
は
し
が
き

　

こ
の
本
の
企
画
は
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
〇
日
、
か
つ
て
私
が
教
員
で
あ
っ
た
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学

研
究
科
の
岩
村
正
彦
、
荒
木
尚
志
両
教
授
の
お
誘
い
を
受
け
、
西
川
洋
一
研
究
科
長
（
学
部
長
）
主
宰
の
東
大
法
科

大
学
院
の
講
演
会
で
行
っ
た
話
に
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
法
科
大
学
院
に
お
け
る
法
学
教
育
開
始
以
来
の
研
究
者

志
望
学
生
の
減
少
に
対
し
、
予
算
化
さ
れ
た
事
業
の
一
環
と
し
て
催
さ
れ
た
も
の
で
、
私
は
、「
法
学
研
究
者
の
キ

ャ
リ
ア
と
人
生
│
私
の
学
者
遍
歴
」
と
題
し
、
労
働
法
研
究
者
に
な
っ
た
経
緯
と
活
動
の
遍
歴
を
時
々
の
社
会
情

勢
と
関
連
さ
せ
て
お
話
し
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
岩
村
・
荒
木
両
教
授
が
有
斐
閣
と
橋
渡
し
を
し
て
く
だ
さ
り
、
上

記
講
演
会
で
の
話
の
内
容
を
拡
大
し
た
、
お
二
人
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
二
〇
一
六
年
五
月
三
日
・
四
日
、
同
社

の
京
都
支
店
で
、
ま
た
、
同
年
七
月
一
七
日
、
東
京
神
田
神
保
町
の
同
社
本
社
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
の
一
部
は
二
〇
一
七
年
二
月
〜
八
月
に
三
回
に
わ
た
っ
て
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
〇
号
〜
二
二
号
に
掲
載
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
二
〇
一
八
年
五
月
か
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
を
再
編
成
し
補
充
し
て
書
籍
原
稿
に
ま
と
め
る

作
業
を
岩
村
・
荒
木
両
教
授
の
ご
協
力
を
得
つ
つ
一
年
余
を
か
け
て
行
い
、
次
い
で
校
正
に
半
年
以
上
を
か
け
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

i　─　はしがき



　

本
書
の
誕
生
に
つ
い
て
は
、
何
よ
り
も
超
ご
多
忙
の
な
か
企
画
を
主
導
し
伴
走
も
し
て
く
だ
さ
っ
た
岩
村
・
荒
木

両
教
授
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
編
集
部
の
亀
井
聡
編
集
長
（
現
・
雑
誌
編
集
部
長
）、

三
宅
亜
紗
美
さ
ん
に
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
企
画
以
来
四
年
に
も
わ
た
る
悠
長
な
刊
行
作
業
を
一
貫
し
て
支
え
て
い

た
だ
き
、
資
料
整
理
、
構
成
、
小
見
出
し
、
写
真
選
定
、
等
々
に
も
わ
た
る
周
到
な
作
業
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
三
宅
さ
ん
が
知
恵
を
絞
っ
て
く
れ
た
も
の
で
、
複
雑
膨
大
な
法
規
群
に
発
展
し
た
現
在
の
労

働
法
制
に
つ
い
て
、
私
が
見
聞
し
経
験
し
た
五
十
年
の
発
展
過
程
を
た
ど
り
つ
つ
、
労
働
法
と
労
働
法
学
の
基
軸
は

何
か
を
も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

私
の
学
者
遍
歴
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
学
問
の
途
に
引
き
入
れ
学
者
と
し
て
の
基
本
的
心
構
え
を
植
え
付
け
て
く

だ
さ
っ
た
石
川
吉
右
衞
門
先
生
（
元
東
京
大
学
名
誉
教
授
）
と
、
比
較
法
の
方
法
論
と
面
白
さ
を
た
た
き
込
ん
で
く
だ

さ
っ
たClyde W

. Sum
m
ers

先
生
（
元
イ
ェ
ー
ル
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
）
の
学
恩
を
思
い
知
り
ま
す
。
本
書
を
、
謹

ん
で
亡
き
二
人
の
恩
師
に
捧
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
〇
二
〇
年
三
月

 

菅
野
和
夫
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第
1
章　
ふ
る
さ
と
か
ら
東
京
へ



1　
生
い
立
ち

荒
木　

先
生
の
生
い
立
ち
か
ら
学
生
時
代
の
こ
と
に
つ
い
て
、
お
話
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
我
々
も
お
そ
ら
く
初
め
て
伺
う
よ
う
な
話
題
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

出
生
、
疎
開
、
父
と
の
別
れ

菅
野　

出
生
は
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
三
月
三
一
日
、
本
当
は
四
月
一
〇
日
な
の
だ
そ
う
で
す
が
、
な
に
し
ろ

「
大
東
亜
戦
争
」
中
な
の
で
、
年
度
を
早
く
、
一
年
で
も
早
く
出
征
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

世
田
谷
区
自
由
が
丘
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
数
年
前
に
、
叔
父
の
三
回
忌
の
法
事
を
九
品
仏
の
浄
真
寺
と
い
う
お
寺
で

行
っ
た
後
、
す
ぐ
近
く
の
出
生
地
に
長
兄
が
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
家
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
同
じ
区
画
が

あ
っ
て
、
こ
こ
で
遊
ん
で
い
た
と
き
に
、
お
前
た
ち
の
│
私
た
ち
は
双
子
だ
っ
た
の
で
す
│
産
声
が
聞
こ
え
て

き
た
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

や
が
て
東
京
に
空
襲
が
あ
る
よ
う
に
な
り
、
翌
年
一
一
月
に
父
親
の
郷
里
の
福
島
県
二
本
松
町
（
現
・
二
本
松
市
）

に
疎
開
を
し
ま
し
た
。
親
戚
の
長
屋
を
借
り
て
、
母
親
と
兄
弟
四
人
が
そ
こ
に
住
ん
だ
わ
け
で
す
。
父
親
は
福
島
高

等
商
業
学
校
を
出
て
北
樺
太
石
油
株
式
会
社
と
い
う
国
策
会
社
に
勤
め
て
い
ま
し
た
の
で
、
東
京
に
残
っ
て
い
た
の
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で
す
が
、
翌
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
の
三
月
に
召
集
令
状
が
来
ま
し
た
。
父
親
は
三
十
歳
代
の
最
後
ぐ
ら
い
に

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
動
員
さ
れ
、
東
北
出
身
だ
と
い
う
こ
と
か
満
州
に
送
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
終
戦
直
前
に

旧
ソ
連
が
参
戦
し
て
、
そ
の
捕
虜
と
な
り
、
シ
ベ
リ
ア
に
抑
留
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
後
か
ら
わ
か
っ
た
の
で
す
が
、
父
は
シ
ベ
リ
ア
に
連
れ
て
い
か
れ
て
、
そ
の
年
の
一
二
月
二
八
日
に
チ
チ

ン
ス
ク
地
方
チ
タ
州
（
現
・
ザ
バ
イ
カ
ル
地
方
）
第
二
四
収
容
所
と
い
う
と
こ
ろ
で
死
亡
し
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
政
府
が

保
管
し
て
い
た
抑
留
中
死
亡
者
の
記
録
が
日
本
政
府
に
移
管
さ
れ
、
厚
生
労
働
省
の
社
会
・
援
護
局
が
持
っ
て
い
る

の
で
、
家
族
で
見
た
い
人
は
見
せ
て
あ
げ
る
、
資
料
を
あ
げ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
二
〇
一
六
年
に
新
聞
に
載

っ
た
の
で
、
同
年
の
一
一
月
に
そ
の
申
請
を
し
ま
し
た
。
す
る
と
二
〇
一
七
年
の
四
月
に
な
っ
て
、
社
会
・
援
護
局

か
ら
、
ロ
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
一
件
書
類
十
数
頁
と
、
そ
の
日
本
語
訳
が
届
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
収
容
所
の
所
長

や
医
師
が
立
ち
会
っ
て
の
死
亡
証
書
と
埋
葬
証
書
が
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
死
因
と
し
て
「
第
Ⅲ
度
栄
養
失

調
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
シ
ベ
リ
ア
抑
留
は
そ
う
い
う
状
況
だ
っ
た
の
だ
な
と
い
う
思
い
で
す
。
父
の
死
亡
は
、

し
か
し
、
し
ば
ら
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
戦
死
公
報
が
来
た
の
が
お
そ
ら
く
終
戦
後
三
、
四
年
経
っ
て
か
ら
で

し
て
、
母
親
や
親
戚
は
、
ど
う
し
て
い
る
の
か
な
と
心
配
し
て
い
ま
し
た
。

　

実
は
、
私
の
幼
少
期
の
記
憶
の
出
発
点
と
い
う
の
は
、
戦
死
公
報
が
来
る
前
に
、
母
親
の
も
と
に
父
親
の
戦
友
か

ら
、
収
容
所
で
父
親
の
死
を
看
取
っ
た
と
い
う
手
紙
が
来
た
日
な
の
で
す
。「
大
変
に
残
念
で
し
た
、
死
に
た
く
な

い
と
言
っ
て
亡
く
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
手
紙
が
来
て
初
め
て
母
親
は
父
の
死
を
知
り
、
そ
の
手
紙
を
持
っ
て
、
二
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2
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労
働
法
学
へ



1　
労
働
法
と
の
出
会
い

石
川
吉
右
衞
門
先
生
の
講
義

荒
木　

そ
れ
で
は
、
先
生
が
ど
の
よ
う
に
労
働
法
に
出
会
い
、
労
働
法
研
究
を
志
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い

う
あ
た
り
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
生
に
と
っ
て
の
労
働
法
と
の
最
初
の
出
会
い
は
、
石
川
先
生

の
講
義
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

菅
野　

そ
う
で
す
ね
。
石
川
先
生
の
講
義
は
、
合
気
道
部
の
ア
メ
リ
カ
遠
征
か
ら
帰
り
、
授
業
に
復
帰
し
た
四
年
生

の
秋
学
期
に
聴
い
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
の
講
義
は
ノ
ー
ト
が
そ
の
ま
ま
と
れ
た
よ
う
な
明
快
な
講
義

で
し
た
。
石
川
先
生
の
最
後
の
年
の
講
義
に
も
私
は
一
回
出
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
と
比
べ
る
と
昔
の
講

義
は
無
駄
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
だ
、
説
明
が
明
快
な
反
面
、
ズ
バ
リ
と
本
質
だ
け
を
と
ら
え
る
省
略

型
で
、
た
と
え
ば
、「
就
業
規
則
の
法
的
効
力
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
契
約
説
と
法
規
説
が
あ
っ
て
、
契
約
説
の
ほ

う
が
労
働
者
に
有
利
に
決
ま
っ
て
い
る
」、
こ
れ
で
終
わ
り
、
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
で
も
、
非
常
に
聴
き
や
す
く
、

あ
ま
り
雑
談
も
出
な
い
よ
う
な
講
義
で
し
た
ね
。
先
生
は
朝
型
で
週
二
回
の
講
義
の
両
方
と
も
八
時
半
か
ら
の
授
業

で
、
絶
対
に
遅
れ
な
い
で
来
る
。
た
だ
し
、
石
川
先
生
の
講
義
を
聴
い
た
段
階
で
は
、
別
に
労
働
法
の
研
究
者
に
な

ろ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
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岩
村　

私
が
石
川
先
生
の
講
義
を
聴
い
た
の
が
、
最
終
講
義
の
前
の
年
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
と
き
は
、
こ
う
言
っ

て
は
申
し
訳
な
い
で
す
が
、
半
分
ぐ
ら
い
慢
談
み
た
い
な
講
義
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
菅
野
先
生
か
ら
石
川
先
生
の

講
義
の
模
様
を
後
で
伺
っ
た
と
き
に
は
、
非
常
に
印
象
が
違
っ
て
い
た
の
で
ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
は
し
ま
し
た
。

菅
野　

私
も
最
後
の
年
の
講
義
に
出
て
み
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
ね
。
こ
ん
な
に
慢
談
が
多
い
の
か
と
。
た
し
か
先

生
が
定
年
に
な
る
前
年
度
に
先
生
の
『
労
働
組
合
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）
が
出
た
の
で
す
よ
ね
。
そ
の
疲
れ
と
、

ほ
っ
と
し
た
気
持
ち
じ
ゃ
な
い
か
な
。

司
法
試
験
を
受
け
司
法
修
習
へ

岩
村　

先
生
は
司
法
試
験
を
受
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
法
学
部
の
場
合
、
進
路
と
し
て
は
民
間
企
業
も
あ
れ
ば

国
家
公
務
員
も
あ
り
、
あ
と
は
司
法
試
験
と
い
う
の
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
で
司
法
試
験
を
受
け

よ
う
と
お
考
え
に
な
っ
た
の
は
ど
う
し
て
で
す
か
。

菅
野　

合
気
道
の
ア
メ
リ
カ
遠
征
の
金
集
め
の
と
き
は
、
部
長
の
伊
藤
四
十
二
薬
学
部
長
の
名
刺
を
持
っ
て
会
社
を

ま
わ
り
ま
し
た
が
、
会
っ
て
く
だ
さ
る
方
は
庶
務
課
長
が
多
く
、
こ
ん
な
夢
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
よ
り
大
事
な

勉
強
の
ほ
う
に
専
念
し
な
さ
い
と
い
っ
た
説
教
を
よ
く
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
経
験
の
中
で
、
ま
ず
会
社
に
入

る
気
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
で
司
法
試
験
を
受
け
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
三
ヶ
月
章
先
生
の
「
裁
判
法
」
の
講
義
が
き
っ
か
け
で
し
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た
。
当
時
は
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
法
曹
一
元
制
度
の
是
非
を
中
心
テ
ー
マ
と
す
る
、
我
妻
栄
先
生
が
会
長
の
臨
時

司
法
制
度
調
査
会
の
報
告
書
が
出
る
前
か
後
か
で
、
三
ヶ
月
先
生
が
、
講
義
の
中
で
、「
君
ら
国
立
大
学
の
優
秀
な

連
中
も
在
野
法
曹
に
な
れ
」
と
〝
三
ヶ
月
ラ
ッ
パ
〞
を
吹
い
た
の
に
簡
単
に
乗
せ
ら
れ
て
弁
護
士
に
な
ろ
う
と
思
っ

た
わ
け
で
す
。

岩
村　

司
法
修
習
は
ど
の
よ
う
に
過
ご
さ
れ
た
の
で
す
か
。

菅
野　

司
法
修
習
は
第
二
十
期
生
で
し
た
。
修
習
期
間
は
、
二
年
間
で
、
紀
尾
井
町
に
ま
だ
木
造
の
司
法
研
修
所
が

あ
り
ま
し
て
、
三
、
四
カ
月
の
前
期
研
修
を
行
い
、
そ
れ
か
ら
各
地
に
分
散
し
て
四
カ
月
ず
つ
民
事
裁
判
、
刑
事
裁

判
、
検
察
、
弁
護
士
事
務
所
実
務
の
修
習
に
従
事
し
ま
す
。
私
は
東
京
修
習
で
し
た
の
で
、
東
京
を
動
か
ず
に
実
務

修
習
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
研
修
所
に
戻
っ
て
三
、
四
カ
月
間
の
後
期
修
習
で
し
た
。

　

私
は
任
官
の
気
持
ち
は
全
く
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
前
期
と
後
期
の
集
合
研
修
の
と
き
は
徹
夜
で
起
案
し
て

は
酒
を
飲
む
と
い
う
生
活
を
し
、
実
務
修
習
中
は
興
味
の
赴
く
ま
ま
の
勉
強
と
友
達
付
き
合
い
を
し
ま
し
た
。
実
は
、

ち
ょ
う
ど
夏
の
時
期
に
弁
護
士
事
務
所
の
四
カ
月
の
修
習
と
な
り
、
二
十
日
間
の
事
実
上
の
夏
休
み
が
あ
り
ま
し
た

の
で
、
修
習
で
親
し
く
な
っ
た
札
幌
の
修
習
生
を
訪
ね
が
て
ら
一
人
で
リ
ュ
ッ
ク
を
か
つ
い
で
北
海
道
中
を
カ
ニ
族

と
な
っ
て
旅
し
ま
し
た
。

　

学
者
に
な
っ
て
の
今
か
ら
思
う
と
、
私
に
と
っ
て
の
司
法
修
習
の
意
義
は
、
二
つ
あ
り
ま
し
て
、
ひ
と
つ
は
、
裁

判
官
、
弁
護
士
、
検
察
官
は
こ
う
い
う
思
考
様
式
で
や
っ
て
い
る
ん
だ
な
と
い
う
ふ
う
な
法
曹
の
法
的
感
覚
に
な
じ
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1　
『
労
働
法
』

初
版
と
講
義

荒
木　

そ
れ
で
は
、
い
よ
い
よ
先
生
の
主
要
な
ご
著
書
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
菅
野
・
労
働

法
」
と
し
て
轟
い
て
い
る
体
系
書
『
労
働
法
』（
弘
文
堂
）
で
す
。
法
律
学
と
し
て
の
労
働
法
を
確
立
し
た
と
い
っ
て

も
よ
い
労
働
法
体
系
書
の
決
定
版
で
す
。
先
生
に
は
、
こ
れ
と
は
ま
た
異
な
る
体
系
書
と
し
て
『
雇
用
社
会
の
法
』

（
有
斐
閣
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
労
働
法
学
を
他
の
労
働
関
係
諸
科
学
の
人
た
ち
に
も
通
じ
る
言
葉
で
書
い
て
い
た

だ
い
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
体
系
書
で
、
法
律
以
外
の
労
働
関
係
者
、
人
事
実
務
家
な
ど
か
ら
大
変
歓
迎
さ
れ
た
本
で

す
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
、
体
系
書
「
菅
野
・
労
働
法
」
で
す
が
、
こ
れ
は
一
九
八
五
年
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
が
最

初
に
法
学
部
の
労
働
法
を
担
当
さ
れ
た
の
は
一
九
八
〇
年
度
、
そ
の
第
一
回
目
の
講
義
を
聴
か
れ
た
の
が
、
山
川
隆

一
先
生
で
す
。
私
が
聴
講
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
一
九
八
一
年
度
の
第
二
回
目
の
講
義
で
す
。
そ
の
と
き
の
先
生

の
講
義
ノ
ー
ト
は
大
事
に
と
っ
て
あ
る
の
で
す
が
、
先
生
の
弘
文
堂
の
本
が
出
た
後
に
、
し
ば
ら
く
し
て
ノ
ー
ト
を

見
て
び
っ
く
り
し
た
の
は
、
も
う
第
二
回
目
の
講
義
の
と
き
に
、
ほ
ぼ
あ
の
教
科
書
が
で
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
に
は
大
変
驚
き
ま
し
た
。
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菅
野　

法
学
部
の
講
義
を
始
め
る
前
に
十
年
近
く
、
経
済
学
部
で
講
義
し
て
い
ま
し
た
か
ら
。
経
済
学
部
で
は
一
九

七
三
年
か
ら
非
常
勤
講
師
と
し
て
講
義
を
始
め
た
。
法
学
部
で
の
処
女
講
義
が
一
九
八
〇
年
で
す
が
、
こ
の
経
済
学

部
の
講
義
で
、
一
応
、
体
系
が
で
き
て
い
た
こ
と
は
で
き
て
い
た
の
で
す
。
あ
の
と
き
の
経
済
学
部
の
講
義
に
出
て

い
た
学
生
は
五
十
人
く
ら
い
で
、
真
面
目
な
学
生
が
多
く
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
学
生
は
偉
い
と
思
っ
た
の
は
、
法

律
学
そ
の
も
の
を
教
え
た
の
で
す
が
、
一
生
懸
命
聴
い
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
筑
波
大
学
で
一
九
七
七
年
と
一
九
八
〇
年
、
名
古
屋
大
学
で
一
九
八
一
年
と
一
九
八
二
年
、
そ
れ
ぞ

れ
集
中
講
義
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
。

荒
木　

そ
う
す
る
と
、
経
済
学
部
な
ど
で
の
非
常
勤
の
と
き
か
ら
、
あ
の
よ
う
な
講
義
を
な
さ
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

菅
野　

い
や
い
や
、
や
っ
ぱ
り
密
度
も
広
さ
も
全
然
違
う
。
そ
も
そ
も
法
学
部
の
二
五
番
教
室＊
の
講
義
と
い
う
の
は

雰
囲
気
が
全
然
違
い
ま
し
た
ね
。
三
〇
〇
人
か
ら
四
〇
〇
人
く
ら
い
の
学
生
が
一
心
不
乱
に
聴
い
て
、
こ
っ
ち
が
自

信
の
な
い
こ
と
を
言
う
と
フ
ッ
と
反
応
す
る
か
ら
、
す
ご
い
で
す
よ
ね
。
一
一
〇
分
授
業
を
や
る
と
へ
と
へ
と
に
な

っ
た
。

　

一
年
目
と
か
二
年
目
は
本
当
に
全
身
全
霊
で
や
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
最
初
の
年
は
争
議
行
為
の
と
こ
ろ
が
や

れ
な
く
て
手
書
き
の
プ
リ
ン
ト
を
出
し
た
の
で
す
が
、
助
手
論
文
（「
違
法
争
議
行
為
に
お
け
る
団
体
責
任
と
個
人
責
任
」）

や
『
争
議
行
為
と
損
害
賠
償
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
な
ど
で
蓄
積
し
て
い
た
い
ち
ば
ん
得
意
の
分
野
で

す
か
ら
、
す
っ
と
書
け
た
の
で
す
。
そ
の
手
書
き
原
稿
を
清
書
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
ま
ま
出
し
た
の
で
す
。
そ
れ
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を
二
年
目
か
ら
ち
ょ
っ
と
変
え
て
い
っ
た
け
れ
ど
も
、
考
え
方
自
体
は
そ
こ
で
で
き
て
い
た
の
で
す
。

荒
木　

私
、
二
回
目
の
講
義
で
し
た
け
ど
、
争
議
行
為
の
部
分
は
講
義
で
は
な
さ
ら
な
か
っ
た
で
す
ね
。
争
議
行
為

に
つ
い
て
は
東
京
大
学
出
版
会
教
材
部
の
プ
リ
ン
ト
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
で
講
義
で
は
割
愛
さ
れ
た
の

で
す
。

菅
野　

そ
う
で
す
か
。
で
は
、
二
年
目
ま
で
そ
う
な
の
で
す
ね
。
で
も
、
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
『
労
働

法
』
に
入
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
争
議
行
為
の
と
こ
ろ
は
助
手
時
代
か
ら
必
死
に
勉
強
し
て
い
た
の
で
、
本
当
は
い

ち
ば
ん
講
義
し
た
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
プ
リ
ン
ト
に
譲
り
ま
し
た
。
法
学
部
の
講
義
で
は
、
そ
れ
以
外
の
諸
々
の

分
野
に
つ
き
考
え
て
自
説
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
団
体
交
渉
の
意
義
と
か
不
当
労
働
行
為
の
司
法

救
済
な
ど
は
、
こ
の
と
き
つ
く
っ
た
考
え
方
が
、『
労
働
法
』
に
そ
の
ま
ま
入
り
ま
し
た
ね
。

四
十
代
前
半
で
の
出
版

荒
木　

こ
の
本
が
出
た
と
き
は
、
全
国
の
労
働
法
学
者
を
、
こ
れ
で
も
う
教
科
書
は
書
け
な
く
な
っ
た
と
暗
澹
た
る

気
持
ち
に
さ
せ
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。

菅
野　

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
と
に
か
く
、
ま
だ
四
二
歳
で
し
た
か
ら
、
そ
ん
な
に
早
く
出
し
て
い
い
の

か
と
い
う
こ
と
は
誰
か
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
に
早
く
自
分
の
考
え
方
を
固
め
て
し
ま
う
と
、
困
る
ぞ
と
か
言

わ
れ
た
。
石
川
吉
右
衞
門
先
生
の
『
労
働
組
合
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）
の
手
伝
い
を
し
て
、
注
な
ん
か
だ
い
た
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第
4
章　
労
働
政
策
へ
の
関
わ
り



1　
労
働
時
間
法
制

労
働
時
間
法
の
解
釈
問
題

荒
木　

次
に
、
先
生
の
労
働
政
策
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
伺
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
最
初
に
、
労
働
時
間
法
制
を
取
り

上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
労
働
時
間
法
に
つ
い
て
は
、
解
釈
論
と
し
て
の
取
組
み
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

菅
野　

こ
の
後
に
詳
し
く
出
て
き
ま
す
が
、
一
九
八
二
年
に
労
働
省
（
当
時
）
の
労
働
基
準
局
で
労
働
基
準
法
研
究

会
（
労
働
大
臣
の
私
的
諮
問
機
関
）
の
中
に
三
つ
の
部
会
が
組
織
さ
れ
、
私
は
そ
の
う
ち
の
労
働
時
間
部
会
に
入
っ
て

一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
の
労
働
基
準
法
改
正
に
流
れ
込
む
検
討
を
行
っ
た
の
で
す
。
そ
の
頃
か
ら
労
働
時
間
の

問
題
を
い
ろ
い
ろ
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
、
現
行
法
の
労
働
時
間
に
関
す
る
規
定
も
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
問

題
が
あ
る
の
だ
な
と
実
感
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
ら
の
検
討
を
一
人
で
は
や
れ
な
い
か
ら
、
渡
辺
章
さ
ん
と
二
人
で
、「
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
あ
た
り
で
討
論
会
か

何
か
を
や
ろ
う
か
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
誰
に
入
っ
て
も
ら
お
う
か
と
い
う
話
で
、
関
西
か
ら
安
枝
英
訷
さ
ん

（
元
同
志
社
大
学
教
授
）
が
労
働
時
間
を
や
っ
て
い
る
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
研
究
者
で
は
な
い
か
と
。
そ
れ
か
ら
、
プ
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ロ
レ
ー
バ
ー
の
人
た
ち
の
中
か
ら
誰
か
入
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
山
本
吉
人
先
生
に
入
っ
て
も
ら

う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
山
本
先
生
は
総
合
労
働
研
究
所
の
実
務
セ
ミ
ナ
ー
等
を
や
り
な
が
ら
実
務
界
の
人
た
ち
と
付

き
合
っ
て
い
た
か
ら
と
て
も
現
場
感
覚
が
あ
り
ま
し
た
。
有
斐
閣
の
編
集
者
だ
っ
た
大
橋
將
さ
ん
が
仲
立
ち
を
し
て

く
れ
た
り
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
れ
た
。
こ
う
し
て
、
ま
ず
は
一
九
八
五
年
か
ら
八
六
年
に
か
け
て
一
一
回
の
連

載
で
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
の
座
談
会
（「
セ
ミ
ナ
ー
労
働
時
間
法
の
焦
点
」）
を
行
っ
て
、
労
働
時
間
を
め
ぐ
る
解
釈
問
題
を

順
次
議
論
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

ま
ず
は
労
働
時
間
の
法
的
概
念
か
ら
入
っ
て
、
労
働
時
間
と
は
何
か
、
い
か
に
定
義
す
べ
き
か
、
何
が
中
心
的
な

基
準
な
の
か
、
等
を
論
じ
た
後
、
裁
判
例
と
な
っ
て
い
る
様
々
な
具
体
的
問
題
、
た
と
え
ば
始
業
前
の
準
備
活
動
や

終
業
後
の
後
片
づ
け
活
動
の
取
扱
い
、
休
憩
時
間
と
手
待
時
間
の
違
い
な
ど
を
裁
判
例
に
即
し
て
検
討
し
ま
し
た
。

次
い
で
、
事
業
場
外
労
働
の
み
な
し
制
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
・
時
間
外
・
休
日
労
働
、
変
形
労
働
時
間
制
を
め
ぐ

る
諸
問
題
等
々
を
検
討
し
、
最
後
に
年
次
有
給
休
暇
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
上
の
問
題
、
特
に
時
季
変
更
権
行
使
の
要

件
の
問
題
を
一
つ
ひ
と
つ
取
り
上
げ
て
議
論
を
し
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
を
し
て
い
く
と
、
労
働
時
間
と
い
う
の
は
法

解
釈
の
問
題
と
し
て
な
か
な
か
面
白
い
も
の
だ
な
と
実
感
す
る
と
と
も
に
、
労
働
時
間
の
諸
問
題
は
、
な
か
な
か
解

釈
で
は
や
り
き
れ
な
く
て
、
結
局
、
立
法
問
題
に
帰
着
す
る
よ
ね
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
の
一
一
回
の
連
載
は
、
さ
ら
に
四
人
で
整
理
し
て
単
行
本
と
し
ま
し
た
（『
セ
ミ
ナ
ー
労
働
時
間
法

の
焦
点
』〔
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
〕）。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
、
労
働
時
間
法
に
つ
い
て
は
、
山
本
、
渡
辺
（
章
）、
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安
枝
、
菅
野
の
四
人
は
と
て
も
い
い
研
究
仲
間
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
山
本
先
生
が
籾
井
常
喜
先
生

な
ど
私
が
そ
れ
ま
で
な
か
な
か
打
ち
解
け
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
プ
ロ
レ
ー
バ
ー
の
方
々
と
の
橋
渡
し
を
し
て
く
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
副
産
物
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
私
は
労
働
法
学
会
の
理
事
会
に
出
て
も
孤
立

状
態
で
し
た
が
、
山
本
先
生
の
橋
渡
し
の
お
か
げ
で
雰
囲
気
が
だ
ん
だ
ん
和
ら
い
で
い
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
大
き

か
っ
た
で
す
。
山
本
先
生
は
酒
席
で
は
ビ
ー
ル
し
か
飲
ま
な
い
。
ビ
ー
ル
を
際
限
な
く
飲
ん
で
は
た
ば
こ
を
く
ゆ
ら

し
て
人
を
煙
に
巻
い
た
よ
う
な
話
を
さ
れ
る
面
白
い
方
で
し
た
。

岩
村　

学
説
史
的
に
見
る
と
、
一
九
八
七
年
の
労
働
基
準
法
改
正
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
労
働
時
間
法
の
セ
ミ
ナ
ー

で
労
働
時
間
を
め
ぐ
る
法
解
釈
上
の
諸
問
題
が
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
た
ぶ
ん
、
労
働
法

研
究
の
ひ
と
つ
の
転
機
を
な
し
て
い
る
の
か
な
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
は
先
ほ
ど
お
話
し
に
な
っ
て

い
た
、
公
共
部
門
の
争
議
権
の
問
題
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
以
前
だ
と
、
民
間
部
門
で
の
争
議
行
為
の
正
当
性
の
限
界

の
問
題
で
あ
る
と
か
、
要
す
る
に
集
団
的
労
働
法
が
い
わ
ば
中
心
で
あ
っ
て
、
教
科
書
や
何
か
を
見
て
も
労
働
基
準

法
に
つ
い
て
は
『
法
律
学
全
集
』
で
有
泉
亨
先
生
の
労
働
基
準
法
の
本
が
あ
る
ぐ
ら
い
と
い
う
状
況
で
し
た
。
労
働

基
準
法
の
条
文
を
め
ぐ
る
解
釈
論
が
大
々
的
に
展
開
さ
れ
る
と
か
、
労
働
憲
章
、
賃
金
支
払
の
諸
原
則
、
労
働
時
間
、

労
災
補
償
と
い
っ
た
同
法
の
主
題
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
多
面
的
に
拾
い
上
げ
て
緻
密
に
議
論
を
し
て
解
釈

を
考
え
る
と
い
う
試
み
は
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
我
々
も
、
労
働
時
間
の
条
文
に
こ
ん
な
に
た
く
さ

ん
の
解
釈
問
題
が
あ
る
な
ど
と
い
う
の
は
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
頃
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
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菅
野　

そ
れ
ま
で
は
、
青
木
宗
也
先
生
（
元
法
政
大
学
名
誉
教
授
）
や
山
本
先
生
が
労
働
組
合
の
法
律
相
談
を
す
る
中

で
考
え
つ
い
た
も
の
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
組
合
の
相
談
相
手
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
先
生
方
だ
け
が
扱
っ
て
い
た

分
野
で
す
ね
。
石
川
吉
右
衞
門
先
生
の
講
義
な
ど
で
は
、
何
も
出
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
ほ
か
有
泉
先
生
の
本
に
基

本
的
な
も
の
が
出
て
き
て
い
た
く
ら
い
で
し
ょ
う
。
萩
澤
清
彦
先
生
の
『
八
時
間
労
働
制
』
と
い
う
本
が
有
斐
閣
双

書
と
し
て
一
九
六
六
年
に
出
た
と
き
に
は
、
私
は
、
あ
あ
、
労
働
時
間
法
で
こ
ん
な
格
調
高
い
基
本
書
が
書
け
る
の

か
と
思
い
、
名
著
だ
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
あ
の
本
で
は
、
私
た
ち
が
論
じ
た
解
釈
問
題
は
そ
ん
な
に
論
じ
ら
れ
て

い
な
い
。
私
た
ち
の
議
論
は
、
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
い
う
解
釈
論
上
の
遊
び
み
た
い
な
も
の
で
し
た

が
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
分
野
だ
と
い
う
の
は
我
々
に
も
ひ
と
つ
の
発
見
で
し
た
。
こ
れ
が
、
荒
木
さ
ん
の
大

論
文
（『
労
働
時
間
の
法
的
構
造
』〔
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
〕）
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
か
ら
。

荒
木　
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
の
こ
の
四
人
組
の
掲
載
が
始
ま
っ
た
の
は
一
九
八
五
年
で
す
が
、
私
は
一
九
八
三
年
に
研

究
室
に
入
っ
て
、
先
生
か
ら
労
働
時
間
を
や
り
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
の
で
、
そ
の
前
か
ら
先
生
は
、
き
っ
と
労
働
時

間
と
い
う
の
が
次
の
テ
ー
マ
に
な
り
う
る
と
思
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
よ
ね
。

菅
野　

そ
う
で
す
ね
。

荒
木　

一
九
七
〇
年
代
か
ら
労
働
時
間
短
縮
の
政
策
論
が
始
ま
っ
て
、
一
九
八
二
年
に
労
働
基
準
法
研
究
会
で
労
働

時
間
部
会
が
立
ち
上
が
っ
て
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
た
ぶ
ん
、
一
九
七
〇
年
代
の
後
半
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け

て
、
も
う
先
生
と
し
て
は
お
そ
ら
く
労
働
時
間
に
相
当
注
目
さ
れ
て
い
た
の
だ
な
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

第 4章　労働政策への関わり　─　120



第
5
章　
労
働
委
員
会
で
の
労
使
紛
争
処
理



1　
都
労
委
で
の
紛
争
解
決
実
務

岩
村　

す
で
に
少
し
伺
い
ま
し
た
が
（
↓
一
〇
九
頁
）、
労
働
委
員
会
公
益
委
員
の
実
務
上
の
ご
経
験
に
つ
い
て
正
面

か
ら
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
生
は
最
初
が
一
九
八
三
年
五
月
か
ら
一
九
九
一
年
一
二
月
ま
で
、
東
京
都
労
働
委

員
会
（
都
労
委
）
の
公
益
委
員
を
な
さ
い
ま
し
て
、
そ
の
次
が
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
か
ら
二
〇
〇
二
年
一
一
月
ま

で
、
中
央
労
働
委
員
会
（
中
労
委
）
の
公
益
委
員
、
さ
ら
に
二
〇
〇
四
年
一
一
月
か
ら
二
〇
一
三
年
二
月
ま
で
、
同

じ
よ
う
に
中
労
委
の
公
益
委
員
を
さ
れ
、
特
に
後
半
の
と
き
は
部
会
長
、
さ
ら
に
は
会
長
と
い
う
ふ
う
に
ご
経
験
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
合
計
す
る
と
、
二
二
年
一
一
カ
月
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
長
き
に
わ
た
る
公
益
委
員
と
し
て
の
ご
経
験
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
だ
け
長
期
に
わ
た
る

と
、
公
益
委
員
と
し
て
扱
っ
て
こ
ら
れ
た
事
件
の
中
身
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、

ま
た
印
象
に
残
っ
て
い
る
事
件
も
お
あ
り
だ
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
都
労
委
時
代
に
つ
い
て
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

都
労
委
に
入
っ
て

菅
野　

都
労
委
は
、
石
川
吉
右
衞
門
先
生
に
四
十
歳
に
な
る
ま
で
は
労
働
委
員
会
に
は
入
る
な
と
言
わ
れ
て
い
た
の

で
、
ち
ょ
う
ど
四
十
歳
に
な
っ
た
と
き
に
入
り
ま
し
た
。
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し
か
し
、
労
働
委
員
会
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
は
、
石
川
先
生
の
話
を
年
中
聞
い
て
い
ま
し
た
し
、
科
研
費
で

い
く
つ
か
の
労
働
委
員
会
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
た
り
、
実
務
家
か
ら
座
談
会
で
話
を
聞
い
て
、
そ
れ
を
本
に
す
る

（
石
川
吉
右
衞
門
＝
萩
澤
清
彦
編
著
『
不
当
労
働
行
為
制
度
の
実
際
』〔
日
本
労
働
協
会
、
一
九
八
〇
年
〕）
と
い
っ
た
こ
と
を
や
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
ど
お
り
と
い
う
か
、
違
和
感
は
な
く
入
り
込
め
た
の
で
す
。

　

こ
の
頃
の
都
労
委
は
複
数
組
合
併
存
企
業
に
お
け
る
少
数
組
合
に
対
す
る
賃
金
差
別
事
件
が
重
く
の
し
か
か
っ
て

い
ま
し
た
。
大
企
業
に
お
い
て
会
社
に
協
力
す
る
多
数
組
合
と
、
会
社
と
対
立
す
る
少
数
組
合
と
が
併
存
す
る
中
で
、

少
数
組
合
の
組
合
員
に
対
す
る
職
能
資
格
の
昇
格
差
別
、
毎
年
の
定
期
昇
給
あ
る
い
は
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
配
分
に
お

け
る
査
定
差
別
、
そ
し
て
賞
与
の
査
定
差
別
が
行
わ
れ
た
と
申
し
立
て
ら
れ
る
不
当
労
働
行
為
事
件
が
毎
年
毎
年
累

積
し
て
い
く
と
い
う
状
況
で
し
た
。
そ
の
頃
は
、
か
つ
て
の
労
働
運
動
に
お
い
て
主
流
で
あ
っ
た
労
使
対
決
型
の
労

働
組
合
運
動
が
、
少
数
組
合
化
な
い
し
組
合
内
の
少
数
勢
力
化
し
て
残
っ
て
い
る
企
業
が
、
組
合
の
あ
る
企
業
の
お

そ
ら
く
一
、
二
割
く
ら
い
で
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
わ
り
と
特
定
さ
れ
た
企
業
の
事
件
が
、
毎
年
毎
年
各
地
の
労
働

委
員
会
に
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

私
も
こ
う
い
う
事
件
を
相
当
数
受
け
持
ち
ま
し
た
。
こ
の
種
の
事
件
は
、
多
数
の
申
立
人
の
何
年
間
に
も
わ
た
る

昇
給
、
賞
与
、
昇
格
に
関
す
る
人
事
評
価
の
差
別
性
を
同
期
同
学
歴
者
と
の
比
較
に
お
い
て
争
う
も
の
で
あ
り
、
企

業
は
評
価
資
料
を
提
出
し
ま
せ
ん
の
で
、
審
理
は
困
難
を
極
め
ま
す
。
私
は
、
都
労
委
係
属
中
の
そ
の
種
の
事
件
の

中
で
も
最
も
大
型
の
も
の
を
都
労
委
委
員
に
な
っ
て
す
ぐ
に
受
け
持
ち
ま
し
て
、
そ
の
と
き
に
は
、
証
人
尋
問
の
た
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め
の
、
三
十
回
目
く
ら
い
の
審
問
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
最
初
に
、
こ
れ
ま
で
こ
の
よ
う
な
主
張

立
証
を
行
っ
た
と
い
う
審
査
経
過
の
要
約
み
た
い
な
弁
論
を
双
方
か
ら
聞
い
て
、
審
問
を
続
け
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
事
件
は
、
と
て
も
和
解
な
ど
で
き
る
よ
う
な
雰
囲
気
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
二
年
後
く
ら
い
に
命
令
を
出
し

ま
し
た
。
こ
の
命
令
が
お
そ
ら
く
今
ま
で
の
労
働
委
員
会
史
上
、
最
長
の
命
令
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

が
、
都
労
委
の
職
員
は
優
秀
で
私
を
十
分
に
助
け
て
く
れ
ま
し
た
の
で
、
不
当
労
働
行
為
の
成
立
を
認
め
る
大
命
令

を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
事
件
は
中
労
委
へ
の
再
審
査
申
立
て
と
な
り
、
結
局
、
ず
っ
と
後
に

中
労
委
で
和
解
が
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
私
が
出
し
た
命
令
で
い
ち
ば
ん
よ
く
覚
え
て
い
る
の
は
、
実
は
、
申
立
て
段
階
か
ら
担
当
し
た
事
件
と

し
て
は
最
初
の
も
の
で
あ
る
、
あ
る
特
殊
法
人
の
給
与
引
上
げ
交
渉
を
め
ぐ
る
事
件
で
す
。
特
殊
法
人
は
給
与
総
額

制
度
で
し
て
、
あ
の
頃
は
公
務
員
は
人
事
院
勧
告
で
毎
年
給
与
引
上
げ
を
し
て
い
る
の
に
、
特
殊
法
人
職
員
は
給
与

引
上
げ
分
の
な
い
総
額
人
件
費
が
予
算
で
決
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
法
人
と
し
て
は
組
合
の
給
与
引

上
げ
要
求
に
対
し
予
算
上
有
額
回
答
が
で
き
ず
、
公
務
員
給
与
の
引
上
げ
が
決
ま
っ
た
後
に
そ
れ
に
基
本
的
に
従
い

つ
つ
様
々
な
や
り
く
り
を
し
た
対
応
を
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
対
応
を
組
合
が
支
配
介
入
だ
と
し
て
申

し
立
て
た
事
件
で
す
。
こ
の
種
の
事
件
は
、
政
治
的
理
由
で
和
解
も
で
き
な
い
の
で
、
命
令
を
書
き
ま
し
た
が
、
大

変
苦
労
し
ま
し
た
。
そ
の
事
件
は
中
労
委
へ
再
審
査
申
立
て
が
な
さ
れ
、
中
労
委
の
命
令
が
二
、
三
年
後
に
出
た
の

で
す
が
、
再
審
査
申
立
て
を
棄
却
す
る
、
理
由
と
し
て
は
都
労
委
の
命
令
を
こ
こ
に
全
文
引
用
す
る
、
と
の
一
行
だ
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け
で
し
た
。
お
そ
ら
く
中
労
委
も
困
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

こ
の
事
件
の
組
合
側
の
弁
護
士
は
現
在
は
労
働
弁
護
団
の
大
御
所
と
な
っ
た
某
先
生
で
、
私
は
最
初
の
調
査
で
思

わ
ず
本
件
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
不
当
労
働
行
為
な
の
で
す
か
と
聞
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、

そ
の
先
生
は
、
少
し
も
怒
ら
ず
、
懇
切
な
説
明
を
試
み
ら
れ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

和
解
は
、
名
う
て
の
労
使
委
員
が
い
ま
し
た
か
ら
、
大
い
に
助
け
ら
れ
て
ず
い
ぶ
ん
や
り
ま
し
た
。
特
に
、
兵
藤

傳
さ
ん
（
住
友
重
機
械
工
業
副
社
長
）
な
ぞ
は
「
先
生
、
こ
こ
ま
で
や
り
ま
し
た
か
ら
、
こ
う
言
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
、

ち
ゃ
ん
と
コ
ー
チ
し
て
く
れ
て
、
そ
の
と
お
り
に
動
け
ば
い
い
よ
う
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
学
習
段
階
で
感
じ
た
の
は
、
学
者
と
い
う
の
は
不
当
労
働
行
為
と
は
何
か
に
つ
い
て
理
論
的
に
は
わ
か

っ
て
い
る
の
で
す
が
、
で
も
、
和
解
を
ど
の
よ
う
に
や
る
か
に
つ
い
て
は
何
も
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
特
に
難
し

い
と
思
っ
た
の
は
、
最
後
の
和
解
金
額
で
し
て
、
我
々
は
悲
し
い
か
な
貧
乏
学
者
な
の
で
、
考
え
る
落
と
し
所
が
だ

い
た
い
の
場
合
低
い
の
で
す
。
企
業
は
さ
ん
ざ
ん
渋
い
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
最
後
に
は
ボ
ー
ン
と
出
す
で
し
ょ
う
。

こ
の
感
覚
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
事
件
で
使
用
者
委
員
に
、「
先
生
、
ど
の
く
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
言

わ
れ
た
か
ら
、「
ま
あ
、
こ
の
く
ら
い
か
な
」
と
言
っ
た
ら
、「
先
生
、
そ
れ
は
一
桁
違
い
ま
す
」
と
言
わ
れ
て
、
愕

然
と
し
ま
し
た
。
こ
の
難
し
さ
は
、
中
労
委
の
最
後
ま
で
引
き
ず
り
ま
し
た
。
逆
に
言
う
と
、
公
労
使
委
員
が
そ
れ

ぞ
れ
に
強
み
を
発
揮
す
る
三
者
構
成
の
良
さ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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