
見
込
み
に
つ
い
て
蓋

然
性
の
あ
る
デ
ー
タ
を
示
し
、
順
調
な
進
歩
を
示
す
者
に
は
自
信
と
将
来
へ
の
よ
り
明
確
な
展
望
を
持
た
せ
、
努
力
が
不
足
し
て
い
る
者

に
は
奮
起
を
促
し
、
つ
い
て
こ
れ
な
い
者
に
は
能
力
に
見
合
っ
た
他
の
適
切
な
進
路
を
見
い
だ
せ
る
よ
う
建
設
的
な
助
力
を
お
こ
な
う
な

ど
の
工
夫
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
最
終
的
に
司
法
試
験
に
合
格
し
な
く
と
も
、
大
学
院
の
学
位
を
取
得
し
て
、
他
の
進
路
を
開
拓

(217) 

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
長
期
的
に
は
大
学
法
学
部
及
び
法
律
専
門
修
士
課
程
と
最
終
的
な
法
曹
資
格
認

定
と
の
制
度
的
な
リ
ン
ク
を
構
築
す
る
方
向
へ
向
か
う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

司
法
試
験
が
存
在
す
る
限
り
、
法
律
専
門
修
士
課
程
の
教
育
は
司
法
試
験
で
要
求
さ
れ
る
水
準
を
み
た
す
た
め
の
教
育
が
主
眼
と
な
ら

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
、
更
に
将
来
の
職
業
に
お
け
る
需
要
を
見
越
し
、
た
と
え
ば
外
国
語
、
外
国
法
の
基
礎
知
識
、
会
計
学
や
心
理
学
な

ど
の
教
育
を
組
み
合
わ
せ
付
加
価
値
を
持
た
せ
る
と
い
う
大
学
ら
し
い
工
夫
が
十
分
に
可
能
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
司
法
試
験
の
合
格
定
員

（二三――-）



込
ん
だ
三
年
間
の
修
士
課
程
も
真
剣
に
考
慮
す
る
価
値
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
国
際
的
な
学
術
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
充
実
さ
せ
て
き
た
大
学

の
取
り
組
み
は
、
法
律
専
門
家
教
育
に
も
具
体
的
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
将
来
の
職
業
に
お
け
る
付
加
価
値
と
し
て
ど
の
よ

う
な
内
容
の
教
育
を
用
意
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
大
学
ら
し
い
自
由
な
発
想
を
生
か
す
と
と
も
に
実
務
界
と
の
緊
密
な
連
携
に
よ
り
実
社

会
に
お
け
る
新
た
な
ニ
ー
ズ
を
察
知
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

日
本
社
会
に
お
け
る
四
年
制
大
学
進
学
者
は
九
六
年
度
に
お
い
て
三
三
•
四
％
に
過
ぎ
ず
、
ま
だ
同
世
代
の
三
人
に
一
人
で
す
。
大
学

教
育
が
普
遍
化
し
た
と
す
る
の
は
、
現
時
点
で
は
ま
だ
早
す
ぎ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
大
学
教
員
の
関
心
や
研
究
レ
ベ
ル
に
そ
の
ま
ま

つ
い
て
こ
れ
る
資
質
を
持
っ
た
学
生
の
割
合
が
減
少
し
て
い
く
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
職
業
獲
得
に
お
い
て
明
確
な
利
点
を

得
る
こ
と
が
大
学
進
学
の
動
機
と
な
り
、
大
学
教
育
に
将
来
の
職
務
に
直
接
の
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
も
の
を
期
待
し
た
と
し
て
も
、
そ

の
た
め
に
学
生
を
責
め
る
の
は
不
当
と
い
う
べ
き
で
す
。
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
進
学
率
の
増
加
は
、
大
学
が
伝
統
的
な
知
的
エ
リ
ー
ト

を
対
象
と
し
た
教
育
方
法
に
よ
っ
て
は
、
多
く
の
学
生
の
要
求
に
最
早
応
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
過
程
を
意
味
し
て
い
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
ど
ん
な
時
代
に
お
い
て
も
、
若
者
は
本
能
と
も
い
え
る
燃
え
る
よ
う
な
向
上
心
を
有
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
彼

う
に
思
わ
れ
ま
す
。
国
際
的
な
状
況
の
進
展
に
対
応
す
る
た
め
、

関
法
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が
増
員
さ
れ
法
律
専
門
家
間
の
競
争
が
激
化
す
る
こ
と
を
予
測
す
れ
ば
、
真
の
意
味
で
高
い
能
力
を
身
に
つ
け
て
お
く
こ
と
が
何
よ
り
も

必
要
と
な
っ
て
く
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
合
格
定
員
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
司
法
試
験
及
び
短
縮
さ
れ
た
司
法
修
習
は
、
エ
リ
ー
ト
を
選

別
・
養
成
す
る
た
め
の
も
の
か
ら
、
法
律
家
と
し
て
要
求
さ
れ
る
最
低
水
準
を
設
定
・
確
保
す
る
た
め
の
も
の
へ
と
し
だ
い
に
性
格
を
変

え
て
行
く
可
能
性
も
十
分
あ
り
得
ま
す
。
大
学
法
学
部
の
創
意
工
夫
に
よ
り
充
実
し
た
法
学
教
育
を
提
供
す
る
真
摯
な
努
力
が
な
さ
れ
る

限
り
、
職
業
に
お
い
て
真
の
成
功
と
社
会
貢
献
を
目
指
す
学
生
が
そ
う
し
た
長
期
化
し
た
教
育
を
求
め
る
こ
と
は
十
分
に
期
待
で
き
る
よ

一
年
間
の
外
国
大
学
へ
の
留
学
を
コ
ー
ス
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
組
み
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と
も
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ら
の
熱
意
と
関
心
を
繋
ぎ
止
め
る
の
に
必
要
な
の
は
、
分
か
り
や
す
く
て
た
め
に
な
る
一
般
社
会
人
と
し
て
の
基
礎
を
養
成
す
る
た
め
の

法
律
学
で
あ
る
と
本
当
に
い
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
大
学
は
若
者
の
職
業
的
要
求
を
、
大
学
ら
し
い
柔
軟
性
と
展
望
を
も
っ
た
教
育
に

よ
っ
て
む
し
ろ
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
い
く
ぺ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
学
法
学
部
に
お
い
て
、
将
来
の
職
業
と
直
接

結
び
つ
く
可
能
性
の
明
確
で
な
い
法
学
教
育
に
多
く
の
学
生
が
意
欲
を
失
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
必
然
と
さ
え
い
え

る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
法
学
部
卒
業
生
の
多
く
が
一
般
企
業
に
職
種
を
特
定
し
な
い
事
務
職
と
し
て
就
職
す
る
と
い
う
状
況
に
お
い
て
、

な
お
法
律
学
の
勉
強
が
将
来
に
お
い
て
有
意
義
で
あ
る
こ
と
を
説
得
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
り
、
い
く
ら
巧
み
で
あ
っ
て
も
非
常
に
見

え
に
く
く
現
実
性
に
乏
し
い
説
明
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
法
律
専
門
職
の
需
要
は
実
際
に
日
本
社
会
に
お
い
て
明

確
に
存
在
し
て
お
り
、
さ
ら
に
需
要
を
掘
り
起
こ
し
拡
大
し
て
い
こ
と
に
も
十
分
な
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
法
学
部
は
、

将
来
の
職
業
に
直
接
役
立
つ
教
育
を
学
生
に
提
供
す
る
と
い
う
明
解
な
構
図
を
現
在
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、

そ
れ
は
あ
る
意
味
で
非
常
に
恵
ま
れ
た
状
況
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
将
来
の
職
業
に
お
け
る
明
確
な
必
要
性
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
学
生

を
そ
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
引
き
上
げ
る
た
め
の
強
い
動
機
づ
け
を
与
え
て
い
け
る
可
能
性
を
い
ま
だ
に
有
し
て
い
ま
す
。
こ
の
メ
リ
ッ
ト
を

生
か
し
て
い
く
た
め
に
は
、
教
育
に
お
け
る
工
夫
だ
け
で
な
く
学
生
の
将
来
の
進
路
の
開
拓
に
至
る
ま
で
多
く
の
大
学
法
学
教
師
の
努
力

を
必
要
と
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
現
時
点
に
お
い
て
そ
れ
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
、
日
本
に
お
け
る
大
学
法
学
部
の
社
会
的
責
任

本
稿
は
筆
者
が
関
西
大
学
在
外
研
究
員
と
し
て
連
合
王
国
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

(
A
b
e
r
d
e
e
n
大
学
法
学
部
）
に
滞
在
中
に
執
筆
し
た
も
の
で
す
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
滞
在
中
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
学
教
育
に
つ
い
て
書
く
こ
と
に
疑
問
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
る
程
度
の
客
観
性
を

も
っ
た
観
察
及
び
比
較
を
行
う
意
味
で
は
こ
の
程
度
の
距
離
は
か
え
っ
て
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
面
も
大
き
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
逆

に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
法
文
化
の
独
自
性
を
改
め
て
考
え
る
貴
重
な
機
会
と
も
な
り
ま
し
た
。
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
自
体
は
小
さ
な
法
シ
ス
テ

三
（二＿―-五）
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ム
と
し
て
の
メ
リ
ッ
ト
を
十
分
に
生
か
し
て
、
す
で
に
非
常
に
す
っ
き
り
と
し
た
先
進
的
な
法
学
教
育
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
あ
る
意
味
で
は
ユ
ー
ト
ビ
ア
で
の
話
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
は
じ
め
分
野
を
問
わ
ず
多
く
の
天

才
達
を
輩
出
し
十
五
世
紀
に
創
立
さ
れ
た
大
学
を
四
つ
も
有
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
人
口
は
現
在
で
も
約
五
百
万
人
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
秘
的

と
表
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
え
思
い
ま
す
。
）

本
稿
の
執
筆
の
き
っ
か
け
を
作
っ
て
い
た
だ
き
、
草
稿
の
段
階
で

e
-
m
a
i
l
に
よ
っ
て
多
く
の
有
益
な
示
唆
を
い
た
だ
い
た
関
西
大
学
法
学
部

の
大
先
輩
で
あ
る
澤
井
裕
先
生
に
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
そ
う
し
た
素
晴
ら
し
い
こ
と
を
可
能
に
し

て
く
れ
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
に
日
夜
携
わ
っ
て
い
る
多
く
の
方
々
の
努
力
に
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く

本
稿
が
含
み
う
る
誤
り
は
す
ぺ
て
筆
者
の
責
任
で
す
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
司
法
に
関
し
て
最
近
日
本
に
お
い
て
多
く
の
有
益
な
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
帰
国
後
確
認
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
本
稿
の
作
成
に
当
た
り
筆
者
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
連
合
王
国
の
文
献
・
資
料

に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
拠
し
、
報
告
書
な
ど
も
で
き
る
限
り
原
典
に
当
た
る
よ
う
努
力
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
釈
明
と
す
る
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。

＊
＊
本
稿
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い
う
言
葉
は
、
原
則
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
が
適
用
さ
れ
る
地
域
と
い
う
意
味
で
用
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
狭
義
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
だ
け
で
な
く
ウ
ェ
ー
ル
ズ
を
含
む
も
の
と
し
ま
す
。

本
稿
に
お
け
る
文
献
の
引
用
は
、
末
尾
の
文
献
一
覧
に
記
載
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
著
者
名
と
頁
数
の
み
を
示
し
ま
す
。

(
1
)

多
く
の
外
国
法
シ
ス
テ
ム
の
紹
介
が
そ
れ
を
持
ち
上
げ
日
本
の
現
状
に
批
判
的
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
と
同
様
に
、
本
稿
に
も
そ
う

し
た
色
合
い
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
筆
者
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
釈
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
基
本
的

に
法
シ
ス
テ
ム
も
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
す
。
日
本
の
社
会
が
全
体
と
し
て
健
全
で
あ
り
、
日
本
の
法
シ
ス
テ
ム
が
そ
の

社
会
に
お
い
て
健
康
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
状
態
を
維
持
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
そ
れ
が
欧
米
社
会
と
外
観
的
に
か
な

り
異
な
っ
て
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
基
本
的
に
気
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
様
の
視
点
は
、
外
国
の
法
シ
ス

テ
ム
を
評
価
す
る
場
合
に
も
当
然
に
妥
当
す
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
上
辺
だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
法
シ
ス
テ
ム
が
機

能
し
て
い
る
の
か
を
全
体
と
し
て
捕
ら
え
る
視
点
が
、
あ
る
法
シ
ス
テ
ム
の
フ
ェ
ア
な
評
価
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

単
純
化
し
て
い
え
ば
、
法
シ
ス
テ
ム
と
は
人
間
の
身
体
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
屈
強
な
大
男
が
健
康
を
崩
し
て
病
床
に
倒
れ
る
こ
と
も

―
―
四
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あ
れ
ば
、
華
奢
な
老
人
が
驚
く
ほ
ど
の
健
康
状
態
を
保
ち
非
常
な
活
動
力
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
法
シ
ス
テ
ム
そ
れ
自
体
の
本
質

的
な
優
劣
を
評
価
す
る
こ
と
は
余
り
意
味
が
な
く
、
む
し
ろ
重
要
な
の
は
そ
れ
を
包
含
す
る
社
会
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
健
康
状
態
に
す
ぎ
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
社
会
状
況
の
変
化
の
中
で
健
康
状
態
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
静
的
な
問
題
で
は
な

く
時
間
的
経
過
の
中
で
時
々
刻
々
と
変
化
す
る
動
的
な
問
題
で
す
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
の
弱
点
を
見
つ
け
出
し
て
指
摘
す
る
の
は
そ
れ

自
体
た
や
す
い
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
裁
判
や
法
と
い
う
も
の
に
多
額
の
社
会
的
費
用
を
用
い
大
き
く
依
存
す
る
社
会
自
体
に
深
刻
な
問
題
が
あ

る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
比
較
を
意
義
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
そ
の
法
シ
ス
テ
ム
の
有
す
る
優
れ
た
点
を
た
め
ら

い
な
く
評
価
す
る
姿
勢
が
必
要
で
す
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
が
現
時
点
で
比
較
的
健
康
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
日
本
の
状
況
に
直
接
関
連
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

確
か
に
、
日
本
の
法
シ
ス
テ
ム
も
同
様
に
健
全
で
あ
る
こ
と
に
自
信
が
持
て
る
の
で
あ
れ
ば
、
と
り
た
て
て
学
ぶ
も
の
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ひ
ね
く
れ
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、
日
本
の
法
学
教
育
及
び
法
文
化
に
対
す
る
問
題
意
識
が
本
稿
の
出
発
点
を
な
す
以
上
、
客
観
的
で
あ
る
こ
と
に

留
意
し
つ
つ
も
、
筆
者
の
視
点
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
の
優
れ
た
点
に
あ
る
程
度
集
中
す
る
の
は
必
然
的
と
い
え
ま
す
。
比
較
対
象
の
欠

点
に
注
目
し
て
、
自
分
の
病
状
は
ま
だ
ま
し
だ
と
自
ら
を
慰
め
る
こ
と
を
比
較
の
目
的
と
す
る
こ
と
は
決
し
て
真
摯
な
態
度
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

自
ら
が
健
康
で
あ
る
こ
と
に
決
し
て
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
多
く
の
問
題
点
に
気
付
き
そ
れ
に
対
し
て
ど
ん
ど
ん
と
治
療
行
為
を
ほ
ど
こ
し

て
い
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
の
内
部
的
な
チ
ェ
ッ
ク
機
能
と
内
発
的
な
問
題
意
識
に
筆
者
は
、
特
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
優
れ
た
点
を
理
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
も
っ
て
こ
れ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
究
極
的
に
、
健

康
と
は
そ
れ
ぞ
れ
が

Integrity
を
有
す
る
個
別
の
生
命
体
の
固
有
の
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
お
い
て
物
真
似
が
通
用
す
る
余
地

は
本
来
非
常
に
小
さ
い
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
何
か
を
学
び
そ
れ
を
日
本
法
シ
ス
テ
ム
の
健
康
改
善
あ
る
い
は
増
進
に
応
用
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
恩
恵
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
私
達
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
勝
利
を
意
味
す
る
と
さ
え
い
え
る

で
し
ょ
う
。

(
2
)
 
L
o
r
d
 Goff, T
h
e
 F
u
t
u
r
e
 of C
o
m
m
o
n
 L
a
w
,
 4
6
 I
C
L
Q
 74
5
,
 7
5
9
 ,
 7
6
0
 (
1
9
9
7
)
・
 

(
3
)

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年
二

0
|
-
―1
0
名
程
度
が
法
廷
弁
護
士

(
A
d
v
o
c
a
t
e
)

に
な
り
、
五

0
0名
程
度
が

事
務
弁
護
士

(Solicitor)

に
な
り
ま
す
。
現
在
業
務
を
行
っ
て
い
る

A
d
v
o
c
a
t
e
は
約
三

0
0名
い
ま
す
。
ソ
リ
シ
タ
は
九
一
年
現
在
で
、
八

二
0
0
名
程
度
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
開
業
し
て
い
る
も
の
が
五
八
五
三
名
で
す
。

（
二
三
七
）
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佐
川
孝
志
「
新
し
い
法
律
扶
助
へ
の
制
度
設
計
」
ジ
ュ
リ
―
一
三
七
号
四
八
頁
(
-
九
九
八
）
。
現
時
点
に
お
い
て
司
法
扶
助
に
国
の
予
算
措

置
を
お
こ
な
う
こ
と
自
体
に
つ
い
て
反
発
が
存
在
す
る
日
本
と
、
一
四
九
五
年
以
来
制
定
法
に
よ
り
法
律
扶
助
を
制
度
化
し
て
き
た
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
状
況
の
差
は
、
比
較
と
い
う
範
疇
を
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
制
度
理
念
の
基
本
的
な
違
い
と
い
っ
た
方
が
正
確
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
（
法
律

扶
助
協
会
事
務
局
作
成
「
法
律
扶
助
研
究
会
に
お
け
る
主
要
な
意
見
の
相
違
点
」
法
律
扶
助
だ
よ
り
J
a
n
1
9
9
8
,
 1
9
.
)
 

(5)

例
え
ば
、
司
法
に
関
し
て
だ
け
で
も
、
民
事
手
続
き
の
根
本
的
な
見
直
し
、
法
学
教
育
、
司
法
扶
助
の
改
革
等
の
重
要
問
題
に
つ
い
て
作
業
が

進
行
中
で
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
以
下
で
触
れ
て
い
き
ま
す
。

具
体
的
な
制
度
の
修
正
と
し
て
、
最
近
の
も
の
だ
け
で
も
、
ク
ラ
ウ
ン
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
バ
リ
ス
タ
の
こ
れ
ま
で
の
弁
護
権
の
独
占
が
廃
止

さ
れ
る
、
判
決
に
お
け
る
刑
期
の
言
い
渡
し
に
つ
い
て
そ
の
実
際
上
の
意
味
を
で
き
る
限
り
明
確
に
示
す
よ
う
に
す
る
、
と
い
っ
た
重
要
な
実
務

の
変
更
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
九
八
年
二
月
二
四
日
の
タ
イ
ム
ズ
に
高
等
法
院
裁
判
官
の
公
募
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
歴
史
的
な
出

来
事
が
あ
り
ま
し
た
。

(
T
h
e
T
i
m
e
s
 F
e
b
 2
4
,
 1
9
9
8
,
 4
4
)

そ
の
任
用
権
限
を
大
法
官
が
有
し
て
い
る
こ
と
及
び
資
格
に
お
い
て
最
低
一

0
年
以

上
の
高
等
法
院
で
の
弁
護
の
経
験
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
な
ど
は
以
前
と
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
大
法
官
が
応
募
者
以
外
の
者
を
選
考
対
象

と
す
る
権
利
も
留
保
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
実
務
の
変
更
に
よ
り
高
等
法
院
裁
判
官
の
任
用
に
つ
い
て
市
民
の
関
心
が
高
ま
り

徐
々
に
透
明
性
が
増
し
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。
大
法
官
で
あ
る
L
o
r
d
Irvine
は
従
来
と
同
様
に
「
厳
格
に
メ
リ
ッ
ト
に
基
づ
い
て
」

選
考
す
る
と
し
つ
つ
も
、
特
に
女
性
と
少
数
民
族
の
応
募
を
促
す
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

(
T
h
e
T
i
m
e
s
 F
e
b
 2
4
,
 
1
9
9
8
,
 1
)
 

応
募
の
た
め
の
情
報
ア
ク
セ
ス
用
の
電
話
番
号
と

E
メ
ー
ル
・
ア
ド
レ
ス
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
印
象
的
で
す
。

(
6
)

ま
た
、
政
治
家
に
も
サ
ッ
チ
ャ
ー

(In
1
9
5
3
,
 
h
a
v
i
n
g
 s
t
u
d
i
e
d
 for t
h
e
 bar, s
h
e
 b
e
c
a
m
e
 a
 ta
x
 l
a
w
y
e
r
)
、
プ
レ
ア

(studied
l
a
w
 at 

St. 
J
o
h
n
'
s
 College, O
x
f
o
r
d
)

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
法
律
を
勉
強
し
た
人
が
目
に
つ
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
も
共
通
す
る

特
徴
で
す
。

(
7
)

最
近
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
法
曹
団
体
も
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
に
よ
る
監
視
を
受
け
た
り
外
部
的
な
機
関
の
提
案
な
ど
を
考
慮
し
て
動
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
面
が
増
加
し
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
場
合
に
お
い
て
さ
え
も
、
外
部
機
関
の
人
事
権
を
大
法
官
が
掌
握
し
て
い

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
法
曹
全
体
の
自
治
は
い
ま
だ
に
非
常
に
強
固
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
す
。

(
8
)

こ
の
点
が
大
陸
法
文
化
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
文
化
の
最
大
の
文
化
的
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
り
、
欧
州
連
合
法
を
め
ぐ
る
議
論
で
両
者
が
う
ま
く
噛
み
合

わ
な
い
場
合
の
―
つ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

―
―
六

（―-三八）
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(
9
)

も
っ
と
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
最
近
大
学
法
律
家
の
地
位
の
向
上
が
見
ら
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
大
議
論
と
な
っ
て
い
ま
す
。

(10)

最
近
で
は
制
定
法
が
非
常
に
増
え
て
お
り
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
作
業
も
増
加
し
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
法
律
家
が
最
終
的
に
一
番
信
頼
す

る
の
は
い
ま
だ
に
判
例
で
す
。
法
体
系
の
骨
格
を
な
す
部
分
は
判
例
の
集
積
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
細
部
を

修
正
す
る
も
の
と
し
て
断
片
的
で
詳
細
な
制
定
法
が
存
在
す
る
と
い
う
の
が
大
ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
判
例
法
が
法
律
に
お
け
る
基
本
的
な
諸

原
則
を
産
み
出
し
、
制
定
法
は
そ
の
枝
葉
に
位
置
す
る
部
分
で
、
具
体
的
な
ル
ー
ル
を
明
確
化
し
透
明
性
を
高
め
る
と
か
、
社
会
の
変
化
に
法
律

が
つ
い
て
い
け
な
い
部
分
で
あ
る
と
か
を
補
う
た
め
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

も
っ
と
も
、
あ
ま
り
単
純
化
す
る
の
は
危
険
で
、
カ
バ
ー
す
る
は
範
囲
の
広
い
制
定
法
も
特
に
欧
州
連
合
法
の
進
展
と
の
関
係
で
増
加
し
て
き

て
お
り
、
欧
州
共
同
体
裁
判
所
の
判
決
の
影
響
な
ど
に
よ
り
、
制
定
法
解
釈
の
方
法
が
大
陸
法
的
影
響
を
受
け
つ
つ
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
し

か
し
、
そ
の
中
で
判
例
法
シ
ス
テ
ム
の
も
つ
基
本
的
特
徴
が
た
だ
ち
に
失
わ
れ
る
と
す
る
の
は
、
逆
の
意
味
で
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
し
ょ
う
。

判
例
法
は
制
定
法
と
は
独
立
し
た
法
源
と
し
て
の
地
位
を
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
維
持
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
、
規
定
が
明

文
化
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
根
本
で
あ
る
法
の
支
配

rule
of 
law
の
理
念
と
け
っ
し
て
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

意
外
に
も
、
制
定
法
化
の
進
展
対
し
て
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
が
大
き
な
抵
抗
を
感
じ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。

(11)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
判
決
で
は
、
各
裁
判
官
毎
に
、
事
実
を
説
明
す
る
部
分
と
そ
れ
に
対
す
る
法
律
的
判
断
と
が
、
通
常
は
一
続
き
の
文
章
の
な

か
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
責
族
院
の
判
決
で
も
判
決
文
を
読
め
ぱ
そ
れ
で
総
べ
て
事
足
り
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
自
体
完

結
し
た
―
つ
の
作
品
と
な
っ
て
お
り
、
判
例
の
歴
史
的
経
緯
な
ど
が
敷
術
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
事
件
が
発
生
す
る
社
会
経
済
的
な

状
況
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
読
む
こ
と
だ
け
で
法
律
の
勉
強
だ
け
で
な
く
立
派
な
社
会
勉
強
と
な
り
ま
す
。
文

章
も
表
現
力
豊
か
な
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
山
の
よ
う
な
判
例
を
読
ん
で
そ
れ
を
整
理
す
る
の
が
英
米
の
法
律
家
だ
と
い
え
ば
、
そ
れ
は

私
達
の
感
覚
か
ら
は
あ
ま
り
に
も
退
屈
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
実
際
に
判
例
を
読
み
出
す
と
考
え
は
変
わ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
裁
判

官
の
名
を
付
し
た
判
決
の
書
き
方
が
、
裁
判
官
に
大
陸
法
系
法
シ
ス
テ
ム
で
は
学
者
が
果
た
す
の
と
同
様
の
役
割
を
与
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

裁
判
官
の
個
性
も
明
確
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば

D
e
n
n
i
n
g
判
事
は
独
特
の
少
数
意
見
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
彼
の
主
張
の
多
く
は
、
判

例
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
も
、
大
陸
法
的
に
い
え
ば

D
e
n
n
i
n
g
説
と
か

D
e
n
n
i
n
g
理
論
と
呼
ば
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ

り
、
現
在
で
も
大
陸
法
で
い
う
「
有
力
説
」
や
「
少
数
説
」
と
し
て
の
地
位
を
保
持
し
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
彼
の
文
章
は
、

一
文
が
短
く
て
明
解
で
あ
り
、
英
文
の
良
い
ス
タ
イ
ル
の
模
範
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
非
常
に
人
気
が
あ
り
、
連
合
王
国
に
お
い
て
間
違

（
二
三
九
）



関
法

第
四
八
巻
第
二
号

い
な
く
国
民
的
な
ス
タ
ー
で
し
た
。
そ
う
し
た
裁
判
官
の
出
現
は
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
基
盤
と
な
る
の
は
、

一
人
一
人
の
裁
判
官
が
自
分
の
意
見
と
し
て
十
分
な
紙
幅
を
費
や
し
て
判
決
を
表
明
す
る
こ
と
が
制
度
的
に
許
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え

ま
す
。

(12)

例
え
ば

B
r
o
w
n
e
-
W
i
l
k
i
n
s
o
n
判
事
が
W
estdeutsche L
a
n
d
b
a
n
k
 v
 Islington 〔
1
9
9
6〕

A
C
 66
9

に
ぉ
い
て
展
開
し
た
大
議
論
は
こ
れ

か
ら
の
信
託
制
度
の
発
展
方
向
を
示
唆
す
る
と
い
う
目
的
が
か
な
り
明
確
で
あ
り
、
当
該
紛
争
の
解
決
の
範
囲
を
大
き
く
踏
み
こ
え
た
も
の
で

し
た
。

(13)

例
え
ば
、
こ
う
し
た
現
象
は
、
貴
族
院
裁
判
官
で
あ
る

L
o
r
d
G
o
f
f
と
ド
イ
ツ
の
著
名
な
法
学
者
で
あ
る

C.
v
o
n
 B
a
r
の
交
友
関
係
が
、
貴

族
院
判
決
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
判
例
を
明
示
で
参
照
す
る
と
い
う
歴
史
的
な
出
来
事
を
産
み
出
し
た
こ
と
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

L
o
r
d

G
o
f
f
に
よ
る
比
較
法
学
の
法
律
実
務
へ
の
積
極
的
導
入
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
裁
判
官
の
研
究
者
的
側
面
と
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
如
実
に
感

じ
さ
せ
る
も
の
で
す
。

(14)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
確
か
に

L
o
r
d
M
a
c
k
a
y
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
で
は
な
く
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
と
は
多
少
違
っ
た
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
で
は
そ
れ
も
な
く
な
り
ま
し
た
。

(15) 
W
e
s
t
d
e
u
t
s
c
h
e
 B
a
n
k
 v
 Islington L
B
C
 (
H
L
 (E)) [
1
9
9
6
]
 

2
 
W
L
R
 802. 

(16)

こ
の
点
い
つ
い
て
特
に

L
o
r
d
M
a
c
k
a
y
の
大
法
官
時
代
に
ソ
リ
シ
タ
と
バ
リ
ス
タ
の
融
合
へ
の
大
き
な
動
き
が
あ
り
、
動
揺
が
あ
り
ま
し
た
。

（
本
稿
ニ
・
ニ
・
三
参
照
）
し
か
し
、
現
在
は
予
見
で
き
る
将
来
に
は
こ
の
二
元
制
が
崩
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
見
方
が
支
配
的
で
す
。
大
法
官

法
学
教
育
及
び
行
動
助
言
委
員
化
の
最
近
の
レ
ポ
ー
ト
も
こ
の
二
元
制
を
大
前
提
と
し
た
法
学
教
育
の
将
来
の
構
想
を
提
案
し
て
い
ま
す
。

(17)

男
性
こ
五
八
二
五
九
名
、
女
性
こ
一
八
八
二
二
名

(18) 
Q
u
e
e
n
s
 C
 0日
1cil.

(19) 
L
C
A
C
L
E
C
,
 C
o
n
t
i
n
u
i
n
g
 l'1 `
 
ofessional D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 f
o
r
 Solicitors a
n
d
 Barristers :
 A
 S
e
c
o
n
d
 R
e
p
o
r
t
 o
n
 L
e
g
a
l
 E
d
u
c
a
t
i
o
n
 a
n
d
 

Trainiほ
g,
1
0
1
 (
1
9
9
7
)
・
 

(20)

こ
う
し
た
組
織
に
雇
わ
れ
て
い
る
バ
リ
ス
タ
は
上
級
裁
判
所
で
の
法
廷
弁
護
を
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
で
は
Q

C
と
な
り
上
級
裁
判

官
に
な
る
道
は
開
け
ま
せ
ん
。

(21)

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
レ
ベ
ル
に
達
す
る
に
は
、
必
ず
実
質
的
で
効
率
的
な
訴
訟
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
訴
訟
が
法
律

―
―
八

（
二
四

0
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的
規
律
方
法
の
実
効
性
を
最
終
的
に
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
「
法
化
社
会
」
は
必
然
的
に
訴
訟
社
会
を
基
礎
と
す
る

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

(22)

例
え
ば
、
こ
う
し
た
説
明
は

I
v
a
n
h
o
e
C
a
r
e
e
r
 G
u
i
d
e
s
,
 
T
h
e
 L
e
g
a
l
 Profession 9
8
,
 
109 ,
 
1
1
1
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

(23)

こ
の
基
本
方
針
は

B
a
r
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
も
維
持
さ
れ
て
い
く
と
思
わ
れ
ま
す
。

B
a
r
の
規
定
が
改
正
さ
れ
て
九
六
年
ま
で
に
三
六
の
専

門
職
が
ソ
リ
シ
タ
を
介
さ
ず
に
バ
リ
ス
タ
に
直
接
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
建
築
家
、
会
計
士
、
損
害
査
定
人
、
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
、

保
険
数
理
士
、
価
格
査
定
官
及
び
競
売
人
等
で
す
。

(
N
ander, 7th, 
571)
し
か
し
、
一
般
市
民
が
バ
リ
ス
タ
に
直
接
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に

な
る
こ
と
は
、
予
見
可
能
な
将
来
に
は
実
現
し
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

(24)

現
在
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
。

P
e
n
g
u
i
n
B
o
o
k
s
よ
り
出
版
さ
れ
て
い
る

C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
L
a
uぷ
昆
学
生
用
の
教
科
書
で
あ
り
な
が
ら
実

に
―
二
六
四
頁
に
も
の
ぼ
り
、
最
新
の
実
務
の
動
向
も
踏
ま
え
た
だ
け
で
な
く
理
論
的
に
も
高
い
水
準
に
あ
る
非
常
に
評
価
の
高
い
著
書
で
す
。

(25)

現
在
、
ソ
リ
シ
タ
Q
C
と
し
て
法
律
業
務
を
行
い
な
が
ら
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
客
員
教
授
、
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
大
学
の
フ
ェ
ロ
ー
等
の
大
学
法
律

家
と
し
て
の
仕
事
を
兼
務
し
て
い
ま
す
。

(26)

多
く
の
バ
リ
ス
タ
は
数
人
で

C
h
a
m
b
e
r
と
呼
ば
れ
る
事
務
所
を
構
え
、
共
同
で

C
l
e
r
k
を
雇
い
マ
ネ
ー
ジ
ャ
の
仕
事
を
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
が

独
立
採
算
で
独
立
し
て
仕
事
を
し
ま
す
。
し
か
し
、
最
近
か
な
り
の
数
の
バ
リ
ス
タ
が
個
人
開
業
せ
ず
ソ
リ
シ
タ
と
同
じ
ロ
ー
・
フ
ァ
ー
ム
や

様
々
な
会
社
な
ど
に
雇
傭
さ
れ
て
い
ま
す
。

B
a
r
も
、
現
在
で
は
、

E
m
p
l
o
y
e
d
Barrister 
(
雇
傭
さ
れ
た
バ
リ
ス
タ
）
と
い
う
新
し
い
バ
リ
ス

タ
の
カ
テ
ゴ
リ
を
認
め
、
不
動
産
譲
渡
手
続

C
o
n
v
e
y
a
n
c
i
n
g
や
県
裁
判
所
な
ど
で
の
法
廷
弁
護
活
動
を
一
雇
い
主
の
た
め
に
提
供
す
る
場
合
に
は

許
す
よ
う
に
な
り
、
ソ
リ
シ
タ
と
ほ
ぼ
同
様
の
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
上
級
裁
判
所
に
お
け
る
法
廷
弁
護
権
等
に
つ
い
て
は
、
開
業
し
て
い
る
バ
リ
ス
タ
と
の
職
域
は
大
き
く
違
い
ま
す
。
バ
リ
ス
タ
の
中

立
性
が
社
会
に
お
い
て
果
た
し
て
き
た
役
割
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
以
上
の
極
端
な
ソ
リ
シ
タ
と
の
業
務
に
お
け
る
融
合
は
進
ま
な
い
と
予
測
さ
れ

ま
す
。

(
S
m
i
t
h
&
 Bailey, 
147-148.) 

(27)

し
か
し
、
実
際
に
業
務
経
験
が
浅
い
バ
リ
ス
タ
は
多
く
の
時
間
を
ペ
ー
パ
ー
・
ワ
ー
ク
に
割
い
て
い
お
り
、
ま
た
ソ
リ
シ
タ
も
治
安
判
事
裁
判

所
や
県
裁
判
所
で
は
法
廷
弁
護
を
行
い
ま
す
か
ら
そ
の
違
い
は
あ
る
程
度
ま
で
相
対
的
な
も
の
で
す
。

(Atiyah,
43.) 

(28)

こ
う
し
た
ル
ー
ル
は

C
a
b
R
a
n
k
 R
u
l
e
 
(
タ
ク
シ
ー
乗
場
の
ル
ー
ル
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

(29) 
Jackson's, 338. 

（
二
四
一
）
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(30)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
最
も
古
く
、
し
か
も
各

College
を
母
体
と
す
る
小
人
数
教
育
を
今
日
で
も
維
持
し
て
い
る
一
―
つ
の
大
学
で
あ
る
オ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
と
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
大
学
の
両
者
を
ま
と
め
て
、

O
x
b
r
i
d
g
e
と
呼
び
ま
す
。

(31)

か
つ
て
な
ら
バ
リ
ス
タ
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
者
の
多
く
が
、
今
日
で
は
ソ
リ
シ
タ
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

(32) 
Atiyah, 4
3
 

(33)

日
本
で
は
法
曹
学
院
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

Lincoln's
Inn, Inner T
e
m
p
l
e
,
 M
i
d
d
l
e
 T
e
m
p
l
e
,
 Grey's I
n
n
の

四
つ
で
す
。

(34)

そ
の
交
流
の
様
子
は
、
現
在
の
貴
族
院
裁
判
官
で
あ
る

L
o
r
d
G
o
f
f
の
以
下
の
記
述
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は

L
o
r
d
G
o
f
f
 

が
貴
族
院
の
判
決
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
判
例
を
引
用
す
る
と
い
う
歴
史
的
な
展
開
を
も
た
ら
し
た

W
h
i
t
e
v
 Jo
n
e
s
 [
1
9
9
5
]
 
2
 
A
C
 
2
0
7

の
判
決

が
レ
ポ
ー
ト
に
掲
載
さ
れ
た
直
後
の
こ
と
で
す
。

「
こ
こ
に
お
い
て
そ
れ
は
実
際
に
起
こ
り
ま
し
た
。
比
較
法
が
貴
族
院
の
判
事
の
判
決
に
お
い
て
実
際
に
有
益
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
す
。
し

か
し
、
そ
れ
は
再
び
起
こ
り
う
る
か
？
I
~

と
い
う
こ
と
を
私
は
自
問
し
て
い
ま
す
。
私
は
ま
ず
次
の
こ
と
を
書
き
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
判
決
が
レ
ポ
ー
ト
に
掲
載
さ
れ
た
後
、
あ
る
I

目
で
、
若
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
Q
C
勅
撰
弁
護
士
が
や
っ
て
き
て
私
に
言
い
ま
し
た
。

『
今
日
は
、
ゴ
フ
判
事
。
こ
れ
か
ら
私
達
は
あ
な
た
に
、
問
題
に
関
連
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
全
て
の
判
例
だ
け
で
な
く
ド
イ
ツ
の
判
例
も
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
』
私
は
こ
れ
に
対
し
て
ど
う
答
え
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
」

(
L
o
r
d
Goff, C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 L
a
w
:
 the C
h
a
l
l
a
n
g
e
 to Judges, in B
S
 Ma
r
k
e
s
i
n
i
s
 ed, L
a
w
 M
a
k
i
n
g
,
 L
a
w
 Finding, a
n
d
 

L
e
 
S
h
a
p
i
n
g
,
 3
9
 (
O
x
f
o
r
d
 U
 P, 1
9
9
7
)
.
 

L
o
r
d
 G
o
f
f
は
、
こ
う
し
た
裁
判
官
と
法
廷
弁
護
士
の
理
解
と
信
頼
に
基
づ
く
緊
密
な
関
係
の
展
開
を
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
大
陸
法
国
に
提
供

で
き
る
最
も
価
値
あ
る
も
の
の
―
つ
の
例
と
し
て
示
唆
し
て
い
ま
す
。

(
S
cit, 4
1
)
 

(35)

現
在
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
約
四

0
0
の
チ
ャ
ン
バ
ー
が
あ
り
、
そ
の
三
分
の
二
が
ロ
ン
ド
ン
に
あ
り
ま
す
。
各
チ
ャ
ン
バ
ー
に
は
様
々
な

年
齢
及
び
経
験
の
二

0
1
二
五
名
の
バ
リ
ス
タ
が
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
(
R
O
w
e
n
,
 T
h
e
 m
o
d
e
r
n
 i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
 Bar, 
in 
T
h
e
 L
e
g
a
l
 

pa ,fession 9
8
,
 1
3
.
)
 

(36) 
Stevens, 8
7
 (
1
9
9
4
)
 

(37) 
Atiyah, 4
2
.
 

―二

0

（
二
四
二
）



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

(
3
8
)
I
b
i
d

バ
リ
ス
タ
は
収
入
の
中
か
ら
、
チ
ャ
ン
バ
ー
の
維
持
費
や
各
自
の
医
療
保
険
代
な
ど
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

(39)

た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
大
法
官
法
学
教
育
及
び
行
動
助
言
委
員
会
の
提
案
に
よ
る
新
し
い
ス
キ
ー
ム
で
は
、
両
者
の
養
成
教
育
は
ど
ち

ら
も
延
長
さ
れ
平
準
化
さ
れ
る
方
向
に
あ
り
ま
す
。

(
4
0
)
Q
C
は
国
王
の
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
勅
撰
弁
護
士
と
も
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
末
か
ら
は
バ
リ

ス
タ
の
中
の
成
功
者
が
、
大
法
官
に
自
分
自
身
で
申
請
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
も
そ
の
慣
行
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
公
式

の
資
格
要
件
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一

0
年
以
上
の
経
歴
が
最
低
限
必
要
で
あ
る
こ
と
が
暗
黙
の
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
申
請
者
の
二

0
ー
三
0
%

が
任
命
さ
れ
ま
す
。

(41) 
A
t
i
y
a
h
,
 4
7
.
 

(42) 
A
t
i
y
a
h
,
 4
5
.
 

(
4
3
)
Q
C
に
申
請
す
る
き
っ
か
け
は
、
主
と
し
て
仕
事
の
過
重
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
依
頼
さ
れ
た
仕
事
を
断
れ
な
い
の
で
、
能
力
が
認
め
ら

れ
て
く
る
と
バ
リ
ス
タ
は
オ
ー
バ
ー
ワ
ー
ク
に
必
然
的
に
陥
り
ま
す
。

Q
C
に
な
れ
ば
、
依
頼
料
金
が
高
い
の
と
、
多
く
の
Q
C
は
い
ま
だ
に
バ

リ
ス
タ
を
も
う
一
人
補
助
と
し
て
雇
う
こ
と
を
好
む
の
で
、
さ
ら
に
料
金
が
高
く
な
る
か
ら
、
重
要
な
事
件
に
つ
い
て
の
み
依
頼
が
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
仕
事
量
は
減
少
し
ま
す
。
し
か
し
、
仕
事
が
減
少
し
過
ぎ
る
と
、
以
前
に
比
較
し
て
収
入
自
体
が
減
少
し
て
し
ま
う
危
険
も
あ
り
ま
す
。

(Kritzer, 8
6
.
)
 

(44)

以
前
は
制
度
的
に
そ
れ
が
要
求
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
そ
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
ほ
と
ん
ど
の
Q
C
は
法
廷
弁

護
に
集
中
す
る
た
め
、
そ
の
補
助
を
行
う
も
う
一
人
の
バ
リ
ス
タ
を
雁
う
よ
う
に
ソ
リ
シ
タ
に
要
求
す
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
そ
の
点
で
も
Q
C

に
依
頼
す
る
と
費
用
が
高
く
な
り
ま
す
。

そ
う
し
た
場
合
で
も
、
二
人
の
バ
リ
ス
タ
の
職
務
に
お
け
る
上
下
関
係
は
そ
の
事
件
に
限
ら
れ
、
同

H
に
裁
判
が
行
わ
れ
る
別
の
事
件
に
お
い

て
は
被
告
側
と
原
告
側
に
分
か
れ
て
議
論
を
戦
わ
せ
る
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

(45)

約
五
五

0
0名
が
ロ
ン
ド
ン
で
事
務
所
を
構
え
て
お
り
、
二
五

0
0名
が
そ
れ
以
外
の
場
所
で
開
業
し
て
い
ま
す
。
ま
た
二
五

0
0名
程
度
は

何
ら
か
の
団
体
に
雇
わ
れ
て
い
ま
す
。

(Steps
to the Bar, 3
)
 

(46)

バ
リ
ス
タ
は
裁
判
官
と
な
っ
た
後
も

I
n
n
s
of C
o
u
r
t
に
属
し
、
指
導
的
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
彼
ら
は

B
e
n
c
h
e
r
と
呼
ば
れ
ま
す
。

(47)

裁
判
官
の
総
称
を

B
e
n
c
h
と
い
い
ま
す
。
語
源
的
に
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
官
の
座
席
の
こ
と
で
す
。

(
O屯
f
o
r
d
D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
 o
f
 

（
二
四
三
）
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L
g
 
4
3
 ,
 44
)
 

(48) 
A
t
i
y
a
h
は
既
に
引
退
し
ま
し
た
が
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
著
名
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
教
授
と
し
て
長
く
活
躍
し
、

Rise
a
n
d
 Fall o
f
 

the F
r
e
e
d
o
m
 o
f
 Contract
等
の
非
常
に
影
響
力
の
大
き
な
著
書
論
文
等
を
発
表
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
シ
ス
テ
ム
を
分
か

り
や
す
く
解
説
し
た
「
法
律
と
現
代
社
会

L
g
:i
n
d
 M
o
d
e
r
n
 Society」
は
、
一
般
向
け
の
本
で
あ
り
な
が
ら
新
し
い
動
向
も
踏
ま
え
た
レ
ベ

ル
の
高
い
作
品
で
す
。

(49) 
Atiyah, 4
3
.
 

(
5
0
)
A
5
 
r
a
h
,
 4
5
.
 

(51)

制
度
と
は
直
接
関
係
な
く
法
廷
弁
護
を
中
心
と
す
る
専
門
家
と
そ
れ
以
外
の
法
律
業
務
に
関
る
法
律
家
と
に
分
岐
す
る
現
象
は
ど
の
社
会
に
お

い
て
も
あ
る
程
度
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
バ
リ
ス
タ
と
ソ
リ
シ
タ
に
な
る
の
は
ど
ち
ら
が
容
易
で
あ
る
と
も
い

え
ず
、
法
廷
弁
護
権
を
取
得
で
き
る
条
件
を
み
た
す
よ
う
な
ソ
リ
シ
タ
は
そ
の
気
に
な
れ
ば
バ
リ
ス
タ
ヘ
と
転
身
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
す
。

ソ
リ
シ
タ
と
し
て
の
身
分
を
維
持
し
な
が
ら
上
級
裁
判
所
で
法
廷
弁
護
を
行
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
者
は
結
局
そ
れ
程
多
く
な
い
と
考
え
ら
れ
、

制
度
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
た
だ
ち
に
増
加
す
る
と
は
考
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

(52)

法
律
の
職
業
の
手
引
き
的
な
本
に
よ
り

B
a
r
C
o
u
n
c
i
一
を
知
り
、
そ
こ
に
資
料
を
請
求
す
れ
ば
バ
リ
ス
タ
ヘ
の
道
が
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
導

入
的
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
こ
ざ
ps
to 
the B
a
r
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
け
っ
し
て
、
甘
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
断
じ

て
絶
望
さ
せ
る
為
の
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
バ
リ
ス
タ
を
職
業
と
し
て
選
択
す
べ
き
か
、
そ
れ
に
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
養
成
教
育
を
受
け

る
必
要
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
現
実
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
、
数
値
な
ど
の
で
き
る
だ
け
具
体
的
な
情
報
を
示
し
て
行
う
も
の
で
す
。

(53)

例
え
ば
、
主
と
し
て
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
て
職
業
的
教
育
段
階
に
入
っ
た
学
生
の
う
ち
約
五

0
％
が
そ
の
最
終
段
階
で
あ
る

Pupillage
の

機
会
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
う
ち
の
さ
ら
に
六

0
％
が
そ
の
ま
ま

Pupillage
を
行
っ
た
チ
ャ
ン
バ
ー
で
開
業
で
き
て
い
る
こ
と
、
職
業
的
教
育
段

階
の
二
年
間
に
要
す
る
総
費
用
が
生
活
費
を
含
め
て
一

0
0
0
0
ポ
ン
ド
を
越
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
奨
学
金
の
状
況
等
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

(
S営
,ps
to the Bar, 3
)
 

(54)

最
終
的
な
職
業
的
教
育
段
階
で
あ
る

Pupillage
に
お
い
て
は
、

Pipilmaster
と
呼
ば
れ
る
バ
リ
ス
タ
の
チ
ャ
ン
バ
ー
で
実
務
的
な
教
育
を

受
け
ま
す
が
、
九
五
ー
九
六
年
の
実
績
で
約
七

0
0名
分
の

Pupillage
が
提
供
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
最
小
限
四
五

0
名
の

Pupil
,
 

!age
に
つ
い
て
、
最
低
で
六
ヶ
月
三

0
0
0
ポ
ン
ド
‘
―
ニ
ヶ
月
六

0
0
0
ポ
ン
ド
の
資
金
援
助
が
な
さ
れ
ま
す
が
、
多
く
の
チ
ャ
ン
バ
ー
は



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

そ
れ
以
上
の
援
助
を
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
職
業
的
教
育
段
階
の
学
生
に
対
し
て
は

I
g
s
 of C
o
u
r
t
に
よ
る
奨
学
金

が
あ
り
ま
す
。

(
S
S,Ps 
to the Bar, 3
)
 

(55)

ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
中
心
と
す
る
一
年
間
の
コ
ー
ス
で
、
主
と
し
て

I
n
n
s
of C
o
u
r
t
 L
a
w
 S
c
h
o
o
l
に
お
い
て
提
供
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

Pupil
,
 

!age
に
進
む
前
に
、
こ
の
コ
ー
ス
を
終
え
る
こ
と
が
バ
リ
ス
タ
の
資
格
を
得
る
た
め
の
要
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

(
5
6
)
B
v
c
に
つ
い
て
は

C
A
C
H
(Centralised Application a
n
d
 C
l
e
a
r
i
n
g
 H
o
u
s
e
)
が、

Pupillage
に
つ
い
て
は

P
A
C
H
(Pupillage 

Application Clearing
 H
o
u
s
e
)
が
そ
れ
を
行
い
ま
す
。
後
者
は
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
申
請
者
が
ガ
イ
ド

プ
ッ
ク
で
選
ん
だ
二

0
ま
で
の
チ
ャ
ン
バ
ー
に
そ
の
情
報
を
送
り
申
請
手
続
き
を
し
て
く
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

(Steps
to the Bar, 9
)
 

(57)

九
五
年
に
お
い
て
、
九
五
名
の
高
等
法
院
裁
判
官
の
う
ち
六
名
が
女
性
で
す
。

(58) 
H
e
a
t
h
e
r
 Hallet, Q
C
.
 
共
稼
ぎ
で
、
夫
も
Q

C
で
あ
り
二
人
の
子
の
母
。
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
出
身
。
警
察
官
の
娘
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
の
奨

学
金
の
助
け
に
よ
っ
て
バ
リ
ス
タ
の
職
業
を
得
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

(Times,
D
e
c
.
 2
9
,
 
1
9
9
7
,
 
p. 
2
5
)
 

(59) 
D
i
n
i
n
g
と
よ
ば
れ
一
定
の
数
の
こ
う
し
た
機
会
を
持
つ
こ
と
が
開
業
の
許
可
を
得
る
為
に
現
在
で
も
必
要
と
さ
れ
ま
す
。

(Steps
to the 

Bar, 3
)
 

(60) 
Steps to the Bar, 3
.
 

こ
の
部
分
は
他
の
本
に
お
い
て
も
よ
く
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

(
T
h
e
L
e
g
a
l
 Profession, 
110 .) 

(61) 
C
o
d
e
 of C
o
n
d
u
c
t
は

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
で
誰
で
も
簡
単
に
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
ソ
リ
シ
タ
は

さ
ま
ざ
ま
な
面
で
、
制
定
法
に
よ
り
制
約
さ
れ
ま
す
。

一
九
九

0
年
の
裁
判
所
及
び
法
律
業
務
法

S
c
h
e
d
u
l
e
2
,
 
p
a
r
a
 5
 (
3
)
,
 (
4

)

に
よ
り
、
現
在
は
バ
リ
ス
タ
も
大
法
官
法
学
教
育
及
び
行
動
助
言

委
員
会
の
助
言
を
受
け
ま
す
。

(62)

大
法
官
法
学
教
育
及
び
行
動
助
言
委
員
会
は
、
九

0
年
の
裁
判
所
及
び
法
律
業
務
法
s.
1
9

の
定
め
に
よ
り
、
大
法
官
が
任
命
し
た
委
員
長
を

含
む
一
七
名
の
構
成
員
よ
り
な
り
ま
す
。
委
員
長
は
、
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
か
貴
族
院
判
事
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り

(
1
9
(

3

)

)

、
実
際

上
現
在
の
と
こ
ろ
バ
リ
ス
タ
出
身
者
で

I
n
n
の
メ
ン
バ
ー
で
す
。

法
律
業
務
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
は
、
同
じ
く
裁
判
所
及
び
法
律
業
務
法
s.
2
1

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
法
官
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
公

務
員
で
独
立
の
立
場
で
職
務
を
行
い
ま
す
。

B
a
r
は
こ
れ
ま
で
も

I
n
n
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
か
ら
の
監
督
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
大
法
官
自
身
が
バ
リ
ス

~ 
（
二
四
五
）
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タ
出
身
者
で
す
か
ら
、
こ
う
し
た
外
部
的
な
組
織
か
ら
の
影
響
を
受
け
る
と
し
て
も
、
そ
の
任
命
権
が
大
法
官
に
あ
る
の
で
そ
の
実
質
的
な
権
限

が
大
き
く
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
と
一
応
考
え
ら
れ
ま
す
。

(63)

正
式
名
称
て
f
h
e
G
e
n
e
r
a
l
 C
o
u
n
c
i
l
 of the B
a
r
 of E
n
g
l
a
n
d
 a
n
d
 W
a
l
e
s
.
 

1
 

0
七
名
の
構
成
員
か
ら
成
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
三
名
の

役
員
、
一
四
人
の
職
務
に
よ
り
定
め
さ
れ
た
構
成
員

(
A
g>rney ,
 General, Solicitor ,
 General, Dire g
 or of Public Prosecutions
等）、

―
二
名
の

I
n
n
の
代
表
‘
―
二
名
の

Circuit
の
代
表
、
五
つ
の

B
a
r
Association
の
代
表
、
四
五
名
の
開
業
し
て
い
る
バ
リ
ス
タ
‘
―
二
名

の
そ
れ
以
外
の
バ
リ
ス
タ
、
四
名
の

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
。

(64) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 1
6
6
 ,
 1
7
0
.
 

(65)

免
除
の
範
囲
は
、
裁
判
に
お
け
る
実
務
及
び
そ
れ
と
密
接
に
関
係
す
る
予
備
的
な
作
業
に
お
け
る

N
e
g
l
i
g
e
n
c
e
の
責
任
が
一
応
入
る
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

(
S
m
i
t
h
&
 Bailey, 1
7
5
.
)
 

た
だ
し
、
一
九
三
九
年
か
ら
バ
リ
ス
タ
の
不
手
際
に
よ
る
無
駄
な
出
費
に
対
し
て
は
、
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
、

W
a
s
t
e
C
o
s
t
 O
r
d
e
r
と

い
う
名
称
で
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
裁
判
所
及
び
法
律
業
務
法
s.
4

に
よ
り
明
文
化
さ
れ
ま
し
た
。

(66) 
C
o
u
n
c
i
l
 of the I
n
n
s
 of C
o
u
r
t
 :
 四
つ
の

I
n
n
の
代
表
、

B
a
r
Council, C
o
u
n
c
i
l
 of L
e
g
a
l
 E
d
u
c
a
t
i
o
n
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。
伝
統
的

に
管
理
権
を
握
っ
て
き
た
各

I目

と

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
と
の
調
整
を
行
う
の
が
主
た
る
機
能
で
す
。
し
か
し
、
も
し

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
と

C
o
u
n
c
i
l

of the I
n
n
s
 of C
o
u
r
t
の
意
見
が
分
か
れ
る
場
合
に
は
、

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
の
意
見
が
バ
リ
ス
タ
全
体
の
三
分
の
二
の
支
持
を
得
る
こ
と
を
条
件
と

し
て
採
用
さ
れ
ま
す
。
現
在
で
は
、
各

I目
の
自
治
は
こ
の
よ
う
に
制
限
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

(
S
m
i
t
h
&
 Bailey, 
115 ,
 
116) 

(67)

二
人
の
素
人
を
含
む
主
と
し
て
バ
リ
ス
タ
か
ら
な
る
九
人
の
パ
ネ
ル
で
審
議
し
ま
す
。
ま
た
こ
の
委
員
会
は
大
法
官
に
任
命
さ
れ
た
法
律
業
務

オ
ン
プ
ズ
マ
ン
の
監
督
を
受
け
ま
す
。

(68) 
p
r
i
m
a
 facie m
i
s
c
o
n
d
u
c
t
ぶ
か

4
の
る
と
さ
れ
た
場
合
。

(
S
m
i
t
h
&
 Bailey, 1
6
9
)
 

(69)

四
つ
の

I
n
n
s
of C
o
u
r
t
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

T
h
e
C
o
u
n
c
i
l
 for L
e
g
a
l
 E
d
u
c
a
t
i
o
n
が
、
学
校
に
お
け
る
教
育
、

Pupillage
と
呼
ば
れ
る

見
習
い
に
よ
る
職
業
的
教
育
、
継
続
教
育
に
関
し
て

B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
に
対
し
て
勧
告
を
行
い
ま
す
。

aralker &
 Wa
l
k
e
r
,
 2
2
6
)
 

(70)

シ
テ
ィ
の
大
フ
ァ
ー
ム
の
活
況
を
伝
え
る
文
献
と
し
て
、

R
G
 Lee, F
r
o
m
 Profession to 
Business: 
T
h
e
 R
i
s
e
 a
n
d
 Rise of City 

L
a
w
 Firm, in 
T
o
m
o
r
r
o
w
'
s
 L
a
w
y
e
r
s
 (
e
d
 b
y
 P
 A
 T
h
o
m
a
s
)
 3
1
 ,
 4
8
 (Blackwell, 1
9
9
2
)

は
小
く
し
古
く
な
り
ま
し
た
が
非
常
に
興
味
深
い

も
の
で
す
。

ー
ニ
四

（
二
四
六
）



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

二
一
五

(71)

九
0
年
に
発
表
さ
れ
た
L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
の
調
査
に
よ
れ
ば
七

0
％
の
ソ
リ
シ
タ
が
自
分
を
専
門
家
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

(
Na
n
d
e
r
,
 7th, 

574.) T
i
m
e
s

の
求
人
欄
で
最
近
で
は
多
く
の
ロ
ー
・
フ
ァ
ー
ム
が
求
人
の
広
告
を
載
せ
て
い
る
が
、
商
事
法
、
知
的
財
産
法
、
税
法
、
建
設
法

な
ど
と
い
う
専
門
分
野
を
特
定
す
る
も
の
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
給
料
も
か
な
り
高
く
、
例
え
ば
経
験
ニ
ー
＿
―
-
年
の
知
的
財
産
権
の
専
門
家
で

年
額
五
二

0
0
0
ポ
ン
ド
ま
で
、
と
い
っ
た
広
告
が
目
に
つ
き
ま
す
。

(72
）

六

0
|七
0
年
第
前
半
に
は
そ
の
総
収
入
の
半
分
を
占
め
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
九
0
年
に
は
ニ
―
％
に
、
そ
し
て
九
四
年
に
は

―
二
％
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

(
N
a
n
d
e
r
,
 7th, 
5
7
5
)
 

(73)

一
九
七
四
年
の
ソ
リ
シ
タ
法
Solicitors
A
c
t
に
よ
り
、
ソ
リ
シ
タ
以
外
の
者
に
よ
る

C
o
n
v
e
y
a
n
c
i
n
g
は
特
に
業
務
の
品
質
保
持
の
観
点
か

ら
違
法
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
 J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t

一
九
八
五
に
よ
り
、
八
七
年
五
月
よ
り
ソ
リ
シ
タ
の
ほ
か
に
、
審
査
を
受

け
た

L
i
c
e
n
s
e
d
C
o
n
v
e
y
a
n
c
e
r
に
こ
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

T
h
e
C
o
 g
 
cil 
o
f
 L
i
c
e
n
s
e
d
 C
o
n
v
e
y
a
n
c
e
r
 

が
管
理
母
体
と
な
り
、
懲
戒
、
教
育
、
専
門
的
水
準
の
維
持
な
ど
の
責
任
を
負
い
ま
す
。
構
造
的
に
は

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
に
似
て
い
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

L
i
c
e
n
s
e
d
C
o
n
v
e
y
a
n
c
e
r
の
数
は
ま
だ
少
な
く
九
五
年
ま
で
に
三
五

0
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
業
務
に
お
け
る
競
争
を

促
し
手
続
料
金
の
か
な
り
の
引
き
下
げ
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
（
S

旦
t
h
&
 Ba
i
l
e
y
,
 1
3
0
 ,
 13
1
)
 

(74)

現
在
の
好
景
気
に
よ
り
、
ま
た
状
況
は
変
化
し
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
最
新
の
デ
ー
タ
を
入
手
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

(75) 
L
a
w
 S
o
c
i
e
t
y

の
評
議
会
は
現
在
七
五
名
か
ら
な
り
ま
す
。

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
に
対
し
て
は
、
従
来
か
ら
ソ
リ
シ
タ
全
体
の
利
益
を
反
映
せ
ず
、

ロ
ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ
に
あ
る
大
フ
ァ
ー
ム
の
利
益
を
代
表
し
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

現
在
に
お
い
て
は
、

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
も
B
a
r
C
o
u
n
c
i
l
と
同
様
に
、
ソ
リ
シ
タ
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
項
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
特
に

大
法
官
法
学
教
育
及
び
行
動
助
言
委
員
会
や
、
大
法
官
、
公
正
取
引
事
務
局
の

D
i
r
e
c
t
o
r
G
e
n
e
r
a
l
な
ど
の
政
府
の
部
局
と
の
関
係
の
中
で
動

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

(
S
m
i
t
h
&
 Ba
i
l
e
y
,
 1
1
6
 ,
 11
7
)
 

(76) 
Solicitors I
n
d
e
m
n
i
t
y
 R
u
l
e
s
 1
9
9
5
.
 (Solicitors A
c
t
 1
9
7
4
 s. 
3
7
 a
n
d
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 o
f
 J
u
s
t
i
c
e
 A
c
t
 1
9
8
5
 s. 
9.) 

(77) 
Solicitors A
c
t
 1
9
7
4
.
 

(78) 
S
m
i
t
h
 &
 Ba
i
l
e
y
,
 
116. 

(79)

現
在
で
も
一
次
的
な
権
限
は

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
に
あ
り
ま
す
が
、
大
法
官
法
学
教
育
及
び
行
動
助
言
委
員
会
の
助
言
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

（
二
四
七
）
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(80)

歴
史
的
に
重
要
な
地
位
で
し
た
が
、
現
在
で
も
民
事
事
件
の
割
り
当
て
に
つ
い
て
大
き
な
権
限
を
有
す
る
の
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
発
展
に
大

き
な
影
響
力
を
持
ち
ま
す
。

(
S
m
i
t
h
&
 Bailey, 2
2
3
 ,
2
は
）
ソ
リ
シ
タ
を
監
督
す
る
権
限
も

Solicitors
A
c
t
 1
9
7
4
:
 
3
1
 (
1
)

に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

L
o
r
d
D
e
n
n
i
n
g
が
長
く
こ
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
す
。
最
近
司
法
改
革
の
大
胆
な
構
想
を
打
ち
出
し
た

L
o
r
d

W
o
o
l
f
が
現
在
こ
の
地
位
に
あ
り
ま
す
。

(81) 
Solicitors A
c
t
 1
9
7
4
:
 
3
1
 (
1
)
.
 

(82)

裁
判
所
及
び
法
律
業
務
法
一
九
九

0
公
k
h
e
d
u
l
e
2
,
 
p
a
r
a
 5
 (
3
)
,
 
(4)・ 

(83)

一
般
の
書
店
に
て
入
手
可
能
で
す
。

(84) 
i
n
a
d
e
q
u
a
t
e
 professional services. 

(
8
5
)
S
C
B
に
は
二
つ
の
主
要
な
委
員
会
が
あ
り
ま
し
た
。
―
つ
は
、
裁
定
・
抗
告
委
員
会

Adjudication
a
n
d
 A
p
p
e
a
l
s
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
で
あ
り
、

1
0名
の
素
人
を
含
む
ニ
―
名
か
ら
な
り
ま
す
。
も
う
―
つ
は
政
策
助
言
委
員
会

Policy
A
d
v
i
s
o
r
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
で
す
。

O
S
S
も
基
本
的
に
は
、
顧
客
に
関
す
る
問
題
を
処
理
す
る
部
門
と
、
ソ
リ
シ
タ
業
務
に
関
す
る
規
律
に
関
与
す
る
部
門
と
の
二
つ
の
部
分
か

ら
な
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
独
立
的
に
行
動
す
る
と
は
い
え
ど
ち
ら
も

L
a
w
Society
が
運
営
す
る
組
織
で
あ
り
、
外
部
的
な
組
織
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

S
l
a
p
p
e
r
&
 Kelly, 3
3
0
.
 

(86) 
M
 M
e
a
r
s
,
 N
o
 co
n
n
e
c
t
i
o
n
 w
i
t
h
 t
h
e
 previous 
firm• 

,
 

N
e
w
 L
a
w
 Jo
u
r
n
a
l
 D
e
c
 2
5
 1
9
9
7
,
 1
7
7
0
,
 1
7
7
2
.
 

(87) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 1
6
2
.
 

(88) 
Solicitors A
c
t
 1
9
7
 4
 
s. 
3
7
 A. A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 of Justice 1
9
8
5
 s. 
1. 
C
o
u
r
t
s
 a
n
d
 L
e
g
a
l
 Services A
c
t
 1
9
9
1
 s. 
9
3
.
 

こ
七
い
に
ト
6

っ
て

L
a
w
 Society
の
業
務
に
関
す
る
監
督
権
限
は
、
従
来
か
ら
の
専
門
家
的
不
行
跡
よ
り
も
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

(89)

九
四
年
に
お
け
る
S
C
B
へ
の
苦
情
の
申
立
て
は
一
六
四
八
二
件
で
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
が
、
次
の
段
階
へ
進
ん
だ
も
の
は
三
一
六
七
件
で
す
。

(
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 1
6
3
 n
o
t
e
 2
1
)
 

(90)

こ
れ
が
主
要
な
苦
情
の
処
理
方
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

(91) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 1
6
3
・
 

(92) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 1
6
3
.
 

(93) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 1
6
1
.
 

―
二
六
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＿
七

(94) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 164. 

(95)

法
律
業
務
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
及
び
国
民
消
費
者
協
議
会
N

C

C
は
限
度
額
の
引
き
上
げ
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

S

C

B
の
強
制
力
が
十
分

で
は
な
い
こ
と
も
法
律
業
務
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
に
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

(96) 
Solicitors A
c
t
 1
9
7
4
 s. 
46. 

(97) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 166. 

(98) 
s. 
4
 (
2
)
-
(
8
)
.
 

(99) 
Solicitos A
c
t
 1
9
7
4
 ss. 
5
0
 ,
 53. 

(100)

こ
の
場
合
の
特
別
の
制
限
は
、
取
締
役
及
び
株
主
が
総
ぺ
て
ソ
リ
シ
タ
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

(
N
ander, 6
t
h
 656.) 

(
1
0
1
)
N
 an
d
e
r
 6th, 657. 

(102)

政
府
が
国
王
の
命
令
に
よ
り
議
会
に
討
議
の
資
料
と
し
て
提
出
す
る
資
料
で
あ
り
、
政
策
の
表
明
や
提
案
さ
れ
た
立
法
の
説
明
を
行
う
W
h
i
t
e

P
a
p
e
r
と
、
議
論
に
関
す
る

G
r
e
e
n
P
a
p
e
r
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

(103)

ソ
リ
シ
タ
四
名
と
独
立
の
構
成
員
一
名
が
そ
れ
を
支
持
し
、
逆
に
バ
リ
ス
タ
全
員
と
独
立
の
構
成
員
一
名
が
そ
れ
に
反
対
す
る
と
い
う
結
末
に

終
わ
り
ま
し
た
。

(
N
a
n
d
e
r
 6th, 658.) 

(
1
0
4
)
N
 an
d
e
r
 6th, 658. 

(105)

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
法
律
家
が
二
名
貴
族
院
裁
判
官
に
選
任
さ
れ
る
こ
と
は
慣
例
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
は
そ
れ
ま
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

と
い
う
独
立
し
た
法
域
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
バ
リ
ス
タ
と
は
直
接
関
係
す
る
こ
と
な
く
職
務
を
行
っ
て
き
た
人
達
で
す
。

A
d
v
o
c
a
t
e
は

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
バ
リ
ス
タ
と
同
様
の
役
割
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
果
た
し
て
お
り
、
そ
の
団
体
で
あ
る

F
a
c
u
l
t
y
o
f
 A
d
v
o
c
a
t
e
s
は
通
称
ス

コ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
バ
ー
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

B
a
r
と
の
直
接
的
な
関
係
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

(106)

例
え
ば
不
動
産
譲
渡
手
続
に
つ
い
て
は
上
記
の

L
i
c
e
n
s
e
d
C
o
n
v
e
y
a
n
c
e
r
に
加
え
て
そ
れ
以
外
の
者
に
も
業
務
を
解
放
す
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の

L
a
w
S
o
c
i
e
t
y
の
反
論
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
現
在
で
も
ソ
リ
シ
タ
以
外
で
は

L
i
c
e
n
s
e
d
C
o
n
v
e
y
a
n
c
e
r
の
み
が

こ
の
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

(107) 
L
o
r
d
 G
o
f
f
,
 T
h
e
 F
u
t
u
r
e
 o
f
 C
o
m
m
o
n
 L
a
w
,
4
6
 I
C
L
Q
 7
5
5
 (
1
9
9
7
)
 

(108) 
T
r
i
b
u
n
a
ー
に
は
様
々
な
性
格
の
も
の
が
あ
り
、
裁
判
所
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
か
ら
そ
れ
以
外
の
も
の
ま
で
様
々
で
す
。
た
だ
し
、

（
二
四
九
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決
定
を
行
う
機
関
の
中
に
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
一
人
は
法
律
家
が
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

T
r
i
b
u
n
a
l
は
六

0
種
類
に
も
の
ぼ

り
、
全
体
で
高
等
法
院
及
び
県
裁
判
所
の
六
倍
の
数
量
の
事
件
を
処
理
し
て
い
ま
す
。

(
N
ander, 7th, 2
8
.
)

航
空
運
送
許
可
委
員
会
の
よ
う
に

ロ
ン
ド
ン
に
―
つ
だ
け
し
か
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
所
得
税
一
般
審
査
官

G
e
n
e
r
a
l
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
 of I
n
c
o
m
e
 T
a
x
の
よ
う
に
四

0
0
ヶ
所

以
上
で
審
判
を
行
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
多
く
の
事
件
数
を
扱
う
も
の
と
し
て
は
、
賃
料
査
定
委
員
会

R
e
n
t
Assessing C
o
m
m
i
t
t
e
e
s
,
 入
国

裁
定
委
員
会

I
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
Adjudicators
、
産
業
審
判
所

Industrial
Tribunals
等
が
あ
り
ま
す
。

(
N
ander, 7th, 2
9
)
 

(109)

法
律
的
助
言
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
様
々
な
組
織
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
存
在
し
そ
の
充
実
ぶ
り
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
し
財
政
援
助
す
る
体
系
的
な
政
策
や
戦
略
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

(
S
m
i
t
h
&
 Bailey, 
472.) 

一
般
的
・
総
合
的
な
法
律
的
助
言
を
行
う
機
関
と
し
て
は

C
i
t
i
z
e
n
s
'
A
d
v
i
c
e
B
u
r
e
a
u
x
 (
C
A
B
)
が
非
常
に
重
要
で
す
。

C
A
B
は
も
と
も

と
は
戦
時
の
緊
急
事
態
に
お
い
て
市
民
に
法
律
的
助
言
を
提
供
す
る
た
め
、

Ministry
of Health, N
a
 g
 
nal Council for Social Service, 

F
a
m
i
l
y
 W
a
r
f
a
r
e
 Association
が
一
九
三
八
年
に
共
同
で
設
立
し
た
組
織
が
母
体
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
戦
後
は
政
府
が
財
政
的
な
援
助
か
ら

手
を
引
い
た
た
め
、
各
地
に
残
っ
た
事
務
所
は
地
方
自
治
体
そ
の
他
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
な
が
ら
活
動
を
継
続
し
て
行
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

一
九
六
0
年
代
に
政
府
が
再
び
財
政
的
援
助
を
再
開
し
た
こ
と
と
、
そ
の
活
動
が
法
制
度
に
つ
い
て
の
公
的
委
員
会
に
よ
っ
て
そ
の
後
高
く
評
価

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
九
六
年
現
在
連
合
王
国
の
各
地
に
存
在
す
る
七
ニ
一
の
C
A
B
が

独
立
し
て
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
更
に
一

0
0
六
の
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
を
有
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
中
心
的
組
織
と
し
て

National

Association of Citizens'Advice B
u
r
e
a
u
x
 (
N
A
C
A
B
)
が
存
在
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

N
A
C
B
は、

L
o
r
d
W
o
o
l
f
が
大

法
官
の
命
に
よ
っ
て
作
成
し
た
近
時
の
民
事
司
法
改
革
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
に
も
参
加
し
て
お
り
、
民
事
司
法
政
策
に
お
け
る
発
言
力

を
強
め
て
い
ま
す
。
各
地
に
存
在
す
る
複
数
の
C
A
B
の
全
体
を
示
す
時
に
C
A
B
X
と
い
う
様
に

X
を
加
え
る
の
は
、
そ
れ
が
複
数
で
あ
る
こ

と
を
明
示
す
る
意
味
で
す
。

C
A
B
X
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
目
的
及
び
原
則
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

。
個
人
が
、
そ
の
権
利
及
び
責
任
、
利
用
可
能
な
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
知
識
の
欠
如
に
よ
り
、
ま
た
は
そ
の
必
要
性
を
効
果
的
に
表
現
す

る
能
力
を
持
た
な
い
た
め
に
、
損
害
を
こ
う
む
る
こ
と
か
ら
守
る
。

・
地
方
及
び
国
家
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
社
会
政
策
及
び
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
の
発
展
に
対
し
て
道
義
的
な
影
響
力
を
行
使
す
る
。

サ
ー
ビ
ス
の
四
つ
の
原
則

•
独
立

ー
ニ
八

（
二
五
0
)
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・
秘
密

Confidentiality

•
公
平
無
私
I
m
p
a
r
t
i
a
l
i
t
y

・
無
料

九
四
|
九
五
年
に
お
い
て

C
A
B
X

は
、
六
五
0
万
件
の
問
題
を
扱
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
問
題
の
種
類
は
、
社
会
給
付
関
連
二
八
•
四
％
、
消

費
者
及
び
信
用
関
連
一
四
・
八
％
、
住
居
関
連
―
―
・
ニ
％
、
雇
傭
関
連
一
0
•
三
％
等
の
広
い
範
囲
を
カ
バ
ー
し
ま
す
。
ま
た
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
は
助
言
及
び
情
報
提
供
が
六
九
％
を
占
め
ま
す
が
、
一
七
％
は
外
部
組
織
に
お
い
て
の
弁
護
や
交
渉
に
関
す
る
も
の
で
す
。

(
S
m
i
t
h
&
 

Bailey, 4
7
4
.
)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
行
政
審
判
所
に
お
け
る
代
理
人
は
法
律
専
門
家
に
限
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
す
。

C
A
B
X
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
あ
る
程
度
の
法
律
的
な
訓
練
を
受
け
て
お
り
助
言
や
情
報
提
供
を
行
う
能
力
を
有
し
て
い
ま
す
が
、
紛
争
解
決

の
場
に
お
け
る
代
理
人
と
し
て
活
動
す
る
場
合
も
増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

C
A
B
X
で
は
、
ソ
リ
シ
タ
が
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
そ
の
活
動

に
参
而
叩
し
、
無
料
の
法
的
助
言
の
機
会
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

C
A
B
X
は
そ
の
判
断
に
基
づ
い
て
、
ソ
リ
シ
タ
に
事
件
を
依
頼
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

N
A
C
A
B
に
対
す
る
国
家
に
よ
る
財
政
援
助
は
約
―
二

0
0
万
ポ
ン
ド
（
二
七

0
0
億
円
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

(S
且
th
&
 Bailey, 

4
7
5
:
 日
本
に
お
け
る
簡
単
な
紹
介
と
し
て
本
間
正
浩
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
非
弁
護
士
期
間
に
よ
る
法
律
業
務
と
弁
護
士
」
法
律
扶
助
だ

よ
り

J
a
n
1
9
9
8
,
 5
 ,
 7)
 

ま
た
こ
こ
二
五
年
間
に
発
展
し
た
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
近
隣
法
律
事
務
所
に
発
想
を
得
た

Law
Centr1 "s
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。
九
五
年
現
在
、
五
五
の
セ
ン
タ
ー
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
あ
り
ま
す
。
資
金
は
地
方
自
治
体
が
主
た
る
提
供
者
で
す
が
、
政
府
、
慈
善
事
業
、

ソ
リ
シ
タ
の
フ
ァ
ー
ム
等
も
資
金
援
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
法
律
扶
助
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
国
家
か
ら
の
支
払
い
も
受
け
ま
す
。
ス

タ
ッ
フ
は
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
す
る
ソ
リ
シ
タ
、
バ
リ
ス
タ
、
そ
し
て
ト
レ
イ
ニ
ー
・
ソ
リ
シ
タ
で
、
そ
こ
に
常
勤
と
し
て
雇
わ
れ
る
法

律
実
務
家
も
い
ま
す
。
通
常
は
サ
ー
ビ
ス
は
無
料
で
す
が
、
顧
客
は
居
住
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ソ
リ
シ
タ
に
自
分
で
依
頼
す
る
金
銭
的
余

裕
が
な
い
者
に
限
ら
れ
ま
す
。
ま
た
業
務
の
範
囲
に
も
限
定
が
あ
り
、
住
居
、
雇
傭
、
差
別
、
社
会
保
障
、
入
国
及
び
国
籍
、
子
供
の
権
利
、
教

育
な
ど
の
社
会
福
祉
的
な
法
律
問
題
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
す
。
助
言
だ
け
で
な
く
裁
判
所
や
行
政
審
判
所
に
お
け
る
弁
護
活
動
を
引

き
受
け
ま
す
。
顧
客
の
満
足
度
は
高
く
、
政
党
な
ど
に
そ
の
活
動
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
反
面
、
資
金
面
で
は
依
然
と
し
て
不
安
定
で
あ
り
、

資
金
提
供
者
に
よ
る
特
に
資
金
の
使
途
の
優
先
順
位
に
つ
い
て
の
評
価
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
需
要
と
は
直
接
関
係
な
く
閉
鎖
に
追
い
や

ら
れ
る
セ
ン
タ
ー
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

(
S
m
i
t
h
&
 Bailey, 4
8
3
 ,
 48
7
.
)
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総
合
的
助
言
を
行
う
組
織
と
し
て
は
、
そ
の
ほ
か
に
近
隣
助
言
セ
ン
タ
ー
と
ひ
と
ま
と
め
に
呼
ば
れ
る
様
々
な
組
織
が
あ
り
、
と
く
に
都
市
化

に
伴
う
住
居
、
社
会
福
祉
、
教
育
問
題
な
ど
に
つ
い
て
の
助
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
若
者
を
対
象
に
し
た
助
言
及
び
情
報
提
供
を
行
う
組

織
が
あ
り
（
八
六
年
に
七

0
の
組
織
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
）
、
若
者
相
談
助
言
サ
ー
ビ
ス
連
盟

Z
且
onal
Association of 

Y
o
u
n
g
 People's a
n
d
 A
d
v
i
s
o
r
y
 Services (
N
A
Y
P
C
A
S
)
が
あ
り
ま
す
。

N
A
Y
P
C
A
S
に
は

H
o
m
e
0
f
莉
e
が
資
金
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

専
門
的
な
法
律
的
助
言
を
行
う
組
織
と
し
て
は
、
消
費
者
問
題
を
扱
う
消
費
者
助
言
セ
ン
タ
ー

C
o
n
s
u
m
e
r
A
d
v
i
c
e
 Centres, 住
居
問
題
に

つ
い
て
助
言
を
行
う

H
o
u
s
i
n
g
A
d
v
i
c
e
 Centres, 金
銭
問
題
に
つ
い
て
の
助
言
を
行
う

M
o
n
e
y
A
d
v
i
c
e
 Centres
等
が
あ
り
ま
す
。

(110)

高
等
法
院
の
女
王
座
部

Q
u
e
e
n
'
s
B
e
n
c
h
 Division
と
家
族
部

F
a
m
i
l
y
Division
は
、
ロ
ン
ド
ン
と
そ
の
他
の
全
国
に
二
四
ヶ
所
に
あ

り
、
衡
平
法
部

C
h
a
n
c
e
r
y
Division
は
ロ
ン
ド
ン
の
他
八
ヶ
所
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
控
訴
院
と
貴
族
院
は
ロ
ン
ド
ン
に
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。

(111) 

C
o
u
n
t
y
 C
o
u
r
t
の
存
在
す
る
場
所
は
、
現
在
で
は
地
方
自
治
体
の
区
画
で
あ
る

C
o
u
n
t
y
と
は
一
致
し
ま
せ
ん
。
県
裁
判
所
は
一
八
四
六
年

に
創
設
さ
れ
た
の
に
対
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
そ
の
後
も
最
近
に
至
る
ま
で
何
度
も
制
度
の
変
更
が
な
さ
れ
た
為
で
す
。
な
お
、
こ
の
ほ
か
の
民

事
事
件
に
関
す
る
裁
判
所
と
し
て

Restrictive
Practices Court, C
o
u
r
t
 of Protection
が
あ
り
ま
す
。

(112) 
A
 Dictionary o
f
 Law, 299. 

(113)

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
異
な
り
ウ
ェ
ー
ル
ズ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
敗
北
し
て
統
合
さ
れ
た
の
で
、
法
律
的
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
が
そ
の
ま
ま
適

用
さ
れ
ま
す
。

(114) 

Judicial Statistics A
n
n
u
a
l
 R
e
p
o
r
t
 
96, 3
6
 ,
 
37. 

(115) 

H
i
g
h
 Court, Q
u
e
e
n
'
s
 B
e
n
c
h
 Division. 

(116)

し
か
し
、
八
九
年
に
は
一
六
二
七
件
、
九
五
年
に
は
一
八
五
三
件
を
扱
っ
て
い
ま
し
た
。

(
S
m
i
t
h
&
 Bailey, 49.) 

(117) 
Judicial Statistics A
n
n
u
a
l
 R
e
p
o
r
t
 
96. 
な
お
、
過
去
の
デ
ー
タ
と
し
て
七
七
年
六
四
件
、
八
二
年
七
一
件
、
八
九
年
六
三
件
、
九
五
年

七
二
件
と
い
う
数
字
が
あ
り
急
激
な
変
化
は
な
い
よ
う
で
す
。

(
S
m
i
t
h
&
 Bailey, 49.) 

(
1
1
8
)
N
 ander, 6th, 62. 

(119) 

Superior C
o
u
r
t
の
訳
と
し
て
用
い
ま
す
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
貴
族
院
、
控
訴
院
、
高
等
法
院
、
ク
ラ
ウ
ン
・
コ
ー
ト

及
び
コ
モ
ン
ウ
ェ
ー
ル
ズ
諸
国
等
か
ら
の
上
告
を
扱
う
枢
密
院
司
法
委
員
会
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
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(120)

そ
れ
以
外
の
裁
判
官
に
つ
い
て
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
素
人
を
用
い
る
の
は
治
安
判
事
裁
判
所
に
お
け
る
無
給
の
治
安
判
事
だ
け
で
す
。
ち
な

み
に
、
陪
審
が
用
い
ら
れ
る
場
合
も
現
在
で
は
刑
事
事
件
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
は
名
誉
毀
損

(
d
e
f
a
m
a
t
i
o
n
)

や
検
死
官

c
o
r
o
n
e
r
に
よ
る
死
因
審
問
の
場
合
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

(121) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 231. 

(122) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 2
3
1
 ,
 232. 

(123) 
H
i
g
h
 C
o
u
r
t
:
 
1
9
9
0
 A
c
t
 s. 
7
1
 (3). 
ま
た
巡
回
裁
判
官
と
し
て
の
二
年
間
の
経
験
で
も
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

H
i
g
h
C
o
u
r
t
:
 

1
9
9
0
 A
c
t
 s. 
4
 (1) e. 

(124)

こ
う
し
た
登
用
は
少
数
で
あ
り
、
七

o
l九
四
年
の
間
の
一
九
五
の
任
用
の
う
ち
二
六
に
過
ぎ
ま
せ
ん
（
S
且
th
&
 Bailey, 228.)
が
、
循
環

裁
判
官
か
ら
の
昇
進
は
規
則
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
内
部
昇
進
が
固
定
す
る
こ
と
に
よ
る
弊
害

へ
の
危
惧
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
有
用
な
人
材
を
確
保
す
る
必
要
性
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
今
後
も
急
激
な
変
化
な
く
推
移
し
て
い
く
と
予
測
さ

れ
ま
す
。

(125) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 228. 

(126)

一
九
三
七
年
と
一
九
四
八
年
に
一
人
ず
つ
で
す
。

(127) 

T
h
e
 T
i
m
e
s
,
 F
e
b
 24 1998, 4
4
.
 

し
か
し
、
資
格
要
件
や
大
法
官
の
実
質
的
な
任
用
権
限
等
に
変
更
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。

砿
）
ク
ラ
ウ
ン
・
コ
ー
ト
及
び
県
裁
判
所
で
事
件
を
担
当
す
る
専
任
の
裁
判
官
。
ク
ラ
ウ
ン
・
コ
ー
ト
（
上
級
裁
判
所
の
中
で
刑
事
事
件
を
担
当
す

る
）
か
県
裁
判
所
に
お
い
て
一

0
年
以
上
の
法
廷
弁
護
の
経
験
を
持
つ
者
の
中
か
ら
、
ま
た
は

R
e
c
o
r
d
e
r
と
呼
ば
れ
る
非
常
勤
裁
判
官
（
通
常

は
ク
ラ
ウ
ン
・
コ
ー
ト
に
て
事
件
を
担
当
す
る
が
、
県
裁
判
所
、
高
等
法
院
で
も
行
う
こ
と
が
あ
る
）
の
中
か
ら

C
o
u
r
t
s
A
c
t
 1971s. 1
6
に

よ
っ
て
、
大
法
官
の
推
薦
に
よ
り
女
王
が
任
命
し
ま
す
。

ク
ラ
ウ
ン
・
コ
ー
ト
は
六
つ
の
循
環
区
を
有
し
て
い
ま
す
こ

N
o
r
t
h
E
a
s
t
e
r
n
;
 
N
o
r
t
h
e
r
n
;
 
M
i
d
l
a
n
d
 a
n
d
 O
x
f
o
r
d
;
 W
e
s
t
e
r
n
;
 S
o
u
t
h
 

E
a
s
t
e
r
n
;
 
W
a
l
e
s
 a
n
d
 Chester・

歴
史
的
に
は

B
a
r
が
採
用
し
て
い
た
区
域
分
け
に
起
源
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
日
で
は
そ
れ
以

上
の
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ク
ラ
ウ
ン
・
コ
ー
ト
は
九
0
ヶ
所
に
あ
り
ま
す
。
（
詳
し
く
は
N
ander, 7th, 
10 ,
 
12.) 

(129) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 233. 

(
1
3
0
)
I
b
i
d
 

三

（
二
五
三
）
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(
1
3
1
)
I
b
民
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
は
、
給
料
の
差
が
小
さ
く
身
分
保
障
が
し
っ
か
り
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
、
裁
判
官
は
社
会
的
に
非

常
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
僚
裁
判
官
の
評
価
だ
け
で
な
く
、
広
く
法
律
家
一
般
は
も
と
よ
り
市
民
か
ら
の
評
価
を
得
る
こ
と
の
重
要
さ
が
、

官
僚
裁
判
官
へ
と
堕
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
環
境
を
裏
打
ち
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
特
に
収
入
の
差
に
つ
い
て
は
、
バ
リ
ス
タ
か
ら
裁
判

官
に
な
る
時
点
で
大
幅
に
減
少
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
考
え
れ
ば
ほ
と
ん
ど
何
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

(132)

詳
し
く
は

R
o
k
e
r
t
S
t
e
v
e
n
s
,
 
T
h
e
 I
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
 o
f
 the J
u
d
i
c
i
a
r
y
 (
1
9
9
3
)
 

(133) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 2
2
9
 ,
 23
0
.
 

（
訊
）
こ
れ
ら
の
役
職
は

L
a
w
Officer
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

(135)

民
事
事
件
に
お
い
て
も
、
例
え
ば

P
u
b
l
i
c
N
u
i
s
a
n
c
e
等
の
公
益
的
事
件
で
公
共
の
権
利
を
守
る
た
め
に
差
止
め
を
請
求
し
た
り
、
慈
善
団
体

C
h
a
r
i
t
y
の
利
益
を
代
表
し
た
り
し
ま
す
。

(
S
m
i
t
h
&
 Bailey, 1
9
.
)
 

(136) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 0
p
c
i
t
 

(137)

高
等
法
院
女
王
座
部
の
長
官
。

(138)

一
八
七
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
間
で
、
二
三
名
の

A
G
の
う
ち
、
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
に
な
ら
な
か
っ
た
も
の
は
四
名
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

ま
た
こ
の
間
に
任
命
さ
れ
た
高
等
法
院
の
女
王
座
部
の
長
官
で
あ
る

L
o
r
d
C
h
i
e
f
 Justice

―
四
名
は
、
す
ぺ
て

A
G
経
験
者
で
し
た
。

(
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 2
2
9
 ,
 23
0
.
)
 

(139)

現
在
裁
判
官
の
給
料
は
整
理
公
債
基
金
か
ら
支
払
わ
れ
て
お
り
、
毎
年
の
議
会
に
よ
る
見
直
し
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
給
料
の
見
直
し
は

議
会
の
制
定
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
上
級
公
務
員
の
給
与
を
見
直
す
機
関
で
あ
る

S
e
n
i
o
r
Salaries B
o
a
r
d
が
勧
告
を

行
い
、
通
常
は
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
裁
判
官
の
質
を
維
持
す
る
た
め
に
、
バ
リ
ス
タ
の
収
入
等
と
の
ク
ロ
ス
・
チ
ェ
ッ
ク

が
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
九
二
年
に
ニ
―
％
の
増
額
が
勧
告
が
な
さ
れ
、
九
九
年
ま
で
に
段
階
的
に
増
額
が
行
わ
れ
て
い
る
と

の
こ
と
で
す
。

(
S
m
i
t
h
&
 Bailey, 2
3
1
.
)

し
か
し
、
そ
の
後
の
特
に
法
律
サ
ー
ビ
ス
市
場
に
お
け
る
好
景
気
の
た
め
バ
リ
ス
タ
と
の
収
入
の
格

差
は
ま
た
広
が
っ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
す
。

(140) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 2
4
1
.
 

（山）

L
o
r
d
 C
h
i
e
f
 Justice 
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(142) 
M
a
s
t
e
r
 o
f
 t
h
e
 Rolls 

(143)

一
九
九
八
年
限
一
月
現
在
―
―
二

0
1
―
ポ
ン
ド
と
さ
れ
て
お
り
、
九
六
年
時
よ
り
約
七
パ
ー
セ
ン
ト
増
額
さ
れ
て
い
ま
す
。

(
T
i
m
e
s
,
F
e
b
.
 

2
"
 
1
9
9
8
 
^
 
L
a
w
y
e
r
s
 n
a
m
e
 H
i
g
h
 C
o
u
r
t
'
s
 b
e
s
t
 a
n
d
 worst') 

(144)

し
か
し
、
収
入
の
落
差
が
激
し
く
な
る
と
こ
う
し
た
事
態
が
発
生
す
る
こ
と
も
予
測
さ
れ
、
そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
と
っ

て
の
重
大
な
脅
威
と
な
り
う
る
危
険
が
あ
る
こ
と
は
、

L
o
r
d
G
o
f
f
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

(145)

普
通
の
高
等
法
院
裁
判
官
に
つ
い
て
は
七

0
歳
定
年
で
す
が
、
そ
れ
以
外
の
上
級
裁
判
官
は
七
五
歳
ま
で
職
務
を
行
う
よ
う
要
請
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

(
S
u
p
r
e
m
e
C
o
u
r
t
 A
c
t
 1
9
8
1
,
 
s. 
11 (
2
)
 
as a
m
e
n
d
e
d
 b
y
 t
h
e
 Judicial P
e
n
s
i
o
n
s
 a
n
d
 R
e
t
i
r
e
m
e
n
t
 A
c
t
 1
9
9
3
,
 
S
c
h
e
d
.
 6
,
 

para. 4
.
)
 

(146) 

S
u
p
r
e
m
e
 C
o
u
r
t
 A
c
t
 1
9
8
1
,
 
s. 
11 (
3
)
.
 

(147) 
A
p
p
e
l
l
a
t
e
 Jurisdiction A
c
t
 1
8
7
6
,
 
s. 
6
.
 

(148) 
A
d
d
r
e
s
s
.
 

(149) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 2
3
4
.
 

(150) 
S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 2
3
5
.
 

(151)

こ
の
手
続
は
一
八

0
五
年
以
来
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

S
m
i
t
h
&
 Bailey, 2
3
5
,
 
n
o
t
e
 7
3
.
 

(
1
5
2
)
I
b
i
d
 

(153)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
学
の
歴
史
に
お
い
て
、
学
部
段
階
の
教
育
を
終
え
て
取
得
す
る
典
型
的
な
学
位
は

B
A
(
B
a
c
h
e
l
o
r
 o
f
 A
r
t
)
で
す
が
、

法
学
部
卒
業
者
が
通
常
得
る
の
は

L
L
B
(
B
a
c
h
e
l
o
r
 of L
a
w
)
と
い
う
学
位
で
し
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
法
律
家
に
な
る
た
め
の
学
位
と
し

て
認
め
ら
れ
る
B

A
の
学
位
が
取
得
で
き
る
コ
ー
ス
を
提
供
す
る
大
学
が
非
常
に
増
え
て
い
ま
す
。

(
T
h
e
L
a
w
 Society, 
T
h
e
 S
t
u
d
e
n
t
s
 

G
u
i
d
e
 to 
Qualification 
as a
 Solicitor (
1
9
9
7
)
,
 7
 ,
 1
3
)
 

(154)

バ
リ
ス
タ
に
つ
い
て
は

I
n
n
s
of C
o
u
r
t
 L
a
w
 S
c
h
o
o
l
で
主
と
し
て
行
わ
れ
る
バ
ー
職
業
教
育
課
程
B

V

C
が
、
ソ
リ
シ
タ
に
つ
い
て
は
法

律
実
務
課
程
L
P
C
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

(155)

バ
リ
ス
タ
の
場
合
は
、

P
u
p
i
l
l
a
g
e
と
呼
ば
れ
る
一
年
間
の
見
習
い
訓
練
で
前
半
六
ヶ
月
と
後
半
六
ヶ
月
に
分
か
れ
、
前
半
を
無
事
終
了
す
れ

ば
実
務
の
許
可
が
も
ら
え
自
分
の
名
前
で
事
件
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ソ
リ
シ
タ
の
場
合
に
は
、
ト
レ
イ
ニ
ー
契
約

>
（
二
五
五
）
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一
三
四

を
結
ん
で
給
与
を
も
ら
い
な
が
ら
二
年
間
の
訓
練
を
受
け
ま
す
。
（
か
つ
て
ト
レ
イ
ニ
ー
の
こ
と
を

Articled
C
l
a
r
k
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
）

(156)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
日
本
の
大
学
で
法
学
部
に
相
当
す
る
も
の
を
、
法
律
学
校

L
a
w
S
c
h
o
o
l
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
は
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
よ
う
に
大
学
院
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
く
、
日
本
と
同
様
に
高
等
学
校
卒
業
の
も
の
が
入
学
で
き
る
学
部

レ
ベ
ル
の
も
の
で
す
。
通
常
は
三
年
で
卒
業
で
き
ま
す
が
、
四
年
間
在
学
す
る
コ
ー
ス
も
最
近
は
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

(157)

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
現
在
で
も
大
学
法
学
部
に
お
い
て
異
な
っ
た
科
目
を
と
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
ま
す
。

A
d
v
o
c
a
t
e
に
は
今
日
で
も

ロ
ー
マ
法
の
一
部
（
物
権
法
と
債
権
法
）
が
要
求
さ
れ
ま
す
。

(158)

ニ
・
四
・
ニ
・
ニ
参
照
。

(159) 

S
m
i
t
h
 &
 Bailey, 1
8
4
.
 

(160) 
S
o
c
i
e
t
y
 of P
u
b
l
i
c
 T
e
a
c
h
e
r
s
 of L
a
w
;
 こ
こ
で
い
わ
れ
る

P
u
b
l
i
c
と
は
大
学
と
い
う
意
味
に
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
一
般

的
で
あ
っ
た
法
律
家
に
な
る
た
め
の
試
験
の
準
備
と
し
て
私
的
に
法
律
を
教
え
た
り
、
私
塾
的
な
学
校
で
法
律
の
専
門
知
識
だ
け
を
教
え
る
法
律

教
師
に
対
し
て
、
大
学
と
い
う
開
か
れ
た
研
究
教
育
機
関
に
お
い
て
よ
り
広
い
視
野
か
ら
法
学
教
育
を
行
う
者
と
い
う
意
味
で

public
teachers 

of l
a
w
と
い
う
言
葉
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

(161) 
P
e
t
e
r
 Birks, C
o
m
p
u
l
s
o
r
y
 S
u
b
j
e
c
t
s
:
 
W
i
l
l
 t
h
e
 S
e
v
e
n
 F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
 e
v
e
r
 C
r
u
m
b
l
e
●

"

[

 1
9
9
5
]
 
1
 W
e
b
 J
C
L
I
.
 

(162) 

N
o
t
i
c
e
 to L
a
w
 S
c
h
o
o
l
s
 R
e
g
a
r
d
i
n
g
 Full-time Q
u
a
l
i
f
y
i
n
g
 L
a
w
 D
e
g
r
e
e
 (
I
s
s
u
e
d
 Jointly b
y
 the L
a
w
 S
o
c
i
e
t
y
 a
n
d
 t
h
e
 C
o
u
n
c
i
l
 

of L
e
g
a
l
 E
d
u
c
a
t
i
o
n
 J
a
n
u
a
r
y
 1
9
9
5
)
 
(
S
e
e
 Birks, 
o
b
 cit, 
A
p
p
e
n
d
i
x
)
四
年
＇
問
文
の
課
程

iに
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
分
の
一
二
以
上
、
二
四
分

の
七
以
上
と
な
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
学
に
お
い
て
は
一
般
教
育
は
な
い
の
で
す
が
、
欧
州
連
合
の
進
展
を
踏
ま
え
て
外
国

法
や
外
国
語
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
組
み
合
わ
せ
た
コ
ー
ス
や
、
経
済
学
、
会
計
学
、
政
治
学
、
社
会
学
な
ど
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
組
み
合
わ

せ
た
コ
ー
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

(163)

し
た
が
っ
て
、
学
習
量
の
指
定
も
あ
り
ま
せ
ん
。

(164)

こ
れ
ら
の
コ
ー
ス
の
学
費
は
九
七
年
段
階
で
二
五

0
0ー
三
五
五

0
ポ
ン
ド
と
さ
れ
て
お
り
、
通
常
の
大
学
の
コ
ー
ス
の
約
半
分
の
費
用
で
す
。

(165) 
L
 M
o
s
e
s
s
o
n
,
 T
h
e
 n
o
n
 ,
 
l
a
w
 g
r
a
d
u
a
t
e
,
 in 
L
e
g
a
l
 Profession 9
8
,
 5
2
.
 

(
1
6
6
)
0
b
g
 5
2
 ,
 53
.
 

(167) 
P
 Birks, S
h
o
r
t
 ,
 Cuts, in 
R
e
v
i
e
w
i
n
g
 L
e
g
a
l
 E
d
u
c
a
t
i
o
n
 (
O
x
f
o
r
d
 U
P
,
 19
9
4
)
.
 

（
二
五
六
）



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

(168) 

T
h
e
 L
a
w
 Society, 
T
h
e
 Students Guid,, ̀
t
o
Q
u
a
l
f
c
a
t
i
o
n
a
a
S
l
t
i
t
o
3
 S
e
p
t
 1997, Issue N
o
.
 3, 
16 ,
 17. 

(169) 

L
C
A
C
L
E
C
,
 1st R
e
p

゜rt,
156. 

(
1
7
0
)
S応
ps
to the Bar, 3
 ;
 LC
A
C
L
E
C
,
 1st R
e
p
 0 rt, 
156. 

(171)

大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
で
も
、
実
務
経
験
の
あ
る
人
が
教
育
を
担
当
し
ま
す
。
た
だ
し
、
成
績
評
価
は
大
学
の
責
任
で
行
い
ま
す
。

L

P

C
を
開
設
す
る
に
は
、

L
a
w
Society
の
審
査
を
受
け
許
可
を
得
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

(172)

こ
の
う
ち
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
学
生
が
七
五
一
六
名
（
男
性
三
三
九
四
名
五
久
性
四
―
二
二
名
）
、
外
国
か
ら
の
学
生
が
一
四
八
一
名
（
男

性
七
二

0
名
こ
女
性
七
六
一
名
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

L
C
A
C
L
E
C
,
1st Report, 153. 

な
お
、
最
新
の
数
字
と
し
て
九
七
年
に
お
い
て
法
律
学
位
ま
た
は
法
律
と
他
の
科
目
を
組
み
合
わ
せ
た
学
位
を
取
得
す
る
た
め
の
大
学
の
コ
ー

ス
は
ニ
一
五
0
0名
分
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
法
律
を
大
学
で
学
ぶ
も
の
の
人
数
は
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

(
L
a
w
 Society
の
無
料
の
配
布
物
で
あ
る

L
gGraduates, 
T
r
a
i
n
i
n
g
 Contracts 
&
 Ot
h
e
r
 OJ》

tions,
M
a
y
 1997, Issue N
o
.
 1
参
照
。
）

(173)

た
だ
し
法
学
部
卒
業
生
だ
け
で
は
な
く
他
学
部
の
卒
業
生
や
外
国
の
学
位
を
利
用
し
て
の
入
学
者
も
含
み
ま
す
。
さ
ら
に

Part
T
i
m
e
 S
t
u
 ,
 

dent
と
し
て
入
学
し
た
者
が
五
二
二
名
い
ま
す
。

(
L
z
8
Graduates, 
T
r
a
i
n
i
n
g
 Contracts 
&
 Ot
h
e
r
 Options, M
a
y
 1997, 
Issue N
o
.
 1
 

参
照
）

(174)

一
時
ソ
リ
シ
タ
の
急
増
が
懸
念
さ
れ
、
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に

L
a
w
Society
が
L
P
C
や
ト
レ
イ
ニ
ー
・
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の

供
給
数
を
制
限
す
る
こ
と
が
深
刻
な
議
論
と
な
っ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
L
P
C
へ
の
応
募
が
自
然
減
少
し
、
ま
た
お
そ
ら
く
そ
の

後
法
律
業
務
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
こ
う
し
た
議
論
は
現
在
で
は
姿
を
隠
し
て
い
ま
す
。

A
C
L
E
C
は
、
こ
う
し
た
恣
意

的
な
人
数
制
限
に
つ
い
て
反
対
す
る
立
場
を
明
確
に
し
て
い
ま
す
。

(1st
R
e
p
 
0
 rt, 
45.) 

(175) 

Part T
i
m
e
 S
t
u
d
e
n
t
と
し
て
二
年
間
で
終
了
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

(
1
1
6
)
S応
吝

to
the Bar, 7. 

(177)

以
下
は
主
と
し
て

S
S
)s
 to 
the Bar, 7
に
よ
る
。

(118) 

L
a
w
 Society
の
発
行
し
た
最
新
の
案
内
に
よ
れ
ば
、

College
of L
a
w
四
校
を
含
む
三

0
校
の
教
育
機
関
で
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在

の
と
こ
ろ
研
究
に
お
い
て
優
れ
た
業
績
を
上
げ
て
い
る
大
学
法
学
部
は
そ
れ
程
多
く
参
加
し
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
提
供
す
る
大
学
が
増

加
し
て
い
る
の
で
状
況
は
変
化
し
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

(
T
h
e
L
a
w
 Society, 
T
h
e
 Students G
u
i
d
e
 to 
Qualification as a
 Solicitor, 

一
三
五

（
二
五
七
）
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S
e
p
t
 1997, I
s
s
u
e
 N
o
.
 3, 
2
0
-
2
4
.
 

(179)

以
下
は

T
h
e
L
a
w
 Society, 
T
h
e
 S
t
u
d
e
n
t
s
 G
u
i
d
e
 to Qualification a
s
 a
 Solicitor, S
e
p
t
 1997, Issue N
o
.
 3, 
2
0
に
よ
り
ま
す
。

(180)

以
下
の
説
明
は
主
と
し
て

Steps
to 
t
h
e
 B
a
r
,
 8
-
9
を
参
照
し
ま
し
た
。

(181)

こ
の
機
会
に
早
く
も
将
来
の

P
u
p
i
l
l
a
g
e
の
た
め
の
実
質
的
な
選
考
を
行
う
チ
ャ
ン
バ
ー
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

(Steps
to 
the Bar, 

5
.
)
 

(182) 
T
h
e
 P
u
p
i
l
l
a
g
e
 A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 C
l
e
a
r
i
n
g
 H
o
u
s
e
 (
P
A
C
H
)
.
 

(183)

こ
の
コ
ー
ス
は
集
中
的
に
終
え
る
に
は
二

0
日
間
か
か
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
内
容
は
以
下
の
五
つ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
か
ら
な
り
ま
す
。
弁
護
及

び
口
頭
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
会
計
（
九
八
年
九
月
か
ら
は
財
政
的
自
覚
及
び
ビ
ジ
ネ
ス
会
計
）
、
投
資
業
務
、
個
人
業
務
管
理
、
専

門
家
的
行
動
。

(
T
h
e
L
a
w
 Society, 
T
h
e
 S
t
u
d
e
n
t
s
 G
u
i
d
e
 to 
Qualification 
as a
 Solicitor, S
e
p
t
 1997, Issue N
o
.
 3, 
32.) 

(184) 
S
 C
a
s
e
y
,
 T
r
a
i
n
i
n
g
 w
i
t
h
 a
 large firm, in L
e
g
a
l
 Profession 9
8
,
 57. 

(
1
8
5
)
0
p

合
56.

(186) 
P
 T
r
i
m
,
 T
r
a
i
n
i
n
g
 c
o
n
t
r
a
c
t
 w
i
t
h
 a
 sm
a
l
l
e
r
 firm, in 
L
e
g
a
l
 Profession 98, 61-63. 

(187)

年
齢
的
な
ピ
ー
ク
は
男
女
と
も
二
六
ー
ニ
七
歳
で
す
が
、
三

0
歳
台
で
資
格
を
取
得
す
る
者
も
全
体
の
二

0
％
を
超
え
ま
す
。

T
h
e
L
a
w
 

Society, 
T
r
e
n
d
s
 in 
the Solicitors'Profession: 
A
n
n
u
a
l
 Statistical R
e
p
o
r
t
 1
9
9
6
,
 76. 

(
1
8
8
)
0
p
c
i
t
"
 
77. 

(189) 
L
C
A
C
L
E
C
,
 1st Report, A
p
p
e
n
d
i
x
 A
,
 117. 

(190)

裁
判
所
及
び
法
律
業
務
法

1990,
S
c
h
 2, 
s. 
5. 

(191) 
L
C
A
C
L
E
C
,
 1st Report, 5. 

(192) 
L
C
A
C
L
E
C
,
 1st R
e
p
o
r
t
,
 18-19. 

(193) 

B
 H
e
p
p
l
e
,
 A
C
L
E
C
'
s
 First R
e
p
o
r
t
:
 
F
o
u
r
 C
e
n
t
r
a
l
 Ideas, 
S
P
T
L
 R
e
p
o
r
t
e
r
 N
o
.
 13, 
W
i
n
t
e
r
 1996, 2-5. H
e
p
p
l
e
教
授
は

A
C
L
E
C

の
委
員
と
し
て
レ
ポ
ー
ト
作
成
作
業
に
加
わ
り
ま
し
た
。

(194) 
L
C
A
C
L
E
C
,
 1st R
e
p

゜rt,
73. 

(195)

現
在
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
学
は
半
期
一
五
週
の
ニ
セ
メ
ス
タ
ー
制
が
標
準
的
で
す
。

ニ
ニ
六

（
二
五
八
）



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

(196) 
L
C
A
C
L
E
C
,
 1st R
e
p
o
r
t
,
 
84 ,
 
85. 

(
1
9
7
)
0
 ,p 
cit, 
82. 

(
1
9
8
)
I
b
i
d
 

(199)

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
現
在
で
も
三
年
間
で
法
律
家
に
な
る
た
め
の
大
学
で
の
教
育
を
終
了
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
が
、
四
年
の
法

学
士
L
L
B
の
コ
ー
ス
が
一
般
的
に
な
っ
て
お
り
、
四
年
の
コ
ー
ス
を
終
え
て
い
る
こ
と
が
就
職
段
階
で
も
有
利
に
作
用
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

(200) 
D
 Oliver, T
e
a
c
h
i
n
g
 a
n
d
 L
e
a
m
i
n
g
 L
a
w
 :
 Pr
e
s
s
u
r
e
s
 o
n
 t
h
e
 L
i
b
e
r
a
l
 L
a
w
 D
e
g
r
e
e
,
 in B
i
r
k
s
 ed, 
R
e
v
i
e
w
i
n
g
 L
e
g
a
l
 E
d
u
c
a
t
i
o
n
,
 

(
O
x
f
o
r
d
 U
P
,
 1994), 78. 
cited in 1st R
e
p
o
r
t
,
 56. 

(201) 

L
C
A
C
L
E
C
,
 1st R
e
p
o
r
t
,
 23. 

(202)

以
下
は
筆
者
の
個
人
的
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
試
験
は
講
義
内
容
に
必
ず
し
も
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
比
較
的
難
し
い
出
題
が
な
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
自
主
的
な
勉
強
が
重
要
な
意
義
を
持
ち
ま
す
。
エ
ッ
セ
イ
は
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
課
題
が
与
え
ら
れ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
計
画

的
な
調
査
・
研
究
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
エ
ッ
セ
イ
に
対
し
て
は
、
通
常
一

0
0
％
を
満
点
と
す
る
評
価
が
与
え
ら
れ
、
内
容
等
に
つ
い
て

個
人
的
な
指
導
の
機
会
が
も
た
れ
る
の
が
普
通
で
す
。

(203)

日
本
語
の
翻
訳
も
出
版
さ
れ
て
い
る
今
は
な
き

G
W
i
l
l
i
a
m
s
教
授
（
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
大
学
）
の

rrn
i
n
g
 t
h
e
 L
a
さ

1
1
t
h
e
d
 (Stevens, 

1
9
8
2
)
は
そ
う
し
た
著
作
の
古
典
と
も
い
え
る
も
の
で
す
。
こ
の
伝
統
は
今
で
も
生
き
て
い
ま
す
。

(204)

詳
し
く
は
次
の
通
り
一
週
間
を
通
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

M
o
n
d
a
y
to T
h
u
r
s
d
a
y
 08.45 ,
 22.00, 
F
r
i
d
a
y
 08.45-20.00, S
a
t
u
r
d
a
y
 0
9
.
0
0
 ,
 

22.00, S
u
n
d
a
y
 14.00 ,
 22.00. 

(205)

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
短
い
間
に
非
常
に
整
備
さ
れ
効
率
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
文
献
コ
ピ
ー
は
、
自
宅
や
学
生
寮
へ
直
送
し
て
も
ら
う

こ
と
も
可
能
で
す
。
使
用
料
は
大
学
の
財
政
状
況
や
政
策
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
が
、
現
在
は
無
料
で
す
。
使
用
量
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(206) 
T
w
i
n
i
n
g
,
 4
9ー

6
1
;
Birks, Editor's Preface, in 
W
h
a
t
 a
r
e
 L
a
w
 So
h
o
o
l
s
 f
o
r
●

(
O
x
f
o
r
d
 U
P
,
1
9
9
6
)
 

(207)

連
合
王
国
で
は
、
大
学
の
学
位
は
様
々
な
場
面
で
氏
名
と
一
緒
に
記
載
さ
れ
、
ま
た
C
>
 (
履
歴
書
）
に
お
け
る
最
重
要
な
記
載
事
項
の
一
っ

で
す
。
一
年
の
コ
ー
ス
で
修
士
号
を
得
る
こ
と
に
は
そ
う
し
た
実
利
的
な
意
義
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
欧
州
連
合
諸
国
間
で
の
法
律
家
の
互
換
性

を
高
め
る
た
め
の
制
度
が
整
備
さ
れ
る
に
連
れ
て
、
学
部
段
階
の
法
学
教
育
を
終
了
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
生
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
勉
強
す
る

一
三
七

（
二
五
九
）
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た
め
の
非
常
に
良
い
受
け
皿
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

(208)

も
し
そ
う
し
た
用
語
の
使
い
方
が
一
般
化
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
筆
者
は
、
や
は
り
そ
れ
は
塾
・
予
備
校
文
化
の
悪
影
響
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

(209)

も
っ
と
卒
直
に
い
え
ば
、
大
学
院
へ
と
進
学
す
る
人
は
一
般
教
育
科
目
（
特
に
語
学
）
を
含
め
た
成
績
優
秀
者
で
若
干
変
人
が
多
く
、
司
法
試

験
を
目
指
す
人
は
法
律
科
目
は
好
き
で
あ
る
が
そ
れ
以
外
に
は
余
り
興
味
が
な
い
と
い
う
タ
イ
プ
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

(210)

英
語
だ
け
で
も
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
含
む
多
く
の
法
域
の
動
向
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
言
語
か
ら
英
語
へ
の
翻
訳
は
、
日
本
語
へ
の
翻
訳
に
比
較
し
て
、
か
な
り
容
易
に
し
か
も
正

確
に
行
い
得
ま
す
。

ま
た
、
情
報
源
の
共
有
と
い
う
こ
と
で
資
料
を
英
語
の
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
は
裁
判
実
務
に
お
い
て
し
っ
か
り
と
確
立
し
て
お
り
、
そ
の
こ

と
自
体
様
々
な
意
味
に
お
い
て
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

(211)

む
し
ろ
大
学
法
律
家
が
法
律
実
務
家
と
の
比
較
に
お
い
て
必
ず
し
も
魅
力
の
あ
る
職
業
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
収
入
に
お
い
て
は
現
在
で
は
明
ら

か
に
実
務
家
が
優
位
で
す
。
大
学
法
律
家
の
平
均
収
入
を
推
定
す
る
の
は
困
難
で
す
が
、
ニ
ー
三
万
ポ
ン
ド
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
社
会
的
地
位
・
名
声
で
は
バ
リ
ス
タ
の
方
が
魅
力
の
あ
る
職
業
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

(212) 

W
 Twining, 
T
h
e
 Blackstone's 
T
o
w
e
r
:
 
T
h
e
 English L
a
w
 School, 2
5
 (Sweet &
 Maxwell, 1
9
9
4
)
.
 

(
2
1
3
)
I
b
i
d
 

(214) 

Twining, supra note 2
1
2
,
 
at 3
4
.
 

(215)

当
時
ソ
リ
シ
タ
と
な
る
者
の
う
ち
、
約
四

0
％
が
大
学
卒
業
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

(Twining,
supra note 2
1
2
,
 
at 3
6
.
)
 

(216) 

Twining, supra note 2
1
2
,
 
at 3
6
 ,
 37
.
 

(217) 

Twining, supra note 2
1
2
,
 
at 3
9
.
 

(218)

ア
バ
デ
ィ
ー
ン
大
学
名
誉
教
授
。
長
く
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
連
合
王
国
代
表
と
し
て
活
躍
し
、
多
く
の
国
際
条
約
の
起
草
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
ま
し
た
。
有
名
な
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
際
私
法
の
体
系
書
の
著
者
で
も
あ
り
ま
す
。

(219)

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
は
独
立
の
法
シ
ス
テ
ム
を
有
し
て
い
ま
す
が
、
裁
判
官
を
頂
点
と
す
る
実
務
法
律
家
の
優
位
に
つ
い
て

は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
同
様
で
す
。
大
学
法
学
部
の
歴
史
は
一
般
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
方
が
古
い
の
で
す
が
、
大
学
法
律
家
の
地
位
と
評
価
は
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
と
ほ
ぼ
同
様
と
い
え
ま
す
。

（
二
六

0
)



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

(220) 
S
P
T
L
,
 Directory o
f
 M
e
m
b
e
r
s
 1
9
9
7
(
L
S
B
N
:
 0
-
4
0
6
-
9
9
9
6
0
 ,
 
0.) 

(221)

最
近
で
は
信
託
法
に
つ
い
て
の
判
例
の
変
動
が
激
し
く
改
訂
が
頻
繁
に
な
さ
れ
た
り
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
新
し
い
重
要
な
判
例
の
動
向
を
取
り
入

れ
る
た
め
に
出
版
時
期
を
遅
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

(222)

最
近
の
良
い
例
と
し
て
は
、
法
律
委
員
会
委
員
で
あ
る

A
n
d
r
e
w
B
u
r
r
o
w
s
と
ロ
ン
ド
ン
大
学
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
コ
レ
ッ
ジ
教
授
の

E
w
a
n
 M
c
K
e
n
d
r
i
c
k
が
編
集
し
た

C
8es 
a
n
d
 M
a
t
e
r
i
a
l
s
 o
n
 the Lt ~e o
f
 Restitution (
O
x
f
o
r
d
 U
P
,
 1997)
を
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

九
―
二
頁
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
最
先
端
の
研
究
を
し
て
い
る
そ
の
分
野
の
第
一
人
者
達
が
こ
う
し
た
教
材
を
一
所
懸
命
に
整
備
し
て
い
っ
て

い
る
と
い
う
の
が
非
常
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
で
す
。

L

S

E
教
授
の

N
a
n
d
e
r
に
よ
る

Cases
a
n
d
 M
a
t
e
r
i
a
l
s
 o
n
 the E
n
g
l
i
s
h
 L
e
g
a
l
 S
y
s
t
e
m
 

(
B
u
t
t
e
r
w
o
r
t
h
s
)
も
七
三
年
に
初
版
が
出
て
か
ら
七
六
、
八
〇
、
八
四
、
八
八
、
九
二
、
九
三
、
九
六
年
と
改
訂
が
な
さ
れ
、
こ
の
分
野
に
お
け

る
激
し
い
変
動
を
逸
早
く
反
映
し
よ
う
と
い
う
熱
意
に
が
み
な
ぎ
っ
て
ま
す
。
し
か
も
N
a
n
d
e
r
自
身
、

L
o
r
d
W
o
o
l
f
の
司
法
改
革
の
批
判
者

の
急
先
鋒
と
し
て
社
会
の
注
目
を
集
め
る
論
争
的
な
学
術
論
文
を
矢
継
ぎ
早
に
公
表
す
る
な
か
で
、
こ
う
し
た
地
味
な
仕
事
を
怠
り
な
く
進
め
て

い
る
の
事
実
に
は
深
い
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

(223) 
S
w
e
e
t
 &
 M
a
x
w
e
l
l
社
が
発
行
す
る

C
u
r
r
e
n
t
Ltせ
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
が
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
、
現
在
そ
の
情
報
は
雑
誌
だ
け
で
な

く
オ
ン
ラ
イ
ン
や
C

D
ロ
ム
で
も
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

(224)

最
近
の
も
の
の
一
例
と
し
て

J
D
a
n
e
 a
n
d
 P
 A
 T
h
o
m
a
s
 eds, 
H
o
w
 to 
U
s
e
 a
 L
a
w
 L
i
b
r
a
r
y
:
 A
n
 Introduction to 
L
e
g
a
l
 Skills 3
r
d
 

ed. 
(
S
w
e
e
t
 &
 M
a
x
w
e
l
l
,
 1996)
。

(225)

ア
バ
デ
ィ
ー
ン
大
学
法
学
部

B
e
a
u
m
o
n
t
教
授
の
個
人
的
な
見
解
で
す
。

(226)

法
律
委
員
会
貝
並
び
に
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
コ
レ
ッ
ジ
教
授
。

(227)

外
国
人
の
若
者
を
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
さ
せ
生
活
費
と
若
干
の
小
遣
い
程
度
の
支
払
い
を
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
あ
る
程
度
の
家
事
手
伝
い
を
し
て

も
ら
う
古
く
か
ら
あ
る
制
度
。
共
働
き
の
夫
婦
が
子
供
の
面
倒
を
見
て
も
ら
う
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
も
多
く
、
時
と
し
て
過
重
な
家
事
の
負
担

が
か
か
り
問
題
も
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

(228)

し
か
し
、
そ
れ
は
実
は
自
分
自
身
に
対
す
る
強
い
自
信
か
ら
出
た
余
裕
に
他
な
ら
な
い
と
、
私
自
身
は
分
析
し
て
い
ま
す
。

(229) 
W
h
i
t
e
 v
 Jo
n
e
s
 
[1995] 
2
 A
C
 207, 
2
6
3
 ,
 264・

引
用
さ
れ
た
判
例
は

B
G
H
6
 J
u
l
y
 1965, N
J
W
 1965, 
1955); 
B
G
H
 N
J
W
 1984, 

3
5
5
;
 
B
G
H
 1
9
 J
a
n
 1977, N
J
W
 1977, 2
0
7
3
で
す
ち
ま
た
、
生
子
説
に
関
し
て
は
日
本
で
も
有
名
な

W
a
r
n
e
r
L
o
r
e
n
z
と

H
e
i
n
K
o
t
z
の
英

一
三
九

二
六
一
）
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
文
化
と
法
学
教
育

こ
こ
で
は
実
際
に
手
元
に
お
い
て
参
照
で
き
た
外
国
語
の
文
献
の
み
を
整
理
し
て
お
き
ま
す
。
日
本
語
の
文
献
は
、
在
外
研
究
中
の
執

筆
で
あ
り
十
分
参
照
で
き
て
い
な
い
た
め
、
文
献
一
覧
は
作
成
い
た
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

五

参
考
文
献
一
覧

一
四

（
二
六
三
）

と
が
で
き
ま
し
た
。

(242) 

New Law Journal Oct. 3
1
,
 
1
9
9
7
.
 

(243)

例
え
ば
、
迅
速
処
理
ト
ラ
ッ
ク
の
上
限
額
は
そ
の
後
一
五
0
0
0
ポ
ン
ド
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

(244)

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
、
ソ
リ
シ
タ
に
な
る
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
法
学
部
卒
業
後
三
年
間
の
職
業
的
教
育
期
間
が
必
要
で
す
。

(245)

こ
れ
も
現
状
で
は
、
従
来
の
独
学
型
か
ら
司
法
試
験
予
備
校
へ
と
中
心
が
移
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
を
放
置
す
れ
ば
、

そ
の
こ
と
自
体
が
、
日
本
の
未
来
の
法
曹
の
気
質
の
変
化
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
そ
の
評
価
は
別
に
せ
よ
、
お
そ
ら

く
誰
も
否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

(246)

当
面
は
二
年
間
で
修
士
号
を
取
得
す
る
課
程
と
し
て
設
定
す
る
の
が
現
実
的
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
発
想
は
当
然
多
く
の
方
々
が
考
え
て
お
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
知
り
ま
せ
ん
が
、
あ
る
い
は
既
に
そ
う
し
た
取
り
組
み
が
実
施
に
移
さ
れ
て
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
の
問
題
が
生
ず

る
学
問
的
な
着
想
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
筆
者
が
取
り
敢
え
ず
こ
の
場
に
お
い
て
独
力
で
考
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
既
に
同

様
の
考
え
に
至
ら
れ
て
い
る
方
々
に
は
許
し
を
請
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
独
自
で
同
様
の
考
え
に
至
っ
た
方
々
が
多
く
い
る
と
す
れ
ば
、

逆
に
そ
れ
だ
け
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の
価
値
が
増
す
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

(247)

む
し
ろ
、
大
学
が
中
心
と
な
っ
て
そ
う
し
た
進
路
を
開
拓
す
る
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
現
在
で
も
、
大
学
院
を
そ
う
し
た

目
的
で
用
い
る
一
部
の
受
験
者
は
い
ま
す
が
、
現
在
の
多
く
の
大
学
院
教
育
自
体
が
司
法
試
験
に
必
ず
し
も
適
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
入
学

に
必
要
と
さ
れ
る
資
質
も
法
律
実
務
家
と
し
て
活
躍
す
る
た
め
の
も
の
と
若
干
異
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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