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一　
　

照

一
、
教
育
と
法
規
範

教
育
活
動
に
関
す
る
法
的
規
律
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
確
た
る
理
論
的
説
明
の
定
説
が
あ
る
と
は
み
え
な
い
。
憲
法

二
六
条
一
項
は
「
す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す

る
。」
と
定
め
、
ま
た
同
条
二
項
は
「
す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
保
護
す
る
子
女
に
普
通
教
育
を
受
け

さ
せ
る
義
務
を
負
う
。
義
務
教
育
は
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
六
法
全
書
で
教
育
関
連
諸
法
律
の
ペ
ー
ジ
を

覗
い
て
み
る
と
、

―
学
校
教
育
法
に
よ
る
学
校
施
設
に
関
す
る
規
律

―
教
育
委
員
会
等
に
関
す
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

―
教
育
公
務
員
特
例
法

―
国
立
大
学
法
人
法
、
私
立
学
校
法
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な
ど
、
教
育
に
関
す
る
人
的
・
物
的
手
段
に
関
す
る
法
律
群
が
中
心
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
教
育
の
中
味
・
作
用
に
関
す
る
法
規
と
し
て
は
、
教
育
基
本
法
等
に
よ
り
、
初
等
・
中
等
・
高
等
教
育
ご
と
に
教
育

目
標
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
目
標
の
み
を
定
め
る
法
律
は
近
代
法
で
い
う
狭
義
の
「
法
律
」
で
は
な
い
。
近
代
法
は
目
標
で
は
な
く

「
手
段
」
を
規
律
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
手
段
の
実
現
を
罰
則
な
ど
の
法
的
強
制
で
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
。
基
本
法
で
あ
る
の

な
ら
ば
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
法
律
群
が
な
け
れ
ば
法
体
系
と
は
い
い
得
な
い
。

学
説
上
は
、
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
国
（
文
部
科
学
省
）
が
法
定
し
、
関
与
す
る
と
す
る
説
と
、
親
と
そ
の
付
託
を
受
け
た
教

師
が
定
め
る
と
す
る
説
が
対
立
し
、
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
。
論
者
の
中
に
は
、
教
育
権
と
し
て
教
育
分
野
に
権
利
概
念
を
持
ち
込
む

見
解
も
あ
る
が
、
所
有
権
な
ど
の
財
産
権
を
中
心
と
す
る
近
代
法
に
い
う
「
権
利
」
概
念
を
、
教
育
の
分
野
に
持
ち
込
む
こ
と
は
無
理

が
あ
り
、
教
育
そ
の
も
の
の
中
味
は
法
的
な
規
律
の
対
象
外
で
あ
る
と
い
う
意
見
の
方
が
多
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

文
部
科
学
省
が
初
等
教
育
お
よ
び
中
等
教
育
に
お
け
る
教
育
課
程
の
基
準
と
し
て
告
示
す
る
学
習
指
導
要
領
に
つ
い
て
は
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
詳
細
に
定
め
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
法
的
拘
束
力
に
か
か
る
争
い
は
別
と
し
て
、
そ
れ
は
通
常
の
法
規

範
の
よ
う
に
手
段
的
な
拘
束
を
求
め
る
規
範
性
を
持
つ
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
学
校
に
お
け
る
教
師
に
よ
る
教
育
・
指
導
活
動
に
関
す
る
規
律
と
し
て
は
、「
学
則
」
が
あ
り
、
現
実
の
教
育
活
動
は
、
学

則
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
と
し
て
も
、
学
則
は
特
別
権
力
関
係
論
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
れ
自
体
は
一
般
法
レ
ベ
ル

で
の
法
規
範
と
し
て
の
効
力
を
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

公
教
育
の
場
合
、
教
育
体
制
は
広
い
意
味
で
の
行
政
体
制
の
一
部
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
他
の
行
政
分
野
と
同
じ
く
行
政
裁
量
を
現

場
の
教
師
が
持
つ
と
い
う
「
教
育
裁
量
」
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
実
体
法
的
な
法
律
の
規
定
に
よ
り
拘
束
・
規
定
さ
れ
て

い
な
い
判
断
余
地
と
い
う
意
味
で
の
裁
量
論
を
、
教
育
の
分
野
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
教
育
に
か
か
る
ル
ー
ル
を
近
代
法
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
ど
う
も
困
難
で
あ
り
、
し
っ
く
り
こ
な
い
。
近

代
法
以
外
の
ル
ー
ル
が
あ
る
か
検
討
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿
を
書
い
た
動
機
で
あ
る
。

二
、
法
規
範
とN

orm
e,D
iscipline

こ
こ
で
一
旦
教
育
の
話
を
離
れ
て
、
や
や
唐
突
で
あ
る
が
、
近
代
法
に
お
け
る
法
規
範
の
役
割
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ミ

シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
批
判
的
議
論
を
紹
介
す
る
。
Ｍ
・
フ
ー
コ
ー
は
、
コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
の
下
で
最
近
再
び
脚
光
を
浴
び

て
い
る
が
、
彼
が
、
法
律
に
よ
る
統
治
、
ル
ソ
ー
以
来
の
社
会
契
約
論
に
基
づ
く
国
民
主
権
論
を
「
主
権
の
法
的
モ
デ
ル
」
と
し
て
批

判
し
て
い
る
こ
と
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

哲
学
者
で
あ
る
た
め
、
彼
の
著
作
を
翻
訳
す
る
の
は
概
ね
文
学
者
、
人
文
科
学
の
専
門
家
で
あ
る
こ
と
、
彼
の
活
動
前
期
が
「
知
の

考
古
学
」
な
ど
の
哲
学
的
研
究
お
よ
び
性
科
学
（
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
）
や
精
神
医
学
を
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
法
学
・

政
治
学
と
は
無
縁
の
存
在
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
後
期
の
活
動
、
特
に
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

講
義
の
か
な
り
の
部
分
は
権
力
論
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
彼
は
何
よ
り
も
「
権
力
」
の
主
権
論
に
よ
る
法
的
構
成
を

批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
の
主
権
の
法
的
モ
デ
ル
批
判
は
、
端
的
に
い
う
と
、
国
民
主
権
論
は
近
代
革
命
以
前
の
君
主
制
時
代
の
（
ロ
ー
マ
法
・
キ
リ
ス
ト

教
を
背
景
と
す
る
、
君
主
の
至
上
の
権
威
を
謳
う
）
王
権
神
授
説
と
基
本
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
元
来
、
君

主
が
持
つ
始
原
的
な
権
力
（=

主
権
）
を
、
革
命
に
よ
り
君
主
か
ら
奪
取
し
た
主
権
者
た
る
国
民
か
ら
委
任
さ
れ
た
国
民
議
会
が
、
国

民
に
代
わ
っ
て
、
法
律
も
し
く
は
予
算
策
定
と
い
う
形
で
行
使
す
る
と
い
う
国
民
主
権
論
は
、
始
原
性
・
淵
源
に
根
拠
を
求
め
る
と
い

う
法
的
構
成
が
君
主
制
と
同
一
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
君
主
制
で
の
理
論
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
宗
教
的
権
威
を
社
会
契
約
論
で

（
1
）（
2
）
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置
き
換
え
た
に
過
ぎ
ず
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
近
代
革
命
は
「
王
の
首
を
切
り
落
と
し
切
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。　 　

  

こ
の
い
さ
さ
か
物
騒
な
表
現
の
国
民
主
権
論
批
判
は
、「
権
力
」
の
根
拠
は
、
法
・
神
法
や
社
会
契
約
論
な
ど
の
「
正
統
性
の
淵
源
」

に
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
視
点
・
立
場
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
場
合
、
そ
の
「
権
力
関
係
」「
統
治
性
」
は
国
家
権
力
の
み

で
は
な
く
、
社
会
集
団
、
家
族
、
監
獄
、
学
校
な
ど
の
間
・
中
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
国
家
権
力
は
そ
れ
ら
の

権
力
関
係
と
同
質
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
権
力
関
係
を
あ
る
意
味
背
景
と
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
結
び
つ
き
の
中
で
成
立
す
る
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
る
。

か
つ
て
、
半
世
紀
前
に
室
井
力
教
授
が
、「
特
別
権
力
関
係
論
」
に
お
い
て
、
そ
の
「
特
別
権
力
」
は
、
国
家
権
力
に
限
ら
ず
、
企

業
な
ど
の
社
会
的
組
織
、
部
分
法
秩
序
に
も
散
在
す
る
と
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
い
う
部
分
法
秩
序
に
お
け
る
「
権
力
」
概
念
に
、
フ
ー

コ
ー
の
権
力
概
念
は
む
し
ろ
近
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 　
　

 

（D
iscipline

）	

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
的
な
権
力
理
論
、
始
原
的
・
淵
源
的
な
根
拠
（
国
王
の
命
令
も
し
く
は
国
民
の
委
任
を
受
け
た
国
民
議
会

の
定
め
た
法
律
）
に
正
統
性
・
拘
束
力
の
根
拠
を
求
め
る
権
力
論
は
、
今
日
で
も
建
前
と
し
て
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
法
的
な
モ
デ
ル

の
場
合
、
権
力
者
は
被
治
者
に
対
し
、
秩
序
違
反
で
あ
り
、
行
っ
て
は
い
け
な
い
行
為
を
法
律
に
基
づ
き
「
禁
止
」
命
令
と
し
て
定
め
、

そ
れ
に
違
反
し
た
者
に
つ
い
て
は
刑
事
罰
を
中
心
と
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
随
伴
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
よ

う
な
法
的
な
禁
止
モ
デ
ル
と
は
異
な
る
権
力
関
係
が
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
彼
は
そ
れ
を

「D
iscipline

」
と
呼
ぶ
。D

iscipline

は
訳
し
に
く
い
仏
語
で
あ
り
、
辞
書
に
は
「
規
律
」
と
か
「
学
科
目
」
な
ど
の
訳
が
挙
が
っ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
規
律
統
制
権
力
」
と
訳
し
て
お
く
。

（
3
）（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）（
8
）
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彼
が
こ
の
「
規
律
統
制
権
力
」
論
を
全
面
的
に
展
開
し
た
の
は
、
一
九
七
五
年
に
出
版
さ
れ
た
「
監
視
と
処
罰
（
監
獄
の
誕
生
）」

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
監
獄
に
お
け
る
看
守
に
よ
る
囚
人
へ
の
権
力
行
使
の
内
に
、
法
律
、
法
規
範
に
基
づ
く
命
令
・
規

律
と
は
異
質
な
権
力
性
が
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
末
端
組
織
に
お
け
る
権
力
の
本
質
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

法
規
範
は
、
建
前
と
し
て
は
自
立
し
た
理
性
あ
る
個
人
に
対
す
る
規
範
的
要
請
・
命
令
で
あ
り
、
個
人
は
そ
の
規
範
命
令
を
受
け
て
、

そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
を
（
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
よ
り
間
接
的
に
強
制
さ
れ
る
と
し
て
も
）、
主
体
的
に
判
断
し
て
行
う
筈
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
規
律
統
制
権
力
（D

iscipline

）
に
お
い
て
は
、
囚
人
に
対
峙
し
て
い
る
看
守
は
囚
人
の
身
体
に
直
接
・
事
実
上
の
権
力

を
行
使
し
て
従
わ
せ
る
の
で
あ
り
、
囚
人
に
よ
る
自
発
的
遵
守
、
主
体
的
判
断
を
待
つ
こ
と
は
な
い
。
囚
人
の
日
常
生
活
は
す
べ
て
看

守
に
よ
り
監
視
・
監
督
さ
れ
、
食
事
の
時
間
・
就
寝
の
時
間
・
運
動
時
間
な
ど
、
す
べ
て
は
刑
務
所
が
定
め
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
通
り
に

こ
な
し
て
い
く
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
。

常
時
監
視
す
る
こ
と
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
、
刑
務
所
は
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
（
一
望
監
視
装
置
）
と
い
う
円
形
構
造
と
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
円
形
の
周
辺
の
独
房
に
位
置
す
る
す
べ
て
の
囚
人
を
、
円
の
中
心
に
位
置
す
る
監
視
セ
ン
タ
ー
に
い
る
看
守

が
、
一
望
の
下
に
監
視
す
る
仕
組
み
が
設
け
ら
れ
、
囚
人
は
日
常
的
に
監
視
の
も
と
に
置
か
れ
、
自
由
な
空
間
は
一
切
な
い
よ
う
に
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
監
視
環
境
の
下
で
、
毎
日
規
則
正
し
い
食
事
、
就
寝
、
運
動
等
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
囚
人
は
実
際
に
監
視

さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
監
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
。
か
く
て
、
囚
人
は
（
自
覚
的
に
改
心
し
な
く
て
も
）
無
意

識
の
う
ち
に
規
則
正
し
い
、
正
常
な
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
き
、
や
が
て
刑
期
満
了
の
暁
に
は
社
会
に
正
常
な
人
間
、
企
業
等
で

生
産
活
動
に
従
事
し
う
る
人
間
に
再
生
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
法
規
範
、
法
律
（Loi

）
で
は
な
く
、N

orm
e

が
準
則
と
し
て
機
能
す
る
。
邦
訳
書
で
は
、

こ
のN

orm
e

の
概
念
を
必
ず
し
も
正
確
に
捉
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
規
範
」
と
か
「
基
準
」
な
ど
様
々
な
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

（
9
）

27

教育と法・Norme（多賀谷）

― ―



N
orm

e

は
法
規
範
の
よ
う
な
規
範
命
令
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
法
規
範
は
あ
く
ま
で
も
理
性
的
な
個
人
に
対
し
課
さ
れ
る
規
範

命
令
で
あ
り
、
そ
の
適
用
・
遵
守
は
各
人
の
主
体
的
判
断
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
（
罰
則
の
適
用
は
、
例
外
と
し
て
法
規
範
を
遵
守
し

な
い
個
人
に
対
し
課
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
）、N

orm
e

例
え
ば
監
獄
規
則
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
刑
務
所
（
所
長
・
看
守
）

か
ら
囚
人
に
対
し
課
さ
れ
る
絶
対
的
命
令
で
あ
る
。
そ
れ
に
従
う
か
否
か
に
つ
い
て
、
個
々
の
囚
人
に
は
裁
量
的
な
判
断
の
余
地
は
な

い
。
囚
人
た
ち
は
そ
れ
に
機
械
的
に
服
従
し
、
無
意
識
の
う
ち
に
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
よ
り
、
正
常
な
市
民
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
こ

と
を
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

（
法
律
のN

orm
e

化
、N

orm
e

に
よ
る
行
政
）

私
見
に
よ
れ
ば
、N

orm
e

は
監
獄
の
よ
う
な
閉
鎖
空
間
に
留
ま
ら
ず
、
法
的
関
係
一
般
に
お
い
て
、
法
規
範
に
代
わ
る
役
割
を
果

た
し
つ
つ
あ
る
。
行
政
行
為
は
元
来
法
律
に
根
拠
を
有
す
る
限
り
に
お
い
て
、
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
。
行
政
行
為
はN

orm
e

の
よ

う
に
機
械
的
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
行
政
庁
の
一
方
的
意
思
表
示
た
る
許
認
可
や
禁
止
・
命
令
な
ど
に
お
い
て
、
一
律
に
適

用
さ
れ
、
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
者
等
の
名
宛
人
の
個
別
的
事
情
を
考
慮
し
つ
つ
、
行
政
機
関
に
よ
り
個
別
的

な
妥
当
性
を
裁
量
的
に
判
断
し
て
な
さ
れ
る
の
が
建
前
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
受
益
的
行
政
関
係
に
お
い
て
は
、
補
助
金
の
交
付

や
生
活
保
護
決
定
な
ど
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
個
別
的
な
事
情
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
ず
、
一
律
の
基
準
が
予
め
定
め
ら
れ
、
そ
の
基
準

に
杓
子
定
規
的
に
具
体
的
事
例
が
当
て
嵌
め
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
運
用
が
な
さ
れ
る
場
合
も
多
い
。
そ
れ
ら
の
場
合
、
法
令
、
通
達
さ

ら
に
は
一
般
処
分
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
の
は
、
法
規
範
と
い
う
よ
り
も
実
質
的
に
はN

orm
e

で
あ
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

ま
た
、
私
人
間
で
結
ぶ
契
約
に
関
し
定
め
ら
れ
る
「
約
款
」
も
、
契
約
当
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
り
契
約
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

予
め
定
型
的
に
契
約
の
条
件
を
定
め
て
い
る
限
り
でN

orm
e

の
一
種
で
あ
る
。　 

（
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三
、
学
校
とD

iscipline,N
orm
e

以
上
、フ
ー
コ
ー
の
法
律
批
判
な
ら
び
に
規
律
統
制
権
力
論
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、こ
こ
で
よ
う
や
く
教
育
の
話
に
戻
る
。フ
ー

コ
ー
が
「
監
視
と
処
罰
（
監
獄
の
誕
生
）」
に
お
い
て
、D

iscipline

とN
orm

e

か
ら
な
る
新
た
な
権
力
に
つ
い
て
論
じ
た
時
、
彼
が
新

た
な
権
力
が
典
型
的
に
認
め
ら
れ
る
場
所
・
閉
鎖
空
間
と
し
て
、
監
獄
と
共
に
挙
げ
た
の
が
兵
舎
と
学
校
で
あ
る
。 

学
校
に
お
い
て
、
生
徒
は
教
室
の
座
席
を
割
り
当
て
ら
れ
、
独
房
の
よ
う
に
拘
束
さ
れ
な
い
ま
で
も
（
尤
も
、
全
寮
制
の
学
校
の
場

合
、
そ
の
拘
束
性
は
監
獄
に
近
い
も
の
と
な
る
が
）、
終
日
そ
こ
で
勉
学
に
励
む
こ
と
に
な
る
。
学
校
で
の
学
習
は
、
時
間
割
等
に
よ

り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
、
同
一
レ
ベ
ル
の
生
徒
が
纏
め
て
集
め
ら
れ
、
教
室
に
分
割
し
て
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
的
に
学
習

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
学
習
は
段
階
的
に
修
得
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
、
学
習
の
結
果
、
そ
の
学
力
が
一
定
レ
ベ
ル
に
達
す
る

と
昇
級
し
、
達
成
で
き
な
い
も
の
は
降
格
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

生
徒
に
よ
る
学
習
訓
練
（
履
修
）
活
動
は
教
師
に
よ
り
監
視
さ
れ
、
試
験
に
よ
り
そ
の
効
果
が
図
ら
れ
、
そ
の
学
習
態
様
、
レ
ベ
ル

は
内
申
書
・
指
導
要
録
な
ど
に
よ
り
、
個
人
記
録
と
し
て
デ
ー
タ
化
さ
れ
、
生
徒
を
統
制
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
教
室
は
あ

る
意
味
監
獄
以
上
の
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
で
あ
り
、
教
師
は
看
守
と
同
じ
よ
う
に
、
学
則
に
則
り
、
生
徒
が
命
令
を
遵
守
し
て
学
習
し
て

い
る
か
否
か
を
一
望
の
下
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

学
校
に
お
け
る
教
師
と
生
徒
の
関
係
は
、
法
規
範
の
執
行
と
し
て
の
関
係
、
教
師
の
教
育
の
一
環
と
し
て
の
指
示
・
命
令
に
対
し
、

生
徒
が
そ
の
命
令
を
規
範
と
し
て
遵
守
し
従
う
と
い
う
も
の
で
は
凡
そ
な
い
。
少
な
く
と
も
初
等
教
育
に
お
い
て
は
、
教
師
の
指
示
に

違
反
し
た
ら
懲
罰
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
従
う
と
い
う
端
的
な
権
力
関
係
が
存
し
、
或
い
は
主
体
的
な
判
断
能
力
を
未
だ
持
た

な
い
生
徒
は
、
教
師
の
指
示
に
機
械
的
・
盲
目
的
に
従
う
し
か
な
い
場
合
が
多
い
。

（
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）
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D
iscipline

は
、
他
の
分
野
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、「
規
律
統
制
権
力
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
が
、
教
育
に
お

け
る
訳
語
と
し
て
は
「
躾
（
し
つ
け
）」
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
小
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
「
躾
」

で
あ
り
、
生
徒
に
対
し
、
そ
の
身
体
等
に
対
し
明
確
な
仕
方
で
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
を
従
順
か
つ
有
用
に
す
る
と
い
う
監

獄
と
同
じ
手
法
が
取
ら
れ
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
一
定
の
ル
ー
ル
・N

orm
e

に
従
う
こ
と
、
社
会
に
お
い
て
活
動
す
る
た
め
に
必
要

な
基
礎
的
な
素
養
・
知
識
を
与
え
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
でD

iscipline

と
し
て
の
教
育
制
度
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
産
業
革
命
期
の
西
欧
社
会
に
お
い
て
、
農
村
か
ら

都
市
部
に
人
口
が
移
動
し
、
あ
る
い
は
移
民
の
流
入
が
起
き
た
際
に
、
そ
れ
ら
の
者
の
子
弟
に
工
場
労
働
者
と
し
て
必
要
な
ス
キ
ル
と

知
識
を
修
得
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
公
教
育
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
、
そ
れ
が
わ
が
国
に
も
明
治
維
新
に
伴
い
、
導
入
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
明
治
時
代
に
学
校
制
が
定
め
ら
れ
た
際
、
小
学
校
は
「
尋
常
小
学
校
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
こ
の
「
尋

常
」
は
恐
ら
くnorm

al

の
和
訳
で
あ
り
、
普
通
学
校
、
正
常
な
子
供
た
ち
を
教
育
す
る
学
校
と
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
あ
る
と
推
定
で

き
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
特
殊
学
級
」
と
い
う
表
現
は
、
尋
常
小
学
校
も
し
く
は
普
通
学
級
が
、
正
常
な
生
徒
に
対
し
教
育
を
行
う
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
生
徒
に
は
別
メ
ニ
ュ
ー
を
用
意
す
る
と
い
う
含
意
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

フ
ー
コ
ー
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
病
理
学
者
カ
ン
ギ
レ
ム
は
、N

orm
e

の
元
来
の
意
味
と
し
て
、
定
規
（
杓
子
定
規
の
語
源
）

や
鉄
道
の
軌
道
の
広
軌
と
狭
軌
の
区
別
を
挙
げ
て
い
る
が
、N

orm
e

（
英
語
で
はstandard

）
は
元
来
、
工
業
製
品
が
一
定
の
品
質
を

維
持
す
る
こ
と
を
図
る
た
め
の
基
準
で
あ
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
な
ど
の
「
規
格
」
を
意
味
し
て
い
る
。
明
治
以
来
の
近
代
教
育
制
度

は
、N

orm
e

を
用
い
て
、
暗
記
中
心
の
教
育
な
ど
を
通
じ
て
、
レ
ベ
ル
の
均
一
な
生
徒
、
均
質
な
・
規
格
品
と
し
て
の
生
徒
を
産
出

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 　

 　

フ
ー
コ
ー
の
主
権
の
法
的
モ
デ
ル
否
定
、
規
律
統
制
権
力
論
を
長
々
と
展
開
し
た
の
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
教
師
と
生
徒
の
関
係
を

（
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論
じ
る
の
に
、
そ
れ
を
法
的
関
係
と
す
る
よ
り
も
、D

iscipline

とN
orm

e

に
よ
る
教
育
関
係
と
捉
え
る
方
が
よ
り
実
態
に
即
し
て
い

る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
告
示
の
形
で
定
め
ら
れ
る
学
習
指
導
要
綱
は
、
こ
の
意
味
でN

orm
e

で
あ
り
、D

iscipline

と
し
て
教
育

の
在
り
方
を
定
め
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
規
律
統
制

権
力
（D

iscipline
）」
は
、
近
代
革
命
以
来
（
も
し
く
は
絶
対
君
主
制
以
来
の
）
の
主
権
の
法
的
モ
デ
ル
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
一
七

世
紀
―
一
八
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
誕
生
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
近
代
革
命
の
経
験
は
な
く
、
法
治
主
義
は
明
治

維
新
に
よ
る
西
洋
法
継
受
と
し
て
受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
が
な
い
こ
と
か
ら
、
法
の
支
配
は
外
形

的
も
し
く
は
表
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
農
作
業
を
共
同
で
行
う
農
村
社
会
の
伝
統
、
非
個
人
主
義
的
社
会
の
家
族

共
同
体
に
お
け
る
「
躾
」
の
伝
統
に
よ
り
、Discipline

的
な
権
力
が
、
わ
が
国
で
は
あ
る
意
味
西
洋
よ
り
も
よ
り
純
粋
な
形
で
存
在
し
、

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
学
校
の
中
に
権
力
関
係
と
し
て
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
法
律
で
は
な
く
、N

orm
e

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
法
律
の
外
形
を
取
り
つ
つ
、
実
質
的
に
は

N
orm

e

を
用
い
た
規
制
権
力
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
）
と
い
う
の
が
、
わ
が
国
の
教
育
の
現
実
的
な
あ
り
方
で
は
な
い
か
。
個

人
主
義
的
な
理
念
に
立
っ
て
、
生
徒
に
人
格
的
自
立
権
や
自
己
決
定
権
が
あ
る
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
り
、
教
師
と
生
徒
の
関
係
は
、

N
orm

e

の
仕
組
み
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
教
師
個
人
が
如
何
に
高
い
教
育
理
念
を
有
し
て
い
て
も
、
全
体
の
教
育
プ
ロ
セ
ス
は
、

そ
の
よ
う
に
管
理
さ
れ
た
教
育
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
パ
ワ
ハ
ラ
、
い
じ
め
な
ど
は
、
こ
の
よ
う
に
管

理
さ
れ
た
教
育
シ
ス
テ
ム
、
規
格
品
と
し
て
の
卒
業
生
を
大
量
に
生
産
し
て
い
くD

iscipline

の
制
度
が
、
社
会
の
現
状
に
一
部
合
わ

な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
規
律
統
制
権
力
と
し
て
十
分
に
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
の
軋
み
で
は
な
い
か
？
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四
、
戦
後
教
育
とN

orm
e

戦
後
、
占
領
軍
は
こ
う
し
た
「
し
つ
け
教
育
」、
勤
勉
で
、
禁
欲
主
義
的
で
、
有
能
な
工
場
労
働
者
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
大
量
に
育

成
す
る
教
育
の
伝
統
を
改
め
、
能
力
の
異
な
る
生
徒
を
一
緒
に
学
ば
せ
る
方
が
民
主
的
で
あ
る
と
し
て
、
生
徒
の
創
造
性
や
個
性
、
自

発
的
探
究
心
の
造
成
を
図
る
教
育
制
度
を
設
け
よ
う
と
試
み
た
よ
う
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
行
政
一
般
に
お
い
て
、「
通
達
に
よ
る
行
政
」
と
い
う
表
現
が
い
み
じ
く
も
示
す
よ
う
に
、
戦
後
に
お
い
て
も
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
分
権
化
の
方
針
に
も
拘
わ
ら
ず
、
戦
前
と
同
じ
よ
う
な
中
央
集
権
的
な
体
制
が
継
続
し
て
い
た
（
若
し
く
は
間
も
な
く
復
活

し
た
）。
地
方
分
権
が
制
度
的
に
整
備
さ
れ
る
の
は
平
成
一
〇
年
代
に
入
っ
て
の
分
権
化
政
策
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
教

育
行
政
も
同
様
で
あ
り
、
学
校
と
い
う
規
律
統
制
権
力
が
行
使
さ
れ
て
い
る
現
場
で
の
業
務
の
あ
り
方
の
見
直
し
を
、
地
方
公
共
団
体

レ
ベ
ル
で
確
保
す
る
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
流
の
教
育
委
員
会
の
公
選
制
は
例
外
に
留
ま
っ
た
。
教
育
委
員
会
が
教
育
行

政
に
お
け
る
、
地
方
レ
ベ
ル
で
の
固
有
の
権
力
主
体
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
代
わ
り
に
学
習
指
導
要
領
な
ど
を
用
い
て
の
文
部
省
に
よ

る
集
権
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
維
持
さ
れ
て
き
た
。
か
く
て
高
度
成
長
期
に
至
る
ま
で
、
わ
が
国
の
教
育
シ
ス
テ
ム
は
フ
ー
コ
ー
の
い
う

D
iscipline

制
の
下
、
高
度
成
長
を
支
え
る
労
働
人
材
を
社
会
に
送
り
出
す
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
戦
後
に

お
い
て
、
教
育
制
度
は
能
力
の
異
な
る
生
徒
を
一
緒
に
学
ば
せ
る
と
い
う
仕
組
で
あ
る
よ
り
は
、
能
力
に
よ
り
生
徒
を
区
分
し
、
学
力

テ
ス
ト
や
偏
差
値
を
用
い
て
、
上
級
の
教
育
シ
ス
テ
ム
へ
入
学
試
験
に
よ
り
ふ
る
い
に
掛
け
て
、
エ
リ
ー
ト
を
養
成
す
る
仕
組
み
と
な

り
、
エ
リ
ー
ト
選
抜
に
向
け
て
受
験
戦
争
が
激
化
す
る
と
い
う
能
力
主
義
的
な
教
育
、N

orm
e

教
育
的
な
方
向
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
高
度
成
長
期
が
終
わ
り
、
工
場
労
働
者
や
事
務
職
な
ど
を
担
う
均
一
の
能
力
を
有
す
る
働
き

手
の
生
産
を
、
社
会
が
教
育
シ
ス
テ
ム
に
求
め
る
時
代
は
終
わ
り
を
迎
え
つ
つ
あ
る
と
い
う
声
が
大
き
く
な
る
。
臨
教
審
答
申

（
19
）
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（
一
九
八
六
）
な
ど
に
お
い
て
、
暗
記
や
試
験
の
点
数
を
偏
重
す
る
規
格
型
教
育
に
代
わ
っ
て
、
新
た
な
る
時
代
に
お
い
て
必
要
な
人

材
は
、
個
性
あ
る
、
主
体
的
な
判
断
能
力
を
有
す
る
人
材
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
人
材
を
輩
出
す
る
よ
う
な
教
育
シ
ス
テ
ム
へ

の
転
換
の
必
要
性
が
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
、
図
ら
れ
て
き
た
。「
新
し
い
教
育
観
」
や
創
造
性
や
多
様
性
に
富
む
人
材
の
育
成
、
外
国

人
学
生
の
受
入
れ
を
含
む
多
様
な
教
育
環
境
の
実
現
、
自
由
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
選
択
の
余
地
な
ど
創
造
力
を
生
み
出
す
可
能
性
と
し
て

の
「
ゆ
と
り
」
を
認
め
る
教
育
方
針
へ
の
変
更
、
教
育
再
生
会
議
と
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
論
な
ど
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
努
力
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
ゆ
と
り
教
育
」
も
一
過
性
の
も
の
に
終
わ
り
、
わ
が
国
の
教
育
は
規
格
型
教

育
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出
せ
ず
、
今
日
ま
で
至
っ
て
い
る
感
が
強
い
。
単
に
「
ゆ
と
り
教
育
」
と
し
て
、
新
自
由
主
義
的
な
考
え
方
に

よ
り
、
既
存
の
教
育
シ
ス
テ
ム
の
箍
（
た
が
）
を
外
し
、
も
し
く
は
緩
和
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
自
ず
と
主
体
的
・
創
造
的
な

人
材
、
自
己
責
任
を
負
う
べ
き
主
体
が
育
っ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
教
育
と
い
う
市
場
原
理
が
あ
ま
り
機
能
し
な
い
分
野
に
お
い
て
、

規
制
緩
和
は
そ
れ
自
体
と
し
て
何
も
生
み
だ
し
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
お
仕
着
せ
を
外
し
、
本
人
の
自
発
性
に
任
せ
れ
ば
創
造

性
を
発
揮
す
る
と
い
っ
た
発
想
は
、
自
立
し
た
自
己
・
自
信
あ
る
自
己
を
育
て
る
と
い
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、

共
同
体
的
構
造
で
あ
る
日
本
社
会
に
は
元
来
異
質
で
あ
り
、
無
縁
で
あ
る
。 　

 

Ａ
Ｉ
化
、ロ
ボ
ッ
ト
に
よ
る
単
純
作
業
の
代
替
と
い
う
流
れ
が
進
む
と
し
て
も
、社
会
に
出
る
人
材
の
総
て
が
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
テ
ィ

ス
ト
、
シ
ス
テ
ム
ア
ナ
リ
ス
ト
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
初
等
教
育
・
中
等
教
育
の
段
階
か
ら
、
創
造
性
あ
る
人
材
の
確
保
に
の
み

注
力
を
注
ぎ
、
そ
れ
以
外
の
生
徒
に
対
し
行
う
教
育
に
は
配
慮
し
な
い
、
も
し
く
は
、
そ
こ
で
は
従
前
のD

iscipline

教
育
を
そ
の
ま

ま
維
持
す
る
と
な
る
と
、
高
度
人
材
と
そ
れ
以
外
の
人
々
の
間
に
断
絶
、
階
級
分
化
が
進
み
か
ね
ず
、
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
長
続
き

し
な
い
。
創
造
的
能
力
を
発
揮
し
得
な
い
生
徒
を
切
り
捨
て
る
こ
と
な
く
、
外
国
人
児
童
を
含
め
、
様
々
な
潜
在
的
能
力
を
持
つ
多
様

な
生
徒
を
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
的
な
教
室
教
育
で
は
な
く
、
デ
ジ
タ
ル
教
育
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
育
成
す
る
シ
ス
テ
ム
が
、
高
度
人
材

（
20
）（
21
）

（
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）（
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）
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向
け
の
教
育
と
な
ら
ん
で
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
的
・
多
元
的
に
存
在
し
な
け
れ
ば
、
社
会
は
維
持
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

五
、
デ
ジ
タ
ル
時
代
、
コ
ロ
ナ
下
の
教
育
の
あ
り
方

行
政
法
と
い
う
専
門
上
、
社
会
の
様
々
な
分
野
に
接
し
て
き
た
筆
者
に
は
、
諸
分
野
の
制
度
的
仕
組
み
が
、
産
業
社
会
と
い
う
資
本

主
義
社
会
の
イ
ン
フ
ラ
、
す
な
わ
ち
規
格
品
の
大
量
生
産
に
よ
り
消
費
者
に
廉
価
な
商
品
を
供
給
す
る
と
い
う
体
制
に
影
響
を
受
け
て

来
た
と
い
う
印
象
が
あ
る
。

例
え
ば
、
農
業
分
野
に
お
い
て
は
、
戦
後
の
農
村
に
お
い
て
見
ら
れ
た
、
小
規
模
に
か
つ
不
ぞ
ろ
い
に
区
画
さ
れ
た
水
田
（
圃
場
）

が
、圃
場
整
備
に
か
か
る
巨
額
の
補
助
金
を
投
じ
る
こ
と
に
よ
り
、一
定
面
積
以
上
の
均
一
的
な
水
田
に
区
画
整
備
さ
れ
、ト
ラ
ク
タ
ー

な
ど
の
農
耕
機
械
に
よ
り
効
率
的
に
耕
作
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
収
穫
も
機
械
的
に
な
さ
れ
、
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
が
図
ら
れ
て
き
た

（
中
山
間
地
の
、
機
械
が
使
え
な
い
棚
田
の
米
の
方
が
、
し
ば
し
ば
美
味
な
の
で
あ
る
が
）。
同
様
に
、
何
万
羽
、
何
十
万
羽
の
鶏
を

鶏
舎
に
閉
じ
込
め
、
餌
を
与
え
、
ひ
た
す
ら
卵
を
量
産
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
が
、
安
価
な
卵
を
消
費
者
に
供
給
し
て
き
た
。
ま
た
、
服
飾

分
野
に
お
い
て
、
我
々
が
身
に
着
け
る
洋
服
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
形
は
様
々
で
あ
る
の
に
拘
わ
ら
ず
、
レ
デ
ィ
ー
メ
ー
ド
と
し
て
大
量

生
産
さ
れ
る
既
製
品
に
、
我
々
の
方
が
合
わ
せ
る
形
で
安
価
な
洋
服
を
着
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
誂
え
品
は
し
ば
し
ば
極
め
て
高
価

と
な
る
）。
画
一
的
な
教
育
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
同
じ
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
学
生
を
大
量
生
産
的
に
育
成
し
、
卒
業
さ
せ
る
と
い
う
仕
組

み
も
、
こ
れ
ら
他
分
野
と
同
じ
よ
う
に
、
産
業
社
会
の
構
造
・
仕
組
み
を
背
景
に
し
て
、
構
築
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

然
る
に
、
産
業
社
会
は
大
量
生
産
に
よ
る
規
格
品
の
提
供
と
い
う
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
消
費
者
の
個
別
的
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
多
様
な

商
品
を
生
産
す
る
と
い
う
仕
組
み
、
全
体
と
し
て
は
大
量
で
も
、
個
々
の
品
種
の
商
品
は
少
量
で
あ
る
と
い
う
「
多
品
種
少
量
生
産
」

に
移
行
し
つ
つ
あ
り
、
教
育
以
外
の
諸
分
野
に
お
い
て
も
規
格
品
以
外
の
生
産
に
向
か
う
と
い
う
方
向
を
指
向
し
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、

34

獨協法学第114号（2021年４月）

― ―



個
々
人
の
体
形
を
予
め
入
力
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
体
形
に
あ
っ
た
（
多
様
な
）
同
種
の
洋
服
が
、
同
一
の
機
械
に
よ
り

裁
断
、
縫
製
さ
れ
、
製
品
化
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
が
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
平
場
の
大
規
模
圃
場
か
ら
生
産
さ
れ
る
米
は
多
少

規
模
を
大
き
く
し
て
も
経
営
的
に
は
成
り
立
た
ず
、
棚
田
で
手
作
業
で
作
ら
れ
る
米
、
畑
地
で
手
作
業
を
掛
け
て
栽
培
さ
れ
る
（
し
ば

し
ば
外
国
人
労
働
者
の
手
作
業
）
野
菜
・
果
物
の
方
が
、
付
加
価
値
の
あ
る
産
品
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

翻
っ
て
見
る
に
、
教
育
の
分
野
は
、
生
徒
の
能
力
・
資
質
は
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
大
量
生
産
的
に
処
理
す
べ
き
分
野

で
は
な
く
、
個
別
的
対
応
が
必
要
な
分
野
で
あ
る
。
中
世
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
、
十
分
な
能
力
を
持
つ
教
育
者
に
よ
る
エ
リ
ー
ト
用
の

個
人
指
導
教
育
が
、
学
校
に
よ
る
教
育
よ
り
も
高
品
質
な
教
育
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
よ
う
が
な
い
。
わ
が
国
で
も
、
子
供
を
大
量
に

集
め
て
学
年
ご
と
に
ク
ラ
ス
分
け
し
、
均
一
の
教
育
を
す
る
と
い
う
の
は
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
寺
子
屋
等
で

は
、
恐
ら
く
教
室
に
は
様
々
な
年
齢
の
、
様
々
な
資
質
の
生
徒
が
共
存
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
今
後
は
、
デ
ジ
タ
ル
シ
ス
テ
ム
を
用

い
る
こ
と
に
よ
り
、
エ
リ
ー
ト
養
成
だ
け
で
は
な
く
、
外
国
人
生
徒
の
教
育
、
ク
ラ
ス
で
の
学
習
の
ス
ピ
ー
ド
に
つ
い
て
い
け
な
い

生
徒
な
ど
へ
の
個
別
的
教
育
シ
ス
テ
ム
を
、
教
育
に
係
る
人
件
費
を
い
た
ず
ら
に
膨
張
さ
せ
る
こ
と
な
く
整
備
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
。

コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
登
校
の
不
可
能
性
は
、
従
来
型
の
教
室
（
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
）
に
お
け
るD

iscipline

教
育
の
継
続
に

止
め
を
刺
し
た
か
に
見
え
る
。
今
後
は
教
育
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
中
で
、
同
一
教
室
で
同
一
レ
ベ
ル
の
教
育
を
行
う
必
要
性
は
な
く
な
り
、

外
国
人
を
含
め
て
様
々
な
能
力
・
気
質
を
持
っ
た
生
徒
に
対
す
る
柔
軟
な
教
育
体
制
が
Ａ
Ｉ
技
術
を
用
い
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
既
存
の
教
育
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
な
変
容
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
か
は
、
未
だ
未
知
の
段
階
で
あ
る
が
、
現
在
に
お
い
て

想
定
さ
れ
る
幾
つ
か
の
可
能
性
を
羅
列
的
に
指
摘
す
る
こ
と
を
以
て
、
本
稿
を
終
わ
る
こ
と
と
し
た
い
。

―
生
徒
を
教
室
に
閉
じ
込
め
て
、
教
師
が
教
室
内
で
絶
対
的
な
権
力
・
権
威
性
を
持
つD

iscipline

教
育
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を

（
24
）
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用
い
て
、
外
部
の
情
報
を
取
得
可
能
で
あ
り
、
ま
た
生
徒
間
の
私
語
が
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
容
易
に
な
っ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
、
す
で

に
そ
の
実
効
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
教
師
の
生
徒
に
対
す
る
権
威
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
徒
間
に
お
け
る
い
じ
め
問
題
へ

の
歯
止
め
が
利
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
い
じ
め
問
題
は
ネ
ッ
ト
上
で
の
や
り
取
り
が
中
心
と
な
る
の
で
、
Ａ
Ｉ
が
チ
ェ
ッ
ク
し
、
危
機

的
状
況
に
な
る
前
に
予
防
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
進
む
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
や
や
も
す
る
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵

害
問
題
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
慎
重
な
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
。

―
歴
史
上
の
事
件
（
例
え
ば
明
治
維
新
、
世
界
大
戦
な
ど
）
の
詳
細
や
発
生
年
度
を
記
憶
し
、
そ
の
記
憶
を
試
験
に
よ
り
検
証
す
る

（
我
々
は
学
生
時
代
に
、
年
代
を
語
呂
合
わ
せ
で
覚
え
た
り
し
て
い
た
）
よ
う
な
暗
記
型
教
育
は
意
味
の
な
い
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

―
通
信
制
が
ア
バ
タ
ー
学
園
化
し
、
一
般
の
学
校
と
の
区
別
が
相
対
化
す
る
。
ま
た
、
身
心
の
故
障
で
登
校
で
き
な
い
生
徒
が
バ
ー

チ
ャ
ル
に
登
校
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。先
生
も
生
徒
も
ア
バ
タ
ー
と
し
て
バ
ー
チ
ャ
ル
な
教
室
に
登
場
す
る
こ
と
に
よ
り
、

少
人
数
教
育
が
容
易
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。

―
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
は
、
ネ
ッ
ト
に
氾
濫
す
る
情
報
を
検
査
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
付
加
価
値
を
備
え
た
有
意
義
な
情
報

を
編
成
し
、
創
作
す
る
能
力
の
向
上
を
目
的
と
す
る
。
３
Ｄ
化
し
た
仮
想
教
室
に
お
い
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
双
方
向
性
は
、
ゲ
ー
ム

的
な
教
育
手
法
を
生
か
し
て
、
積
極
的
に
企
画
し
・
制
作
す
る
能
力
を
磨
く
可
能
性
を
若
者
に
与
え
る
。
そ
れ
こ
そ
が
個
性
あ
る
、
主

体
的
判
断
能
力
の
あ
る
学
生
を
育
て
る
こ
と
に
繋
が
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

―
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
れ
ば
容
易
に
手
に
入
る
時
代
に
お
い
て
、
幅
広
く
知
識
を
獲
得
さ
せ
る
た
め
の
大
学
の
教
養

教
育
は
そ
の
意
味
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
機
械
翻
訳
の
発
達
に
よ
り
、
語
学
教
育
も
余
り
意
義
の
な
い
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
最
後
に

残
る
の
は
、
身
体
的
な
能
力
に
関
わ
る
体
育
科
目
の
み
か
も
知
れ
な
い
。

―
大
学
が
行
う
教
育
に
お
い
て
も
、
大
教
室
と
い
う
巨
大
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
で
行
う
一
方
向
的
な
授
業
は
、
コ
ロ
ナ
の
到
来
と
と
も
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に
俄
か
に
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
代
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
キ
ャ
ン
パ
ス
に
学
生
を
集
め
て
授
業
を
行
う
た
め
に
全
国
各

地
に
大
学
を
設
立
し
て
、
そ
こ
に
教
員
を
張
り
付
け
る
と
い
う
従
前
の
教
育
体
制
は
、
そ
の
合
理
的
必
要
性
を
次
第
に
失
っ
て
い
く
で

あ
ろ
う
。

―
デ
ジ
タ
ル
教
材
を
用
い
て
Ａ
Ｉ
を
介
在
さ
せ
る
オ
ン
デ
マ
ン
ド
教
育
と
対
面
の
授
業
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
に
な
っ
て
い
け
ば
、
対

面
（
面
接
）
授
業
を
行
う
頻
度
は
（
Ａ
Ｉ
に
よ
る
代
替
や
、
演
習
等
は
ア
バ
タ
ー
同
士
の
間
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
）
次
第
に
限
ら

れ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
対
面
授
業
は
、
生
徒
の
個
別
的
能
力
、
資
質
に
応
じ
て
柔
軟
に
あ
り
方
を
変
え
、
そ
れ
こ
そ
主
体
性
の
あ

る
創
造
的
能
力
を
持
つ
人
材
を
発
掘
・
育
成
し
た
り
、
反
対
に
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
そ
う
な
若
者
を
支
え
る
高
度
な
技
術
が
要
求
さ
れ

る
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
研
究
者
が
片
手
間
に
教
育
を
行
う
と
い
う
よ
う
な
体
制
は
許
さ
れ
ず
、
Ａ
Ｉ
を
用
い
つ
つ
、
高
度
な
教
育
能

力
を
持
つ
専
門
家
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

―
ハ
ー
ド
の
更
新
に
は
時
間
が
か
か
る
の
で
、
恐
ら
く
五
〇
年
程
度
の
時
間
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
自
然
科
学
系
の
授
業
・
研
究
の

た
め
に
必
要
な
実
験
機
材
・
設
備
等
も
す
べ
て
バ
ー
チ
ャ
ル
化
・
ソ
フ
ト
化
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
実
験
の
た
め
の
共
同
研
究
室
と
そ

れ
を
抱
え
る
た
め
の
建
物
は
、
附
属
病
院
を
含
め
て
不
要
と
な
り
、
学
生
も
ア
バ
タ
ー
と
し
て
実
験
授
業
等
に
参
加
し
、
学
生
間
の
交

流
や
ク
ラ
ブ
活
動
も
ア
バ
タ
ー
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
大
学
が
広
大
な
キ
ャ
ン
パ
ス
と
建
物
を
抱
え
る
必
要
は
な

く
な
る
。

（
１
）　

そ
の
一
九
七
〇
年
か
ら
八
四
年
に
亘
る
講
義
録
の
大
半
が
出
版
さ
れ
た
の
は
前
世
紀
末
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
邦
語
に
翻
訳
さ
れ
た
の
は
、
死
後

二
〇
年
経
過
し
た
今
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

（
２
）　

フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
等
に
つ
い
て
、わ
が
国
の
法
学
者
に
よ
る
紹
介
は
主
と
し
て
法
哲
学
者
と
刑
法
学
者
で
あ
り
、公
法
学
者（
憲
法
・
行
政
法
）
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は
お
よ
そ
無
視
し
て
き
た
。
と
い
う
よ
り
、
彼
の
法
学
・
政
治
学
に
関
わ
る
見
解
が
、
著
書
と
し
て
で
は
な
く
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス

の
講
義
の
テ
ー
プ
録
音
か
ら
起
こ
し
た
講
義
録
と
い
う
形
で
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
理
論
的
に
整
理
さ
れ
た
形
に
は
な
っ
て
い
な

い
こ
と
、
人
文
科
学
系
の
学
者
等
に
よ
る
邦
訳
で
は
、
法
的
用
語
が
必
ず
し
も
正
確
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
難
解
・
非
体
系
的
な

よ
う
に
見
え
る
た
め
、実
定
法
学
者
に
は
扱
い
に
く
い
存
在
で
あ
る
よ
う
に
映
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。な
お
参
照「
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
と
自
由
論
」

関
良
徳　

勁
草
書
房　

二
〇
〇
一
年
、「
フ
ー
コ
ー
と
法
」
ハ
ン
ト
・
ウ
イ
ッ
カ
ム　

邦
訳　

早
大
出
版
部　

二
〇
〇
七
年
。

（
３
）　

彼
の
表
現
で
は
、Loi（
法
律
）
と
い
う
表
現
は
使
わ
れ
る
が
、D

roit

（
法
、
法
学
―
ド
イ
ツ
語
で
はRecht

に
相
当
す
る
）
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な

い
の
は
、
自
然
法
的
な
法
の
捉
え
方
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
他
方
に
お
い
てLoi

に
代
わ
り
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
、

N
orm

e

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
が
、N

orm
e

は
法
規
範
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
邦
訳
で
はN

orm
e

を
基
準
と
か
、
規
範
な
ど
と
翻
訳

す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
法
規
範
と
の
区
別
が
曖
昧
と
な
っ
て
い
る
。

（
４
）　

フ
ー
コ
ー
「
知
へ
の
意
志
（volonté de savoir

）」
一
九
七
六
年　

p115

（
邦
訳　

一
一
五
頁
）。

（
５
）　

フ
ー
コ
ー
は
、
後
半
期
に
は
「
権
力
」
で
な
く
、「
統
治
性
」
と
い
う
表
現
を
、
そ
れ
もgouvernem

entalité

と
い
う
造
語
を
し
て
用
い
て
い
る
。

こ
の
統
治
性
概
念
は
、
大
陸
法
的
な
主
権
の
権
力
モ
デ
ル
に
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、

今
日
に
至
っ
て
い
る
。

（
６
）　

室
井
力
「
特
別
権
力
関
係
論
」
四
二
四
頁　

勁
草
書
房　

一
九
六
八
年
。

（
７
）　

行
政
法
的
な
用
語
を
用
い
る
と
、
主
権
の
法
的
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
行
政
上
の
強
制
は
「
権
限
」（
法
律
に
最
終
的
に
は
依
拠
す
る
と
い
う
、

始
原
的
・
淵
源
的
な
正
統
性
を
意
味
す
る
）
に
基
づ
く
行
政
機
関
に
よ
る
規
範
命
令
に
私
人
が
従
わ
な
い
場
合
に
、
代
執
行
な
ど
の
形
で
行
わ
れ

る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
始
原
的
な
正
統
性
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
、
行
政
の
末
端
レ
ベ
ル
（
例
え
ば
、
警
察
官

に
よ
る
業
務
）
で
、
そ
の
場
の
必
要
性
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
即
時
強
制
と
し
て
な
さ
れ
る
保
護
、
強
制
立
ち
入
り
、
武
器
の
行
使
な
ど
の
事
実
上

の
権
力
行
使
の
方
が
、
フ
ー
コ
ー
の
い
う
「
権
力
」
概
念
に
よ
り
近
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
「
権
限
」
を
根
拠
と
す
る
行
政
強
制
の
理
論
は
、
大
陸
法
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
英
米
法
に
は
同
種
の
仕
組
み

は
必
ず
し
も
存
し
な
い
。
戦
前
の
行
政
警
察
法
を
廃
止
し
て
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
（
あ
る
意
味
英
米
法
的
な
立
場
に
立
つ
も
の
と
推
測

さ
れ
る
が
）
制
定
さ
れ
た
警
察
官
職
務
執
行
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
強
制
措
置
は
、
権
限
と
は
無
縁
の
、
具
体
的
事
実
状
況
の
逼
迫
性
な

ど
に
よ
り
、
現
場
の
判
断
に
よ
る
権
力
の
行
使
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
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（
８
）　

フ
ー
コ
ー
は
一
九
八
四
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、「
今
日
で
も
」
と
は
二
〇
世
紀
後
半
を
指
す
。

（
９
）　

フ
ー
コ
ー
「
監
獄
の
誕
生
―
監
視
と
処
罰
（surveiller et punir

）」
一
九
七
五　

田
村
訳
。

（
10
）　N

orm
e

は
語
源
的
に
はnorm

al

に
つ
な
が
る
。
当
時
フ
ー
コ
ー
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
カ
ン
ギ
レ
ム
は
精
神
病
理
学
者
で
あ
り
、「
正
常
と

病
理
」（Le norm

al et le pathologique

）
と
い
う
著
書
（
訳
書　

ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
叢
書　

一
九
八
七
年
）
に
お
い
て
は
、
囚
人
と
は
別
に
、

正
常
な
判
断
能
力
を
持
た
な
い
病
理
的
状
態
に
あ
る
患
者
を
如
何
に
正
常
な
状
態
に
回
復
さ
せ
る
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
11
）　

私
人
が
公
の
秩
序
を
害
さ
な
い
よ
う
に
、
ミ
ニ
マ
ム
の
規
制
を
行
う
侵
害
行
政
、
規
制
行
政
に
お
い
て
は
、
法
規
範
で
定
め
ら
れ
る
の
は
、
事

業
体
・
事
業
者
の
経
営
が
健
全
で
あ
り
、
一
定
の
レ
ベ
ル
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
定
性
的
な
基
準
（
例
え
ば
、
需
要
適
合
性
、
経
理
的

能
力
、
公
共
の
利
益
適
合
性
な
ど
）
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
法
令
で
一
般
的
な
基
準
を
定
め
、
事
業
者
に
そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
を
求
め
、
そ
れ

に
違
反
し
た
場
合
に
は
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
働
く
と
い
う
の
が
、
従
来
か
ら
の
仕
組
み
で
あ
る
。
例
え
ば
、
仕
出
し
弁
当
で
食
中
毒
が
起
こ
れ
ば
、

営
業
停
止
処
分
が
下
さ
れ
、
無
免
許
運
転
や
飲
酒
運
転
が
発
覚
し
た
場
合
に
は
運
転
免
許
の
停
止
・
取
消
処
分
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
例
え

ば
軽
微
な
道
交
法
違
反
に
つ
い
て
は
、
そ
の
違
反
の
程
度
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
処
分
が
な
さ
れ
る
か
、
或
い
は
な
さ
れ
な
い
か
は
、
個
別
的
な

状
況
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
（
そ
の
意
味
で
裁
量
的
で
あ
る
）。

こ
れ
に
対
し
、
福
祉
行
政
な
ど
の
受
益
的
処
分
を
内
容
と
す
る
場
合
に
は
、
予
算
枠
の
上
限
が
凡
そ
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
枠
を
ど
の
よ
う
に

適
正
に
配
分
す
る
か
と
い
う
あ
る
意
味
定
量
的
な
判
断
が
、
定
性
的
な
基
準
よ
り
も
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
に

対
し
助
成
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
設
置
基
準
や
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
に
詳
細
な
条
件
を
定
め
、
そ
の
条
件
を
満
さ
な
け
れ
ば
助
成
を
行
う
こ
と
は

し
な
い
な
ど
と
さ
れ
、
個
々
の
施
設
の
具
体
的
な
事
情
は
原
則
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
を
、
私
人
側

の
自
発
的
な
活
動
に
委
ね
る
よ
り
は
、
公
権
力
が
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
面
積
・
人
数
な
ど
の
数
量
的
な
基
準
に
よ
り
定
め
、

そ
れ
を
予
算
枠
と
セ
ッ
ト
に
し
て
（
紐
づ
け
）、
私
人
側
に
勧
奨
す
る
と
い
う
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
12
）　

裁
量
的
な
個
別
判
断
を
行
う
こ
と
な
く
、
機
械
的
に
大
量
に
な
さ
れ
る
一
律
的
な
行
政
行
為
の
束
を
「
一
般
処
分
」
と
い
う
概
念
で
呼
ぶ
こ
と

が
あ
る
。
例
え
ば
、
横
断
歩
道
や
一
方
通
行
の
表
示
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
道
路
を
横
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
の
指
定
、
或
い
は
一
方
向
の
み
の

走
行
可
能
性
の
指
定
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
規
範
命
令
的
な
効
果
は
そ
の
歩
道
の
付
近
を
歩
く
人
、
そ
の
道
を
走
行
す
る
車
の
す
べ
て
に
つ
い
て

等
し
く
及
ぶ
の
で
個
別
的
な
処
分
の
束
と
し
て
一
般
処
分
性
を
持
つ
。
こ
の
一
般
処
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
の
は
機
械
的
・
無
意
識

的
で
あ
り
、
ま
さ
にN

orm
e

以
外
の
何
物
で
も
な
い
（
勿
論
、
横
断
歩
道
以
外
を
歩
く
と
い
う
形
で
、
そ
れ
を
無
視
す
る
人
も
い
る
が
）。
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（
13
）　

行
政
行
為
が
個
別
的
妥
当
性
を
志
向
す
る
の
は
、
そ
れ
が
法
律
行
為
的
行
政
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
、
民
法
の
意
思
理
論
に
根
差
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
契
約
と
は
異
な
り
、
行
政
側
の
一
方
的
な
意
思
表
示
で
は
あ
る
が
、
当
事
者
た
る
行
政
に
よ
る
、
個
別
法
的
な
レ
ベ
ル
で
の
契
約
類
似

型
の
判
断
（
意
思
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

社
会
契
約
論
は
私
人
間
の
関
係
を
対
等
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
建
前
と
し
、
契
約
は
当
事
者
間
の
対
等
な
意
思
表
示
で
結
ば
れ
る
こ
と
を
原
則

と
し
て
い
る
。
今
日
で
も
、
民
法
の
法
律
行
為
論
に
お
い
て
は
、
契
約
は
当
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
わ

が
国
の
社
会
に
お
い
て
は
、
一
般
私
人
が
こ
の
意
味
で
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
、
概
ね
先
例
に
従
っ
て
法
的
関
係
を
結
ん
で
い
る

の
が
実
態
で
あ
る
が
、
意
思
理
論
は
な
お
維
持
さ
れ
て
い
る
。
英
米
法
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
意
思
の
み
な
ら
ず
、「
約
因
」
も
契
約
の
根
拠

で
あ
る
と
さ
れ
、
事
実
に
基
づ
く
契
約
を
認
め
て
い
る
が
、
大
陸
法
は
意
思
主
義
を
な
お
維
持
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
消
費
者
が
日
常
的
に
電
気
・
ガ
ス
・
電
話
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
場
合
に
、
個
別
的
な
意
思
表
示
に
よ
り
契
約
を
結
ぶ

こ
と
は
稀
で
あ
り
、
多
く
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
側
が
事
前
に
定
め
る
「
約
款
条
項
」
を
受
け
い
れ
る
こ
と
に
よ
り
契
約
が
結
ば
れ
る
。
約
款
は
契

約
の
定
型
化
、N

orm
e

化
を
進
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
14
）　

フ
ー
コ
ー　
「
監
獄
の
誕
生
」
前
掲　

原
文　

p143　

p172　

訳　

一
四
七
頁
、
一
七
五
頁 

、
な
お
、
原
典
名
は
「
監
視
と
処
罰
（surveiller 

et punir

）」
で
あ
り
、
監
獄
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。

規
制
統
制
権
力
と
学
校
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
中
山
元
「
フ
ー
コ
ー　

生
権
力
と
統
治
性
」
三
八
頁
以
下
、
河
出
書
房
新
社　

二
〇
一
〇
年
、

重
田
園
江
「
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
―
近
代
を
裏
か
ら
読
む
」
一
〇
六
頁
以
下
、
ち
く
ま
新
書　

二
〇
一
一
年
。

（
15
）　

ち
な
み
に
、
州
ご
と
に
多
様
な
教
育
制
度
が
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
エ
リ
ー
ト
の
教
育
を
別
に
す
る
と
、
公
教
育
制
度
自
体
は

D
iscipline

的
な
シ
ス
テ
ム
を
取
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
九
世
紀
中
葉
の
産
業
革
命
に
お
い
て
、
農
村
か
ら
の
人
口
流
入
と
共
に
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
系
の
移
民
が
劇
的
に
増
加
し
、
こ
れ
ら
移
民
の
子
弟
に
よ
る
街
頭
で
の
ト
ラ
ブ
ル
（
→
犯
罪
）
を
回
避
す
る
た
め
も
あ
っ
て
、
公
教
育
制
度

が
こ
の
時
期
に
整
備
さ
れ
、
出
席
の
義
務
化
、
学
年
別
の
ク
ラ
ス
化
、
五
〇
～
五
五
分
を
単
位
と
す
る
授
業
時
間
、
教
科
書
制
と
い
っ
た
仕
組
み

が
確
立
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
。
参
照
、
コ
リ
ン
ズ
・
ハ
ル
バ
ー
ソ
ン
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
と
学
び
の
か
た
ち
」
第
二
版　

六
六
頁
以
下

　

稲
垣
ほ
か
訳　

北
大
路
書
房　

二
〇
二
〇
年
。

（
16
）　

尤
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
と
い
う
と
師
範
学
校
で
あ
る
が
。

（
17
）　

カ
ン
ギ
レ
ム
「
正
常
と
病
理
」
前
掲
・
訳　

二
二
六
頁
。
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（
18
）　

参
照　

拙
稿
「
規
格
と
法
規
範
」　

金
子
宏
古
稀
記
念
・
公
法
学
の
法
と
政
策　

下
巻　

二
〇
〇
〇
年　

四
二
五
～
四
四
三
頁
。

（
19
）　

ケ
ネ
ス
・
Ｂ
・
パ
イ
ル
「
ア
メ
リ
カ
の
世
紀
と
日
本
」
山
岡
訳　

三
五
七
頁
以
下　

み
す
ず
書
房　

二
〇
二
〇
年
。

（
20
）　

追
い
付
き
型
教
育
の
解
体
に
よ
り
、
個
性
や
創
造
力
あ
る
人
材
が
自
ず
と
育
つ
と
す
る
新
自
由
主
義
の
「
欠
如
理
論
」
に
つ
い
て
は
、
苅
部
剛

彦
の
分
析
が
明
晰
で
あ
る
。
苅
部
「
追
い
つ
い
た
近
代　

消
え
た
近
代
」
岩
波
書
店
二
〇
一
九
年　

一
六
九
頁
。

（
21
）　

な
お
、
苅
谷
前
掲
書
は
、
明
治
期
以
来
の
制
度
改
革
を
、
外
国
の
制
度
を
学
習
し
、
そ
こ
か
ら
わ
が
国
の
制
度
を
創
り
上
げ
て
い
く
法
学
的
・

演
繹
的
な
方
法
で
あ
っ
た
と
批
判
し
、
そ
れ
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
実
践
の
蓄
積
の
対
比
か
ら
積
み
上
げ
て
い
く
帰
納
型
の
制
度
設
計
を
指

向
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
る
（
苅
谷　

前
掲
三
三
〇
頁
以
下
）
が
、
こ
れ
に
は
筆
者
は
異
論
が
あ
る
。

帰
納
型
の
制
度
設
計
は
、
革
命
に
よ
る
制
度
転
換
を
経
ず
し
て
、
伝
統
を
守
り
つ
つ
も
そ
れ
を
部
分
修
正
し
、
時
代
に
合
わ
せ
て
き
た
ア
ン
グ

ロ
サ
ク
ソ
ン
流
の
仕
組
み
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
場
合
、
明
治
維
新
と
い
う
あ
る
意
味
で
の
革
命
の
後
、
教
育
分
野
も
含
め
て
全
分
野
が
、
演
繹

的
手
法
に
よ
り
、
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
型
の
近
代
化
を
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
行
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
一
九
八
〇
年
代
に
至
っ
て
そ
の
目
標
を
達

成
し
、
目
標
な
し
の
真
空
状
態
に
至
っ
た
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
再
度
立
ち
直
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
帰
納
的
手
法
で
は
な
く
、

何
ら
か
の
演
繹
的
手
法
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
回
帰
を
言
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
が
）。

（
22
）　

子
供
に
個
人
主
義
的
な
、
主
体
的
な
判
断
力
を
持
た
せ
る
の
は
、
学
校
に
お
け
る
教
育
よ
り
は
、
就
学
以
前
か
ら
の
家
族
な
ら
び
に
社
会
環
境

で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
留
学
時
に
、
公
園
で
フ
ラ
ン
ス
人
の
母
親
が
就
学
前
の
子
供
に
説
教
を
行
う
場
に
立
ち
会
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
極
め
て

理
詰
め
に
、
な
ぜ
子
供
の
し
た
こ
と
が
悪
い
か
を
問
い
詰
め
、
説
得
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
日
本
人
の
母
親
の
よ
う
に
情
に
訴
え
て
子
供
を
叱

る
よ
う
な
姿
勢
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
子
供
を
甘
や
か
す
こ
と
は
一
切
せ
ず
、
外
食
を
す
る
場
合
に
は
、
子
供
は
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

に
預
け
て
親
だ
け
で
行
く
と
い
う
、
子
供
に
と
っ
て
は
、
情
の
な
い
冷
た
い
社
会
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
権
利
と
義
務
を
社
会
の
規
範
と
す
る
西
欧

の
合
理
主
義
的
な
社
会
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
い
う
よ
り
は
、
文
化
的
な
違
い
で
あ
り
、
社
会
契
約
論
に
基
づ
く

シ
ビ
ッ
ク
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
と
歴
史
的
・
文
化
的
共
同
体
で
あ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
違
い
な
の
か
も
知
れ
な
い
（
参
照
、
苅
部
剛
彦

前
掲
三
一
九
頁
）。「
ゆ
と
り
教
育
」
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
子
供
が
そ
う
い
う
個
人
主
義
的
な
人
格
に
直
ち
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。

（
23
）　

そ
も
そ
も
西
欧
に
お
い
て
は
、
教
育
シ
ス
テ
ム
は
あ
る
意
味
多
元
的
で
あ
り
、
規
律
統
制
権
力
に
よ
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
と
並

ん
で
、
エ
リ
ー
ト
育
成
の
た
め
に
特
別
の
教
育
シ
ス
テ
ム
（
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ゼ
コ
ー
ル
）
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
創
造
性
を
育
成
す

る
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
に
対
し
、
明
治
維
新
後
近
代
化
の
人
材
を
育
て
る
た
め
に
、
一
律
的
な
教
育
シ
ス
テ
ム
を
設
け
、
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そ
の
中
で
試
験
、
入
試
選
抜
を
行
う
こ
と
に
よ
り
優
秀
な
人
材
を
育
成
し
て
い
く
と
い
う
仕
組
み
が
展
開
さ
れ
て
き
た
発
展
型
の
教
育
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
わ
が
国
と
で
は
事
情
が
異
な
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。

（
24
）　ZO

ZO
SU

IT

に
よ
る
自
動
裁
断
な
ど
。
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