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一
　
は
し
が
き

　
一
　
四
月
は
、
毎
年
多
数
の
青
年
が
新
た
に
法
学
に
志
し
て
そ
の
門
に
入
っ
て
く
る
月
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
青
年
に
、
法
学
が
学
問
と
し
て
一
体
ど
う
い
う
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
多
少
の
予
備

知
識
を
与
え
る
の
が
、
こ
の
文
章
の
目
的
で
あ
る
。

　
無
論
、
本
当
の
こ
と
は
、
入
門
後
自
ら
こ
の
学
問
と
取
り
組
ん
で
相
当
苦
労
し
た
上
で
な
け
れ
ば
わ
か

ら
な
い
。
や
か
ま
し
く
言
う
と
、
法
学
の
科
学
的
本
質
如
何
と
い
う
よ
う
な
根
本
的
の
問
題
は
、
勉
強
し

て
み
れ
ば
み
る
ほ
ど
か
え
っ
て
わ
か
ら
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
む
ず
か
し
い
問
題
で
、
現
に
法
学
の

第
一
線
に
立
っ
て
い
る
学
者
に
聴
い
て
み
て
も
、
恐
ら
く
そ
の
答
は
か
な
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
ほ
ど
の
難
問
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
む
ず
か
し
い
理
論
を
頭
か
ら
入
門
者
に
説
こ
う
と
す

る
意
思
は
少
し
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敢
え
て
こ
こ
に
こ
の
文
章
を
書
こ
う
と
す

る
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
二
　
お
よ
そ
学
問
に
入
る
入
口
で
、
今
こ
れ
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
学
問
が
大
体
ど
う
い
う
学
問
で
あ
る

か
に
つ
い
て
一
応
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
学
習
の
能
率
を
上
げ
る
の
に
役
立
つ
こ
と
は
、
我
々
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が
子
供
の
時
か
ら
の
経
験
で
よ
く
知
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
知
識
を
持
た
な
い
た
め
に
無
用
な
苦
労
を
し

た
経
験
を
持
つ
人
は
、
非
常
に
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
私
自
ら
が
中
学
四
年
の
時
に
初
め

て
三
角
術
を
教
え
ら
れ
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
る
と
、
こ
れ
が
算
術
は
も
と
よ
り
幾
何
学
に
比
べ

て
も
非
常
に
む
ず
か
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
後
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
む
ず
か
し
か

っ
た
主
な
原
因
は
、
先
生
が
、
講
義
の
入
口
で
こ
の
学
問
が
一
体
ど
う
い
う
目
的
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か

を
全
く
教
え
ず
に
、
頭
か
ら
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
教
え
込
も
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
後
中
学
の
数
学
教
育
も
非
常
に
改
善
さ
れ
て
、
今
で
は
こ
う
し
た
弊
害
は
大
体
取
り
除
か
れ
た

よ
う
に
聞
い
て
い
る
か
ら
、
今
の
青
年
諸
君
に
こ
う
し
た
経
験
を
語
っ
て
も
、
あ
る
い
は
十
分
に
わ
か
っ

て
も
ら
え
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
類
似
の
経
験
は
多
少
と
も
す
べ
て
の
人
が
持
っ
て
い
る
と
思
う
。

と
も
か
く
、
今
自
ら
が
学
び
つ
つ
あ
る
学
問
が
一
体
何
を
目
的
と
し
て
い
る
の
か
全
く
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、

結
局
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
暗
記
す
る
よ
り
ほ
か
に
学
習
の
方
法
は
な
い
の
だ
か
ら
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も

な
か
な
か
学
問
そ
の
も
の
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
大
学
の
教
育
は
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
理
科
や
医
科
の
よ
う
な
自
然
科
学
系
統
の
学

部
は
も
と
よ
り
文
学
部
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
大
体
そ
こ
に
入
学
し
て
く
る
学
生
は
、
初
め
か
ら
そ
の

学
ぼ
う
と
す
る
学
問
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
常
識
程
度
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
よ
う
に
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思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
法
学
に
志
し
て
法
学
部
に
入
っ
て
く
る
学
生
の
場
合
は
、
一
般
に
事
情
が
著
し

く
違
う
よ
う
に
思
う
。
私
な
ど
は
、
父
が
長
年
司
法
官
を
し
て
い
た
関
係
上
、
普
通
一
般
の
学
生
に
比
べ

れ
ば
か
な
り
法
学
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
を
持
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
さ
え
、
い
よ
い
よ
入
学

し
て
み
る
と
甚
だ
腑
に
落
ち
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
ど
う
も
自
分
が
予
期
し
た
も
の
と
は
大
分
違
っ
た
学

問
を
教
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
甚
だ
取
っ
付
き
が
悪
い
。
仕
方
が
な
い
か
ら
先
生
の
講
義
す

る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
ノ
ー
ト
す
る
こ
と
は
し
た
も
の
の
、
当
分
の
間
は
五
里
霧
中
で
、
何
の
た
め
に
講
義

を
聴
く
の
だ
か
、
全
く
見
当
が
つ
か
な
い
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
い
う
次
第
だ
か
ら
、
私
ほ
ど
も
予
備
知
識
を
持
た
な
い
普
通
一
般
の
学
生
の
迷
惑
は
、
恐
ら
く
非

常
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
で
も
、
と
も
か
く
大
学
を
出
さ
え
す
れ
ば
官
吏
に
も
な
れ
る
、

一
流
会
社
に
も
採
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
っ
た
か
ら
、
わ
か
ろ
う
が
わ
か
る
ま
い
が
一
生

懸
命
に
ノ
ー
ト
を
と
っ
て
受
験
の
材
料
を
こ
し
ら
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
う
ち
に

少
し
心
掛
け
よ
く
本
式
に
勉
強
し
た
者
は
、
い
つ
と
は
な
し
に
段
々
と
法
学
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
し
て
、

自
然
学
習
に
興
味
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
も
な
る
。
し
か
し
私
の
知
っ
て
い
る
限
り
、
か
な
り
多
数
の
学

生
は
、
卒
業
す
る
ま
で
何
の
た
め
に
法
学
を
学
ん
で
い
る
か
を
呑
み
込
む
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
平

素
は
ノ
ー
ト
を
作
る
こ
と
に
の
み
苦
労
し
、
試
験
期
に
な
れ
ば
そ
れ
を
丸
暗
記
す
る
こ
と
に
苦
労
し
た
の
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が
、
そ
の
頃
の
実
情
で
あ
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
法
学
部
に
入
っ
て
く
る
学
生
の
こ
と
だ
か
ら
、
彼
ら
の
す
べ
て
が
初
め
か
ら
法
学
に
多
少

と
も
興
味
を
持
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
思
う
の
が
そ
も
そ
も
の
間
違
い
で
、
学
生
の
多
数
は
、
法
学
に

志
し
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
単
に
法
学
部
を
卒
業
す
る
こ
と
、
そ
し
て
で
き
れ
ば
な
る
べ
く
良
い
成

績
で
卒
業
す
る
こ
と
を
志
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
学
問
そ
の
も
の
は
ど
う
で

も
よ
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
卒
業
後
司
法
官
や
弁
護
士
の
よ
う
な
法
律
関
係
の
職
業
に
向
お
う
と
す
る

少
数
の
学
生
以
外
の
者
に
と
っ
て
は
、
学
問
は
要
す
る
に
受
験
の
具
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
私
が
そ
の

後
大
学
に
在
職
し
て
い
る
間
に
高
文
試
験
制
度
が
変
っ
て
法
律
関
係
の
試
験
科
目
が
減
る
と
、
そ
れ
を
機

会
に
法
律
学
科
の
学
生
が
急
に
減
っ
て
　
　
法
学
科
目
の
少
な
い
　
　
政
治
学
科
の
学
生
が
激
増
し
た
る

が
ご
と
き
は
、
ま
さ
に
こ
の
傾
向
を
如
実
に
反
映
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
だ
か
ら
、
当
時
我
々
は
、
ド
イ
ツ
の
或
る
学
者
が
法
学
は
要
す
る
に
「
パ
ン
の
学
問
」B

rotw
issensch

aft 

に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
た
と
い
う
説
を
聞
い
て
も
、
深
く
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
と
も
し
な
か
っ

た
。
ま
た
、
卒
業
後
官
庁
や
会
社
に
入
っ
て
相
当
出
世
し
た
先
輩
た
ち
の
、
「
大
学
で
習
っ
た
こ
と
そ
れ

自
身
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
、
習
っ
た
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
頃
に
な
っ
て
初
め
て
一
人

前
の
役
人
な
り
会
社
員
に
な
れ
る
の
だ
」
と
い
う
よ
う
な
話
を
聞
い
て
も
、
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
も
の
か
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な
と
感
心
す
る
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
、
深
く
そ
の
訳
を
考
え
て
み
る
気
さ
え
起
さ
な
か
っ
た
よ
う
な
次
第
で

あ
っ
た
。
今
か
ら
考
え
れ
ば
　
　
後
に
記
す
よ
う
に
　
　
、
こ
の
先
輩
の
話
に
も
、
「
パ
ン
の
学
問
」
に

も
、
な
か
な
か
面
白
い
意
味
が
あ
る
の
だ
が
、
当
時
と
し
て
は
全
く
そ
う
し
た
こ
と
に
気
づ
か
な
い
の
が

実
情
で
あ
っ
た
。

　
そ
う
い
う
事
情
で
あ
っ
た
か
ら
、
法
学
部
の
講
義
の
中
心
を
な
し
て
い
た
憲
法
と
か
民
法
と
か
い
う
よ

う
な
も
の
は
、
要
す
る
に
、
現
行
法
制
を
説
明
し
て
そ
の
知
識
を
与
え
る
の
が
目
的
で
あ
る
と
学
生
一
般

は
考
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
講
義
を
通
し
て
法
学
的
な
も
の
の
考
え
方
を
教
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

意
識
的
に
気
づ
く
よ
う
に
は
ほ
と
ん
ど
な
ら
な
か
っ
た
の
は
勿
論
、
現
行
法
の
講
義
と
同
時
に
ロ
ー
マ
法
、

法
制
史
、
法
理
学
、
外
国
法
等
の
講
義
を
与
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
と
現
行
法
の
講
義
と
の
間
に
ど
う
い
う

開
係
が
あ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
全
く
わ
か
ら
ず
、
ま
た
十
分
教
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
。
殊
に

外
国
法
の
ご
と
き
は
、
外
国
人
が
先
生
で
あ
っ
た
関
係
も
あ
っ
て
、
一
般
の
学
生
に
と
っ
て
は
甚
だ
苦
手

な
科
目
で
、
学
校
で
は
特
に
外
国
法
奨
励
の
た
め
に
成
績
の
良
い
者
に
は
賞
金
を
く
れ
た
り
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
こ
の
科
目
も
、
暗
記
の
対
象
で
あ
る
以
上
に
は
ほ
と
ん
ど
何
ら
の
教
育
価
値
も
な

か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
私
は
終
戦
後
大
学
教
育
を
離
れ
て
か
ら
既
に
五
年
以
上
を
経
て
い
る
の
で
、
今
の
法
学
部
で
一
般
に
ど
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う
い
う
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
何
ら
の
具
体
的
知
識
も
持
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、

こ
の
ご
ろ
の
学
生
の
素
養
や
学
習
態
度
等
に
つ
い
て
も
、
全
く
無
知
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
よ
そ
法
学

が
学
問
と
し
て
ど
う
い
う
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
を
今
で
も
多
く
の
学
生
は
知
っ
て
お
ら
ず
、
何
と

は
な
し
に
法
学
部
に
入
学
し
て
、
た
だ
卒
業
す
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
る
人
が
、
非
常
に
多
い
の
で
は

な
い
か
と
私
は
想
像
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
学
生
に
、
多
少
法
学
と
法
学
教
育
の
真
の
目
的
が
ど
こ
に
あ

る
か
を
教
え
よ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
文
章
を
書
く
目
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
　
近
代
社
会
が
法
学
的
訓
練
を
受
け
た
人
間
を
必
要
と
す
る
理
由

　
三
　
大
学
に
入
学
し
て
く
る
青
年
は
、
す
べ
て
結
局
は
職
を
求
め
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ

で
は
な
い
と
思
う
。
し
か
ら
ば
、
職
を
求
め
る
た
め
に
大
学
教
育
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
ま
た
、
少
な
く

と
も
な
ぜ
役
に
立
つ
の
か
、
そ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
、
大
学
に
お
け
る
教
育
も
し
く
は
学
習
の
目
的

を
理
解
す
る
た
め
に
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
殊
に
法
学
部
の
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
が
最
も
大
き
い
の

で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
従
来
こ
の
真
の
理
解
が
十
分
で
な
い
た
め
に
、
教
育
も
し
く
は
学
習
そ
の
も
の
が

著
し
く
能
率
を
害
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
私
は
考
え
て
い
る
。
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裁
判
官
や
弁
護
士
の
よ
う
な
法
律
的
職
業
に
志
す
者
が
法
学
部
に
入
学
す
る
目
的
は
大
体
わ
か
る
が
、

現
在
法
学
部
に
入
っ
て
く
る
学
生
の
す
べ
て
が
、
必
ず
し
も
裁
判
官
や
弁
護
士
に
な
り
た
が
っ
て
い
る
訳

で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
大
部
分
は
別
な
職
業
に
向
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
彼
ら
は
、

果
し
て
何
の
た
め
に
法
学
部
に
入
っ
て
く
る
の
か
。
彼
ら
が
法
学
部
に
学
び
法
学
部
を
卒
業
す
る
こ
と
が
、

な
ぜ
職
業
を
得
る
こ
と
に
役
に
立
つ
の
か
。
も
し
も
法
学
部
の
教
育
が
、
単
に
法
律
的
職
業
を
得
る
の
に

役
立
つ
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
今
の
よ
う
に
数
多
く
の
青
年
が
法
学
部
に
入
り
た
が
る
訳
は
な
い
。
ま

た
、
今
の
よ
う
に
多
数
の
学
生
を
収
容
す
る
官
公
私
立
の
法
学
部
が
沢
山
必
要
な
訳
も
わ
か
ら
な
い
。
ど

う
し
て
も
、
今
の
世
の
中
そ
れ
自
身
が
全
体
と
し
て
法
学
教
育
を
受
け
た
人
間
を
沢
山
必
要
と
す
る
よ
う

に
で
き
て
い
る
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
、
こ
の
訳
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
我
々
は
こ
の
見
地
か
ら
、
現
在
の
世
の
中
の
特
色
、
国
家
社
会
の
特
質
を
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
。
今
の
国
家
社
会
が
全
体
と
し
て
法
学
的
素
養
を
持
つ
人
間
を
沢
山
必
要
と
す
る
よ
う
に
で
き
て
い

る
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
こ
の
理
由
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
四
　
こ
の
点
で
先
ず
第
一
に
気
づ
く
こ
と
は
、
現
代
の
国
家
が
法
治
主
義
的
に
で
き
て
お
り
、
裁
判
は

も
と
よ
り
行
政
一
般
が
法
治
主
義
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
、
行
政
等
の
国
家
機
能
が
す

べ
て
法
治
の
原
理
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
運
用
に
当
る
役
人
に
法
学
的
素
養
が
必
要
な
こ

9



と
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
役
所
を
相
手
に
仕
事
を
す
る
一
般
国
民
が
、
自
然
、
法
学
的
素
養
を
必
要
と

す
る
こ
と
に
な
る
の
も
当
然
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
社
会
学
的
に
今
の
世
の
中
全
体
を
考
察
し
て
み
る
と
、
法
治
的
機
構
は
必
ず
し
も
国
家
に

の
み
限
ら
れ
て
い
な
い
。
会
社
そ
の
他
民
間
の
私
企
業
も
、
そ
の
規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
す
べ

て
法
治
的
機
構
に
よ
ら
な
け
れ
ば
秩
序
正
し
い
能
率
的
の
運
営
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
否
、
更
に

進
ん
で
考
え
れ
ば
、
資
本
主
義
的
経
営
そ
の
も
の
が
初
め
か
ら
機
械
の
よ
う
に
信
頼
し
得
る
法
律
の
存
在

を
条
件
と
し
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
や
行
政
の
よ
う
な
国
家
機
能
が
法
治
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
主
な
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
理
は
従
来
既
に
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
最
近
京
都
大
学
の
青

山
秀
夫
教
授
が
著
さ
れ
た
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
』
の
な
か
に
、
こ
の
点
が
比
較
的
手
際
よ
く
簡
単

に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
便
宜
上
以
下
に
そ
の
一
斑
を
説
明
紹
介
し
な
が
ら
、
更
に
多
少
の
補
足
を
付

け
加
え
て
み
た
い
と
思
う
（
同
書
中
特
に
「
第
四
章
近
代
社
会
の
特
徴
」
）
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
先
ず
第
一
に
、
現
代
社
会
の
特
徴
と
し
て
そ
こ
に
は
軍
隊
・
官
庁
・
企
業
・
工
場
等

の
「
大
量
成
員
団
体
」
が
多
数
存
在
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
「
組
織
の
力
」
に
よ
っ
て
、
「
機
械
の
よ

う
に
」
秩
序
正
し
く
「
合
理
的
運
営
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
一
方
で
は

10法学とは何か



学
校
と
い
う
特
殊
な
教
育
機
関
に
「
大
量
の
人
間
が
身
分
・
出
生
を
問
う
こ
と
な
く
収
容
さ
れ
、
一
定
年

限
の
間
、
専
門
的
知
識
と
規
律
に
対
す
る
服
従
能
力
と
を
集
団
的
に
教
育
・
陶
冶
さ
れ
、
や
が
て
一
定
類

型
の
専
門
的
勤
務
能
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
大
量
的
に
お
く
り
出
さ
れ
る
」
。
同
時
に
ま
た
、
か
か
る

「
専
門
的
勤
務
能
力
」
は
、
「
し
ば
し
ば
、
大
衆
が
理
解
・
習
得
で
き
、
し
か
も
内
部
に
喰
い
違
い
の
な

い
無
矛
盾
・
斉
合
的
な
体
系
（
例
え
ば
『
教
科
書
』
『
法
典
』
『
操
典
』
な
ど
）
に
編
集
さ
れ
、
教
育
は

こ
れ
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
実
際
の
勤
務
に
あ
た
っ
て
勤
務
者
が
こ
う
い
う
無
矛
盾
・
斉
合
的

な
行
為
規
範
に
し
た
が
う
こ
と
が
、
集
団
全
体
の
あ
の
「
一
糸
み
だ
れ
ぬ
」
運
営
の
基
礎
と
な
る
わ
け
で

あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
集
団
的
訓
練
を
身
に
着
け
た
専
門
的
勤
務
者
に
よ
っ
て
「
事
務
的
に
」businessli

ke 

万
事
が
秩
序
正
し
く
合
理
的
に
運
営
さ
れ
る
機
構
組
織
を
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
官
僚
制
」

と
名
づ
け
て
い
る
。

　
次
に
、
近
代
社
会
の
特
徴
で
あ
る
資
本
主
義
の
合
理
的
経
営
は
、
一
面
合
理
的
資
本
計
算
を
基
礎
と
し

て
の
み
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
同
時
に
近
代
国
家
の
行
政
・
司
法
に
お
け
る
「
官
僚
制
」
も
ま
た
、
そ
の

必
須
の
前
提
条
件
を
な
し
て
い
る
。
「
近
代
国
家
が
そ
の
「
官
僚
制
」
的
中
央
集
権
に
よ
っ
て
広
い
地
域

に
わ
た
っ
て
持
続
的
に
治
安
を
確
立
し
、
大
規
模
生
産
に
不
可
欠
な
市
場
を
形
成
す
る
こ
と
、
近
代
国
家

が
種
々
の
経
済
秩
序
（
例
え
ば
商
法
・
統
一
的
貨
幣
制
度
な
ど
）
を
創
設
・
保
証
・
維
持
す
る
こ
と
、
さ
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ら
に
ま
た
、
専
門
家
と
し
て
の
近
代
的
『
官
僚
』
が
国
家
の
計
画
的
・
合
理
的
な
経
済
政
策
（
た
と
え
ば

財
政
・
金
融
政
策
な
ど
）
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
、
な
ど
そ
の
顕
著
な
場
合
で
あ
る
」
。
そ
し
て
「
近

代
国
家
の
国
家
活
動
は
、
あ
ら
か
じ
め
国
民
に
公
示
さ
れ
た
成
文
法
秩
序
の
も
と
に
、
専
門
的
か
つ
無
私

的
な
官
僚
に
よ
っ
て
、
計
画
性
と
安
定
性
と
を
も
っ
て
執
行
さ
れ
る
」
。
か
く
し
て
国
家
活
動
が
「
偶
然

性
・
恣
意
性
を
脱
し
、
あ
ら
か
じ
め
計
算
し
う
る
（
予
見
し
う
る berechenber

）
も
の
と
な
る
」
に
よ

っ
て
、
「
企
業
は
安
心
し
て
国
家
活
動
を
そ
の
企
業
活
動
に
織
り
こ
む
こ
と
が
で
き
」
、
「
近
代
的
工
場

経
営
に
特
徴
的
な
固
定
投
資
は
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
」
。

　
以
上
の
趣
旨
を
、
法
学
的
の
立
場
か
ら
更
に
必
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
補
足
し
な
が
ら
、
綜
合
し
て
要

約
す
る
と
、
次
の
通
り
に
な
る
。

　
（
１
）
　
近
代
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
は
、
主
と
し
て
官
庁
・
企
業
等
の
「
大
量
成
員
団
体
」
に
よ
り

「
組
織
の
力
」
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
大
規
模
経
営
の
秩
序
正
し
い
機
械
の
よ
う
に
正

確
な
運
営
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
一
方
に
お
い
て
経
営
内
部
の
規
律
を
確
保
す
る
た
め
の
行
為

規
範
体
系
を
必
要
と
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
か
か
る
規
律
に
堪
え
得
る
よ
う
に
訓
練
さ
れ
た
官
僚
的

の
勤
務
者
群
を
必
要
と
す
る
。
即
ち
、
経
営
の
内
部
秩
序
そ
れ
自
身
が
極
め
て
法
律
的
で
あ
っ
て
、
す
べ

て
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
行
為
規
範
に
よ
っ
て
秩
序
正
し
く
行
動
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

12法学とは何か



　
（
２
）
　
資
本
主
義
的
経
営
が
合
理
的
資
本
計
算
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
司
法
・
行
政

等
の
国
家
機
能
も
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
法
規
範
に
従
っ
て
す
べ
て
結
果
を
予
見
し
得
る
よ
う
に
正

確
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
、
そ
れ
に
は
、
そ
の
運
営
に
当
る
官
僚
群
が
、
か
か
る
目
的
に
従
っ
て

規
律
正
し
い
活
動
を
な
し
得
る
よ
う
に
特
別
に
訓
練
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
即
ち
、
法
治
主
義
的

の
司
法
や
行
政
に
信
頼
し
て
の
み
近
代
資
本
主
義
的
の
経
営
は
可
能
で
あ
る
。

　
（
３
）
　
従
っ
て
、
団
体
と
団
体
と
の
関
係
、
人
と
人
と
の
関
係
も
、
す
べ
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ

た
法
規
範
に
よ
っ
て
「
結
果
を
予
見
し
得
る
よ
う
に
」
規
律
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
、
こ
れ
あ
る
に

よ
っ
て
の
み
、
近
代
社
会
の
基
礎
で
あ
る
自
由
主
義
的
秩
序
が
可
能
で
あ
り
、
か
か
る
法
的
保
障
あ
る
に

よ
っ
て
の
み
、
個
人
の
行
動
の
自
由
と
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
民
主
的
社
会
秩
序
と
が
成
り
立
ち
得
る
。

　
（
４
）
　
し
か
し
、
同
時
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
法
的
秩
序
は
あ
ら
か
じ
め
不
動
的

に
定
立
さ
れ
た
法
規
範
の
自
動
的
作
用
に
よ
っ
て
の
み
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
し
て
、
特
に
法
学
的
の
訓

練
を
受
け
た
専
門
家
が
そ
の
運
用
に
当
る
こ
と
が
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
精
密
な
法
規
範
体
系
を

用
意
し
て
も
、
そ
れ
の
自
動
的
作
用
の
み
で
は
法
秩
序
の
円
滑
な
運
用
を
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法

に
は
一
面
、
機
械
の
よ
う
に
正
確
な
規
整
作
用
を
行
う
非
情
的
な
面
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
法
の
特

徴
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
個
々
の
場
合
の
具
体
的
事
情
に
応
じ
て
具
体
的
に
妥
当
な
処
理
が
行
わ
れ
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な
け
れ
ば
、
全
体
と
し
て
円
滑
に
動
か
な
い
面
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
裁
判
所
は
も
と
よ
り
そ
の
他

の
官
庁
や
企
業
団
体
等
に
も
、
必
ず
か
か
る
具
体
的
処
理
を
担
当
す
る
専
門
家
が
必
要
で
あ
っ
て
、
こ
れ

あ
る
に
よ
っ
て
の
み
法
の
機
械
は
円
滑
に
動
く
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
既
定
の
法
規
範
体
系
の
単
な
る
法
字

引
で
も
な
け
れ
ば
、
見
張
人
で
も
な
い
。
法
学
的
訓
練
に
よ
っ
て
特
に
習
得
し
た
法
学
的
の
も
の
の
考
え

方
を
活
用
し
て
法
秩
序
の
円
滑
な
動
き
を
保
障
す
る
と
同
時
に
、
ひ
い
て
は
、
社
会
の
進
展
変
化
に
応
じ

て
法
秩
序
を
成
長
せ
し
め
て
ゆ
く
働
き
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
五
　
近
代
社
会
が
特
に
法
学
的
の
訓
練
を
受
け
た
人
間
を
大
量
的
に
必
要
と
す
る
の
は
、
近
代
社
会
の

か
く
の
ご
と
き
特
徴
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
そ
の
所
謂
法
学
的
訓
練
と
は
何
か
。
そ
の
意
味
が

一
般
に
十
分
理
解
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
法
学
教
育
の
目
的
も
ハ
ッ
キ
リ
せ
ず
、
法
学
部
卒
業
生
の
い
か

な
る
能
力
が
　
　
例
え
ば
会
社
な
ど
で
も
　
　
特
に
役
に
立
つ
の
か
が
、
一
般
に
正
し
く
理
解
さ
れ
な
い

の
で
あ
る
。

　
単
に
学
問
が
職
業
を
得
る
手
段
と
し
て
役
立
つ
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
の
学
問
が

「
パ
ン
の
学
問
」
で
あ
っ
て
、
法
学
だ
け
が
特
に
「
パ
ン
の
学
問
」
だ
と
言
わ
れ
る
訳
は
な
い
。
現
代
の

世
の
中
そ
の
も
の
が
法
学
的
の
素
養
が
あ
る
者
を
沢
山
必
要
と
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
れ
ば
こ
そ
、
法
学

を
学
ぶ
に
よ
っ
て
職
業
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
法
学
教
育
そ
れ
自
身
も
、
結
局
そ
う
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い
う
目
的
に
役
立
つ
の
だ
と
い
う
意
識
の
下
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
新
た
に
法
学
に
志
す
人
々
も
、

初
め
か
ら
そ
の
理
を
心
得
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
大
学
で
習
っ
た
こ
と
そ
れ
自
身
が
そ
の
ま
ま
役
に
立
つ
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
忘
れ
て
し

ま
っ
た
頃
に
初
め
て
一
人
前
の
役
人
や
会
社
員
に
な
れ
る
と
い
う
言
葉
も
、
法
学
教
育
の
真
の
目
的
を
理

解
し
て
み
れ
ば
非
常
に
味
わ
う
べ
き
言
葉
で
、
学
生
は
も
と
よ
り
、
現
に
法
学
教
育
に
従
事
し
て
い
る
人

々
に
と
っ
て
も
深
い
教
訓
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
大
学
で
教
え
ら
れ
た
知
識
が
そ
の
ま
ま
実
際
の
役
に

立
た
な
い
こ
と
は
、
ひ
と
り
法
学
教
育
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
法
学
の
場
合
に
限
っ
て

右
の
言
葉
が
特
に
意
味
を
持
つ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
従
来
の
法
学
教
育
そ
れ
自
身
に
欠
陥
が
あ
る

か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
学
生
が
一
般
に
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
法
学
教
育
は
一

般
に
、
主
と
し
て
現
行
法
の
知
識
を
与
え
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
学
生
は
一
般
に
、
か

く
し
て
与
え
ら
れ
た
知
識
を
消
化
す
る
こ
と
に
全
力
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
、
法
学
の
教
育
も
し
く
は
学
習

は
、
結
局
現
行
法
を
理
解
し
、
記
憶
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
実
を
言

う
と
、
か
く
の
ご
と
き
教
育
も
し
く
は
学
習
を
通
し
て
、
学
生
は
法
学
的
の
も
の
の
考
え
方
を
教
え
込
ま

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
学
生
が
卒
業
後
職
に
つ
い
て
か
ら
実
際
上
役
に
立
つ
の
は
、
そ
の
も
の
の
考
え

方
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
無
論
、
現
行
法
を
知
ら
ず
に
、
考
え
方
だ
け
を
抽
象
的
に
習
得
す
る
訳
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に
は
ゆ
か
な
い
。
し
か
し
、
現
行
法
の
教
育
も
、
究
極
に
お
い
て
は
現
行
法
そ
の
も
の
を
教
え
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
現
行
法
の
理
解
を
手
づ
る
と
し
て
法
学
的
の
も
の
の
考
え
方
を
会
得
せ

し
め
よ
う
と
い
う
の
が
そ
の
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
か
く
の
ご
と
く
に
考
え
れ
ば
こ
そ
、
大
学
の
法
学
教

育
で
現
行
法
の
ほ
か
に
法
制
史
や
外
国
法
を
教
え
る
意
味
も
わ
か
る
の
で
あ
り
、
現
行
法
の
教
育
と
し
て

も
、
も
っ
と
目
的
に
適
っ
た
教
え
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
考
え
得
る
に
至
る

の
で
あ
る
。

　
大
学
で
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
忘
れ
た
頃
に
初
め
て
一
人
前
の
役
人
や
会
社
員
に
な
れ
る
と
い
う
の
も
、

実
を
言
う
と
、
大
学
で
授
け
ら
れ
た
知
識
を
手
づ
る
と
し
て
卒
業
後
実
務
上
の
修
練
を
重
ね
た
結
果
、
大

学
で
は
無
意
識
的
に
し
か
習
得
し
な
か
っ
た
法
学
的
の
考
え
方
が
成
熟
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ

て
、
大
学
教
育
が
初
め
か
ら
全
く
無
価
値
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
し
か
し
従
来
大
学
の
法
学

教
育
に
は
、
一
般
に
こ
の
理
合
が
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
学
生
に
そ
う
い
う
理
解

を
与
え
る
努
力
が
意
識
的
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
教
育
と
学
習
の
能
率
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
　
現
在
の
法
学
と
法
学
教
育
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六
　
以
上
で
私
は
、
法
学
教
育
の
主
な
目
的
は
、
法
学
的
な
物
事
の
考
え
方
、
も
し
く
は
法
学
的
に
物

事
を
処
理
す
る
能
力
を
習
得
せ
し
め
る
に
あ
る
と
言
っ
た
。
法
学
教
育
を
受
け
て
裁
判
官
や
弁
護
士
の
よ

う
な
職
業
的
法
律
家
に
な
っ
た
人
々
は
も
と
よ
り
、
普
通
の
役
人
や
会
社
員
な
ど
に
な
っ
た
人
々
に
と
っ

て
も
、
か
か
る
特
殊
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
職
業
人
と
し
て
の
特
色
を
な
し
て
い
る
の

だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
現
在
我
が
国
の
法
学
教
育
は
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
何
を
な
し
つ
つ
あ
る
か
、
ま
た
現
在

法
学
は
、
い
か
に
し
て
そ
の
目
的
に
役
立
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
に
答
え
る
た
め
に
、
現
在
大
学
で
行
っ
て
い
る
法
学
教
育
と
法
学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
著
書

論
文
を
概
観
し
て
み
る
と
、
第
一
に
、
内
容
的
に
言
う
と
、
そ
れ
は
大
体
、
（
１
）
現
行
法
令
を
解
説
し

た
も
の
、
（
２
）
法
制
史
、
ロ
ー
マ
法
と
い
う
よ
う
な
法
制
の
歴
史
に
関
す
る
も
の
、
（
３
）
外
国
法
も

し
く
は
比
較
法
学
的
の
も
の
、
（
４
）
法
哲
学
、
法
社
会
学
等
の
名
で
法
に
関
す
る
一
般
理
論
を
説
い
て

い
る
も
の
、
の
四
種
類
に
分
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
形
式
的
に
言
う
と
、
法
学
書
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
解
説
的
に
書
か
れ
て
お
り
、
直
接
法
学

的
能
力
の
訓
練
を
目
的
と
す
る
形
で
書
か
れ
て
い
な
い
。
大
学
の
教
育
も
大
部
分
教
説
的
で
あ
っ
て
、
僅
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か
に
演
習
と
い
う
よ
う
な
形
で
直
接
能
力
の
訓
練
を
目
的
と
し
た
教
育
が
多
少
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
内
容
、
こ
う
し
た
形
式
の
教
育
や
法
学
書
が
、
い
か
に
し
て
法
学
的
能
力
の
訓

練
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
法
学
入
門
者
に
と
っ
て
極
め
て
重
要

で
あ
っ
て
、
さ
も
な
い
と
、
や
や
と
も
す
る
と
講
義
や
教
科
書
で
解
説
さ
れ
て
い
る
も
の
を
暗
記
し
、
も

し
く
は
た
か
だ
か
理
解
す
る
こ
と
が
、
法
学
学
習
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
誤
解
に
陥
り
や
す
い
の

で
あ
る
。

　
七
　
現
在
法
学
教
育
の
大
部
分
は
現
行
法
令
の
解
説
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
法
学
書
も
大
部
分
は
現

行
法
令
の
解
説
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
解
説
が
現
行
法
令
の
内
容
を
教
え
る
こ
と
に
役
立
つ
の

は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
法
学
教
育
の
見
地
か
ら
考
え
て
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
「
解
釈
」
の
名

の
下
に
法
令
か
ら
法
を
導
き
出
し
、
も
し
く
は
構
成
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
「
技
術
」
を
習
得
す
る

こ
と
で
あ
る
。

「
解
釈
」
の
本
質
、
ま
た
「
技
術
」
の
使
い
方
等
に
つ
い
て
は
学
者
の
あ
い
だ
に
か
な
り
意
見
の
開
き
が

あ
っ
て
、
そ
の
詳
細
を
今
こ
こ
に
説
く
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
解
釈
技
術
を
体
得
す
る
こ
と
は
一

人
前
の
法
律
家
た
り
得
る
最
小
限
度
の
要
件
で
あ
る
か
ら
、
以
下
に
問
題
の
要
点
を
簡
単
に
説
明
す
る
。
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初
学
者
が
こ
の
点
を
一
応
心
得
た
上
で
講
義
を
聴
い
た
り
教
科
書
を
読
め
ば
、
法
学
的
能
力
を
養
う
上
に

非
常
に
役
立
つ
と
思
う
。

　
（
１
）
　
先
ず
第
一
に
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
法
令
は
す
べ
て
解
釈
を
予
定
し
て
書
か
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
個
々
の
法
規
の
な
か
に
は
、
普
通
の
国
語
知
識
を
持
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
そ
の

法
的
意
味
を
正
し
く
理
解
し
得
る
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
稀
な
場
合
で
あ
っ
て
、
法
令

法
規
の
大
部
分
は
解
釈
を
予
定
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
解
釈
を
通
し
て
初
め
て
法
が
何
で
あ
る
か
を
知
り

得
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
こ
れ
は
初
学
者
に
と
っ
て
は
恐
ら
く
不
可
能
な
こ
と
で
、
法
令
が
完
全
に
で

き
て
い
さ
え
す
れ
ば
解
釈
を
容
れ
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
現
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
皇
帝
で

さ
え
、
彼
の
民
法
典
に
初
め
て
解
釈
を
加
え
た
本
を
作
ら
れ
た
際
に
、
「
わ
が
法
典
失
わ
れ
た
り
」
と
い

う
嘆
声
を
発
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
初
学
者
が
そ
う
考
え
や
す
い
の
は
至
極
尤
も
な

こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
解
釈
の
必
要
は
法
令
そ
の
も
の
の
本
質
か
ら
来
る
の
で
あ
っ
て
、
一
見
簡
単
に
見
え
る
法

規
で
も
、
解
釈
を
通
し
て
初
め
て
、
そ
の
法
的
意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

い
わ
ん
や
、
い
く
つ
か
の
法
規
の
組
合
せ
で
で
き
て
い
る
法
令
は
、
法
規
相
互
の
間
に
一
定
の
脈
絡
を
つ

け
て
全
体
が
論
理
的
に
矛
盾
の
な
い
一
つ
の
統
一
体
を
な
す
よ
う
な
仕
組
で
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
法
学
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的
素
養
の
あ
る
人
の
解
釈
を
通
し
て
の
み
、
そ
の
法
令
全
体
の
意
味
も
、
ま
た
一
々
の
法
規
に
含
ま
れ
て

い
る
法
が
何
で
あ
る
か
も
わ
か
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
理
解
を
助
け
る
た
め
に
一
つ
の
例
を
引
く
と
、
刑
法
第
二
三
五
条
の
「
他
人
ノ
財
物
ヲ
窃
取
シ
タ
ル
者

ハ
窃
盗
ノ
罪
ト
為
シ
十
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
処
ス
」
と
い
う
規
定
の
よ
う
に
、
一
見
平
明
に
見
え
る
法
規
で

さ
え
も
、
こ
れ
を
実
際
に
起
る
個
々
の
具
体
的
の
事
件
に
当
て
は
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
解
釈
し
て
み

る
と
、
一
つ
一
つ
の
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
、
例
え
ば
「
財
物
」
と
は
何
か
、
「
他﹅
人﹅
ノ﹅
財
物
」
と
は
何

か
、
ま
た
「
窃
取
」
と
は
何
か
と
い
う
よ
う
な
具
合
に
い
ち
い
ち
疑
問
が
起
り
、
そ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る

か
に
よ
っ
て
、
一
定
の
行
為
が
窃
盗
罪
と
し
て
こ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
か
ど
う
か
が
決
る
よ
う
に
で

き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
い
ち
い
ち
解
釈
を
経
な
け
れ
ば
法
が
何
で
あ
る
か
が
解
ら
な
い
よ
う
な
法
規
を

作
る
の
か
、
も
っ
と
平
明
に
法
そ
の
も
の
を
法
規
と
し
て
書
き
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
要
す
る
に
、
世
の
中
の
出
来
事
が
複
雑
多
岐
を
極
め
て
い
る
か
ら
、
そ
の
す
べ
て
を
予
想
し
て
そ

の
一
々
に
適
用
さ
れ
る
法
を
法
規
に
し
よ
う
と
す
る
と
、
非
常
に
複
雑
な
法
規
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
り
、
ま
た
、
た
と
え
い
か
に
複
雑
な
法
規
を
作
っ
て
お
い
て
も
、
世
の
中
の
ほ
う
が
更
に
一
層
複

雑
に
で
き
て
い
る
か
ら
、
結
局
法
規
の
予
想
し
な
い
出
来
事
が
現
れ
て
処
置
に
困
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
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あ
る
。
そ
こ
で
結
局
、
法
規
と
し
て
は
単
に
抽
象
的
な
法
則
を
作
っ
て
お
く
に
止
め
て
、
あ
と
は
解
釈
に

よ
っ
て
そ
こ
か
ら
複
雑
な
法
を
導
き
出
す
よ
う
な
仕
組
に
す
る
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
法
規
が
か
か
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
個
々
の
具
体
的
事
実
に
当
て
は
ま
る
べ
き
法
が
解
釈
を
待

っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
已
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
と
き
に
は
解
釈
者
の
意
見
に
よ
っ

て
何
が
法
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
見
解
が
分
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
も
已
む
を
得
な
い
こ
と
で
、
そ
れ

ほ
ど
世
の
中
そ
の
も
の
が
、
あ
ら
か
じ
め
い
ち
い
ち
法
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
複

雑
に
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
ご
と
く
、
法
規
が
初
め
か
ら
解
釈
を
予
定
し
て
で
き
て
い
る
以
上
、
法
規
を
取
り
扱
う
者
は
解

釈
に
よ
っ
て
法
を
明
ら
か
に
す
る
技
術
を
心
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
技
術
の
種
類

お
よ
び
そ
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
自
ず
か
ら
一
定
の
決
り
が
あ
り
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
の
理
論
も
あ
る
か
ら
、

法
学
を
学
ぶ
者
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
を
習
得
し
て
、
自
ら
解
釈
を
通
し
て
個
々
の
場
合
に
当
て
は
ま

る
べ
き
法
を
見
出
す
能
力
を
体
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
、
講
義
を
聴
い
た
り
教
科
書
を
読
む
際
に

も
、
教
師
や
著
者
が
与
え
て
い
る
解
釈
の
結
論
に
の
み
重
き
を
置
く
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
結
論
が
い

か
な
る
理
論
に
よ
り
、
い
か
な
る
技
術
を
通
し
て
導
き
出
さ
れ
た
か
の
経
路
に
留
意
し
て
、
自
ら
の
解
釈

能
力
の
涵
養
に
役
立
た
せ
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
２
）
　
次
に
、
初
学
者
と
し
て
是
非
と
も
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
今
で
も
法
律

家
の
あ
い
だ
に
は
「
法
秩
序
の
完
全
無
欠
性
」
と
い
う
ド
グ
マ
が
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
、
裁
判
官
は
必
ず
法
に
よ
っ
て
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
裁
判
は
必
ず
法
　
事
実
　
裁
判
と
い
う

三
段
論
法
の
形
式
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
も
そ
の
法
は
常
に
、
必
ず
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
、

裁
判
官
は
そ
の
存
在
す
る
法
を
見
出
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

が
一
般
に
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
裁
判
は
必
ず
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
裁
判
官

が
法
に
よ
ら
ず
に
勝
手
な
裁
判
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
法
治
国
に
お
け
る
司
法
の
根
本
原

理
で
、
こ
れ
は
誰
に
も
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
る
べ
き
法
が
、
い
か
な
る
場
合
に
も
常
に
、

必
ず
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
と
い
う
の
は
ど
う
考
え
て
も
不
合
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

今
な
お
法
律
家
は
、
一
般
に
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
そ
の
不
合
理
を
否
定
し
、
法
秩
序
は
全
体
と
し
て
常
に

完
全
無
欠
で
あ
っ
て
、
解
釈
よ
ろ
し
き
を
得
れ
ば
必
要
な
法
を
必
ず
見
出
し
得
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
そ
の
方
法
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
最
も
よ
く
使
わ
れ
る
も
の
は
「
類
推
」A

nalogie 

で
あ

る
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
甲
と
い
う
事
実
に
適
用
せ
ら
る
べ
き
法
が
法
規
の
解
釈
か
ら
は
ど
う
し
て
も
見
出

さ
れ
な
い
場
合
に
、
幸
い
甲
と
類
似
し
た
乙
に
関
し
て
法
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
類
推
し
て
甲
に
つ
い
て
も
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類
似
の
法
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
法
が
な
い
以
上
類
似
の
事
柄
に
関
す
る
法
を
類
推
し
て
類
似
の
法

的
取
扱
い
を
す
る
こ
と
そ
れ
自
身
は
、
法
の
基
本
的
理
念
で
あ
る
公
平
の
見
地
か
ら
考
え
て
、
必
ず
し
も

不
合
理
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
法
が
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
実
際
の
必
要
か
ら
法
を
作

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
学
者
は
こ
の
当
然

の
理
を
認
め
な
い
で
、
類
推
を
解
釈
の
一
手
段
と
考
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
法
を
見
出
す
の
だ
と
説
い
て
い

る
。

　
次
に
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
多
く
の
教
科
書
を
見
る
と
、
一
方
に
お
い
て
裁
判
は
必
ず
既
存
の
法
に
よ

っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
な
が
ら
、
法
令
の
解
釈
か
ら
出
て
く
る
の
で
は
な
い
法
が
別
に

あ
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
書
か
れ
て
い
る
。

　
そ
の
一
つ
は
「
判
例
法
」
で
あ
る
が
、
従
来
一
般
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
裁
判
は
法
令
に
よ
り
法
令
を

解
釈
す
る
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
自
身
法
を
作
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

裁
判
か
ら
法
が
生
れ
る
筈
は
あ
り
得
な
い
し
、
判
例
を
根
拠
と
し
て
裁
判
す
る
の
も
、
法
に
よ
っ
て
裁
判

す
る
の
だ
と
は
言
い
が
た
い
訳
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
法
の
存
在
は
多
く
の
学
者
の
認

め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
に
、
判
例
を
根
拠
と
し
て
裁
判
を
与
え
て
い
る
事
例
も
、
実
際
に
少
な
く
な
い
。

そ
し
て
、
学
者
は
一
般
に
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
に
関
し
て
十
分
我
々
を
納
得
せ
し
め
る
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に
足
る
だ
け
の
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
在
の
実
情
で
あ
る
。

　
次
に
は
、
「
条
理
」
、
も
し
く
は
「
条
理
法
」
と
い
う
法
が
別
に
あ
っ
て
、
裁
判
は
そ
れ
に
よ
っ
て
与

え
て
も
差
支
え
な
い
、
更
に
進
ん
で
は
、
法
令
の
解
釈
か
ら
出
て
く
る
法
が
条
理
と
矛
盾
す
る
場
合
に
は
、

む
し
ろ
条
理
に
よ
っ
て
裁
判
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
学
者
も
少
な
く
な
い
の
で

あ
る
が
、
そ
の
理
論
的
根
拠
に
至
る
と
、
人
に
よ
っ
て
そ
の
説
く
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
一
で
な
い
の
み
な

ら
ず
、
そ
れ
ら
の
説
明
の
中
に
も
、
十
分
我
々
の
理
性
を
満
足
せ
し
め
る
に
足
る
も
の
を
多
く
見
出
し
が

た
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
八
　
以
上
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
現
在
法
学
と
い
わ
れ
て
い
る
学
問
の
大
部
分
は
、
「
何
が
現
行
法
で

あ
る
か
」
の
説
明
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
学
者
は
一
般
に
、
こ
れ
を
「
解
釈
法
学
」
と
名
づ
け
て

い
る
が
、
そ
れ
は
法
令
の
解
釈
を
通
し
て
法
を
見
出
す
こ
と
が
主
な
仕
事
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
上
の
説
明
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
法
令
の
解
釈
に
よ
っ
て
法
を
見
出
す
と
言
っ
て

い
な
が
ら
、
実
は
法
を
作
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
が
稀
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

全
く
法
令
を
離
れ
て
何
が
法
で
あ
る
か
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
そ
の
う
え
法
令
の
解
釈
に
よ

っ
て
法
を
見
出
す
と
い
わ
れ
て
い
る
場
合
で
さ
え
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
法
が
解
釈
者
に
よ
っ

て
必
ず
し
も
一
で
な
く
、
同
じ
法
規
が
人
々
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
違
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
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く
な
い
。
そ
れ
で
は
、
一
体
か
く
の
ご
と
き
解
釈
上
の
意
見
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
生
れ
て
く
る
の
か
。

　
そ
の
原
因
の
第
一
は
、
広
い
意
味
で
の
解
釈
技
術
に
関
す
る
考
え
方
が
、
人
に
よ
っ
て
か
な
り
違
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
違
い
は
実
際
上
い
ろ
い
ろ
の
形
で
現
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
も
顕
著
な
例
と
し

て
は
、
或
る
人
々
が
法
令
の
形
式
的
な
い
し
は
論
理
的
解
釈
を
通
し
て
法
を
見
出
し
得
る
限
度
を
非
常
に

広
く
考
え
て
い
る
の
に
反
し
て
、
他
の
或
る
人
々
は
そ
れ
を
比
較
的
狭
く
考
え
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の

な
か
に
も
い
ろ
い
ろ
と
程
度
の
差
異
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
法
令
解

釈
の
限
度
を
広
く
考
え
て
い
る
人
々
は
、
と
か
く
眼
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
事
実
の
具
体
的
特
殊
性
を
無

視
も
し
く
は
軽
視
し
て
、
な
る
べ
く
す
べ
て
を
法
規
の
適
用
範
囲
に
入
れ
て
し
ま
お
う
と
す
る
傾
向
が
あ

る
。
こ
れ
に
反
し
て
他
の
人
々
は
、
本
来
法
規
は
す
べ
て
或
る
型
と
し
て
想
定
さ
れ
た
事
実
を
前
提
と
し

て
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
た
ま
た
ま
眼
の
前
に
置
か
れ
た
事
実
が
そ
の
型
の
範
囲
に
入
れ
ば
法
規
を

そ
の
ま
ま
そ
れ
に
適
用
し
て
よ
い
け
れ
ど
も
、
全
く
も
し
く
は
多
少
と
も
そ
の
型
か
ら
は
ず
れ
た
事
実
に

は
そ
の
ま
ま
法
規
を
適
用
す
る
訳
に
ゆ
か
な
い
、
こ
の
場
合
に
は
そ
の
与
え
ら
れ
た
事
実
を
解
釈
者
自
ら

が
改
め
て
一
つ
の
型
と
し
て
考
え
な
が
ら
、
そ
れ
に
適
用
せ
ら
る
べ
き
法
を
自
ら
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
解
釈
上
の
意
見
に
差
異
を
生
ず
る
第
二
の
原
因
は
、
彼
ら
各
自
の
法
的
正
義
観
に
差
異
が
あ
り
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得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
法
的
正
義
観
と
い
う
の
は
、
広
く
言
え
ば
世
界
観
も
し
く
は
人
生
観
と
言
っ

て
も
よ
い
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
特
に
法
に
即
し
て
洗
練
さ
れ
た
法
律
家
独
得
の
世
界
観
で
あ
っ
て
、
世

間
普
通
に
い
う
世
界
観
と
は
趣
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
か
つ
て
、
電
気
窃
盗
を

窃
盗
罪
と
し
て
処
罰
す
べ
き
や
否
や
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
は
旧
刑
法
時
代
で
現
在
の
刑

法
第
二
四
五
条
に
相
当
す
る
規
定
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
の
裁
判
官
は
　
　
前

に
一
言
し
た
　
　
「
財
物
」
の
意
味
を
広
く
解
釈
し
て
、
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
た
の
で
あ
る
が
、
同
じ

頃
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
は
窃
盗
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
電
気
窃
盗
を
世
間
普
通

の
意
味
で
正
義
に
反
す
る
行
為
と
考
え
た
こ
と
は
、
確
か
に
ド
イ
ツ
の
場
合
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
彼
ら
は
、
な
る
ほ
ど
電
気
窃
盗
は
正
義
に
反
す
る
行
為
に
は
違
い
な
い
け
れ

ど
も
、
刑
法
に
は
罪
刑
法
定
主
義
と
い
う
大
切
な
基
本
原
則
が
あ
る
、
そ
し
て
窃
盗
罪
に
関
す
る
刑
法
の

規
定
は
も
と
も
と
普
通
有
体
の
物
を
窃
取
す
る
場
合
を
予
定
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
み
だ

り
に
こ
れ
を
有
体
物
以
外
の
も
の
の
窃
取
に
ま
で
拡
張
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
よ
ろ
し
く
な
い
、
こ
の
場

合
電
気
窃
盗
を
罰
す
る
こ
と
も
必
要
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
罪
刑
法
定
主
義
を
破
る
の
は
刑
法

全
体
の
建
前
か
ら
見
て
一
層
よ
ろ
し
く
な
い
と
考
え
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
、
彼ひ
此し
の
裁

判
官
の
間
に
法
的
正
義
観
の
差
異
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
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か
く
の
ご
と
く
、
法
的
正
義
観
は
、
個
々
の
場
合
に
裁
判
官
が
法
規
の
解
釈
を
す
る
に
つ
い
て
の
態
度

を
決
定
す
る
上
に
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
。
学
者
の
法
規
解
釈
が
人
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
違
う
原
因
も
、

多
く
の
場
合
、
各
学
者
そ
れ
ぞ
れ
が
違
っ
た
正
義
観
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

法
規
解
釈
が
純
客
観
的
に
、
無
目
的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
あ
り
得
な
い
。
解
釈
は
、
結
局
技

術
で
あ
り
、
手
段
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
使
う
の
は
人
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
人

が
い
か
な
る
正
義
観
を
持
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
解
釈
が
違
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
は
当
然
の
こ

と
で
あ
る
。

　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
い
や
し
く
も
法
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
は
、
単
に
法
規
を
形
式
的
に
解
釈
す
る
技

術
を
習
得
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
の
技
術
を
使
う
に
つ
い
て
の
指
標
た
る
べ
き
法
的
正
義
観
の
涵

養
に
力
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
あ
る
が
、
か
か
る
正
義
観
の
涵
養
は
ど
う
す
れ
ば
で
き
る
の
か
、
現

在
の
法
学
教
育
は
そ
の
点
に
つ
い
て
実
際
ど
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
か
。

　
九
　
そ
れ
に
は
、
大
体
三
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
と
私
は
思
う
。

　
第
一
は
、
講
義
な
り
教
科
書
で
法
令
の
解
釈
を
し
て
み
せ
て
い
る
間
に
、
教
師
や
著
者
は
　
　
表
面
上

そ
れ
を
口
に
し
な
い
け
れ
ど
も
、
実
は
　
　
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
法
的
正
義
観
に
導
か
れ
な
が
ら
、
解
釈
技

術
を
駆
使
し
て
い
る
。
彼
ら
は
そ
の
正
義
観
を
特
に
一
定
の
形
式
で
表
現
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
実
際
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に
は
各
自
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
正
義
観
を
持
っ
て
い
る
の
が
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
ず
か
ら
彼
ら
各
自

の
解
釈
態
度
を
決
定
し
、
解
釈
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
学
生
は
解
釈
の
形
で
法
令

の
知
識
を
与
え
ら
れ
て
い
る
間
に
、
一
面
、
解
釈
技
術
を
習
得
す
る
と
同
時
に
、
他
面
、
知
ら
ず
知
ら
ず

の
間
に
そ
の
教
師
な
り
著
者
が
解
釈
の
指
標
と
し
て
持
っ
て
い
る
法
的
正
義
観
を
教
え
込
ま
れ
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
解
釈
法
学
と
別
に
、
法
哲
学
と
い
う
よ
う
な
形
で
法
思
想
の
教
育
が
行
わ
れ
、
そ
の
教
育
を

通
し
て
法
的
正
義
観
が
理
論
的
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
現
在
我
が
国
で
行
わ
れ
て
い
る

法
哲
学
の
講
義
に
お
い
て
は
、
先
ず
第
一
に
法
思
想
史
が
教
え
ら
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
学
生
に
広
く
法
思
想
の
変
遷
発
展
し
た
歴
史
を
教
え
て
、
彼
ら
が
自
ず
か
ら
自
己
の
法
思
想
に
批
判
を

加
え
て
そ
の
法
的
正
義
観
を
養
う
こ
と
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
次
に
は
、
教
師
な
り
著
者
が
自
己
の
抱
懐

し
て
い
る
法
的
正
義
観
を
理
論
的
に
展
開
し
て
み
せ
る
の
を
通
例
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
る
思
想
的
訓
練
が
、
実
際
上
法
令
解
釈
の
態
度
に
ま
で
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
、
従
来
の
実
情

か
ら
言
う
と
、
む
し
ろ
稀
で
あ
る
。
殊
に
、
法
令
解
釈
の
具
体
的
体
験
を
持
た
な
い
学
者
の
法
哲
学
に
は
、

そ
う
い
う
傾
向
が
強
い
。

　
第
三
に
、
明
治
こ
の
か
た
我
が
国
の
法
学
教
育
に
お
い
て
は
、
一
般
に
法
史
学
と
外
国
法
が
教
科
目
に
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加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
、
教
育
の
主
要
部
分
を
な
し
て
い
る
解
釈
法
学
と
い
か
な
る
関
係
に
立

つ
か
に
つ
い
て
は
、
時
代
に
よ
っ
て
考
え
方
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
現
在
で
も
、
学
者
に

よ
っ
て
考
え
方
が
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
理
想
の
法
学
体
系
を
考
え
て
み
れ
ば
　
　
後
に
述
べ

る
よ
う
に
　
　
、
法
史
学
お
よ
び
比
較
法
学
の
研
究
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
法
お
よ
び
法
に
関
す
る
デ
ー

タ
を
豊
富
に
持
つ
こ
と
は
、
我
々
の
法
に
関
す
る
視
野
を
広
め
る
と
と
も
に
、
法
的
思
惟
を
深
め
る
こ
と

に
寄
与
し
、
そ
れ
が
や
が
て
解
釈
法
学
に
も
、
ま
た
立
法
上
に
も
非
常
に
役
立
つ
こ
と
と
な
る
の
は
勿
論

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
研
究
お
よ
び
教
育
を
、
も
っ
と
法
学
全
体
と
の
関
係
を
考
え
て
根
本
的
に
考
え

直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
現
在
我
が
国
の
法
学
は
、
全
体
と
し
て
何
と
な
く
科
学
的
に
体
系
化

さ
れ
て
お
ら
な
い
。
教
育
の
中
心
を
な
し
て
い
る
解
釈
法
学
の
教
育
に
し
て
も
、
た
だ
前
々
か
ら
の
伝
統

を
追
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
教
育
は
本
来
の
目
的
を
十
分
に
発
揮
し
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
特
に
初
学
者
に
法
学
の
学
習
を
む
ず
か
し
い
、
も
し
く
は

つ
ま
ら
な
い
も
の
と
感
じ
さ
せ
る
原
因
と
な
り
、
も
し
く
は
法
学
そ
の
も
の
を
非
科
学
的
に
感
じ
さ
せ
る

原
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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四
　
法
の
あ
る
べ
き
姿
　
　
そ
の
理
想
的
体
系

　
十
　
私
は
、
法
学
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
は
、
も
っ
と
科
学
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
。
現
在
多
く
の
大
学
で
教
え
ら
れ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
の
教
科
目
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
相
互
の
間
に
理

論
的
の
脈
絡
を
つ
け
て
体
系
立
て
て
み
れ
ば
、
も
っ
と
科
学
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
法
学
が
成
り
立
ち
、
も

っ
と
学
生
の
理
性
を
満
足
せ
し
め
得
る
よ
う
な
法
学
教
育
が
行
わ
れ
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
以
下
に
こ
の
点
に
関
す
る
私
の
考
え
を
素
描
す
る
と
、
先
ず
第
一
に
、
法
学
の
中
心
を
な
す
も
の
は

「
実
用
法
学
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
解
釈
法
学
と
立
法
学
と
に
大
別
さ
れ
る
が
、
そ
の
両
者
に
通
ず
る
科

学
と
し
て
の
本
質
は
法
政
策
学
で
あ
る
。
立
法
学
は
一
定
の
政
治
目
的
の
た
め
に
、
最
も
そ
の
目
的
に
適

っ
た
法
令
を
作
る
科
学
的
方
法
を
研
究
す
る
学
で
あ
り
、
解
釈
法
学
は
個
々
の
具
体
的
事
件
に
適
正
な
法

的
取
扱
い
を
与
え
る
科
学
的
方
法
を
研
究
す
る
学
で
あ
る
。
科
学
と
し
て
の
解
釈
法
学
は
、
単
に
法
令
を

形
式
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
技
術
で
は
な
く
し
て
、
個
々
の
具
体
的
事
件
に
妥
当
す
べ
き
法

を
創
造
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
表
面
上
単
に
法
規
を
形
式
的
に
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

場
合
で
も
、
実
は
法
の
創
造
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
創
造
を
必
要
と
し
な
い
場
合
は
、
初
め
か

ら
解
釈
を
要
せ
ず
し
て
法
が
明
ら
か
な
場
合
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
や
し
く
も
解
釈
が
行
わ
れ
る
場
合
に

30法学とは何か



は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
必
ず
法
の
創
造
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
法
を
創
造
す
る
と
言
っ
て
も
、

立
法
に
よ
っ
て
法
規
が
作
ら
れ
る
の
と
は
違
う
。
立
法
の
場
合
に
は
、
適
用
の
対
象
た
る
べ
き
不
特
定
の

事
実
を
想
定
し
て
抽
象
的
な
法
規
を
作
る
の
に
反
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
与
え
ら
れ
た
る
具
体
的
事
件
を

法
的
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
、
具
体
的
な
法
を
、
そ
の
必
要
の
限
り
に
お
い
て
作
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
法
と
い
え
ど
も
、
も
し
も
他
に
別
の
同
種
の
事
件
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
も
適
用
さ

れ
て
よ
い
と
い
う
想
定
の
下
に
作
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
な
お
法
た
る
性
質
を

有
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
多
く
の
学
者
は
今
で
も
、
一
般
に
解
釈
の
法
創
造
性
を
認
め
な
い
の
を

通
例
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
、
解
釈
に
法
創
造
性
を
認
め
る
こ
と
は
三
権
分
立
の
政
治

原
則
を
紊みだ
る
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
か
く
の
ご
と
き
は
、
立
法
に
お
け
る
法
規
の
定
立
と
解
釈
に

よ
る
法
の
創
造
性
と
の
差
異
を
理
解
し
な
い
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
法
政
策
学
と
し
て
の
実
用
法
学
は
、
一
面
に
お
い
て
「
法
哲
学
」
に
よ
っ
て
政
策
定
立
の
理

念
と
指
標
と
を
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
他
面
に
お
い
て
は
、
「
法
社
会
学
」
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
法

に
関
す
る
社
会
法
則
に
よ
っ
て
政
策
実
現
の
方
法
を
教
え
ら
れ
る
。
実
用
法
学
と
法
社
会
学
と
の
関
係
は
、

た
と
え
て
言
え
ば
、
工
科
の
学
問
と
理
科
の
学
問
と
の
関
係
、
臨
床
医
学
と
基
礎
医
学
と
の
関
係
に
似
て

い
る
。
技
術
学
と
し
て
の
工
科
の
学
問
は
、
一
定
の
文
化
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
自
然
科
学
と
し
て
の
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物
理
学
や
化
学
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
自
然
法
則
を
利
用
す
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
政
策
学
と
し
て

の
実
用
法
学
は
、
社
会
科
学
と
し
て
の
法
社
会
学
が
発
見
し
た
法
に
関
す
る
社
会
法
則
を
利
用
し
て
、
立

法
や
裁
判
の
合
理
化
を
図
る
の
で
あ
る
。
法
哲
学
は
立
法
、
裁
判
等
の
法
実
践
に
む
か
っ
て
指
標
を
与
え

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
指
標
に
従
っ
て
立
法
し
裁
判
す
る
実
際
の
動
き
は
、
法
の
社
会
法
則
に
よ
っ
て
制
約

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
ご
と
き
意
味
で
の
法
社
会
学
は
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
十
分
に
発
達
し
て
い
な
い
か
ら
、
現
在
で
は

立
法
者
や
裁
判
官
が
各
自
の
個
人
的
経
験
や
熟
練
に
よ
り
、
ま
た
は
法
史
学
や
比
較
法
学
の
与
え
る
個
々

の
知
識
を
手
引
と
し
て
立
法
し
、
ま
た
裁
判
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
や
が
て
法
社
会
学
が
段

々
に
発
達
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
定
立
さ
れ
た
法
の
社
会
法
則
が
、
立
法
上
に

も
ま
た
裁
判
上
に
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
く
し
て
法
政
策
学
と
し
て
の
実
用
法
学
が
段
々
に
科

学
化
す
る
に
至
る
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
工
科
の
学
問
に
し
て
も
臨
床
医
学
に
し
て
も
、
自
然
科
学

が
今
の
よ
う
に
発
達
す
る
ま
で
は
、
専
ら
工
人
や
医
者
の
個
人
的
経
験
や
熟
練
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
学
問
が
現
在
の
よ
う
に
科
学
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
学
問
に
ま
で
発
達
し
た

の
は
、
自
然
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
自
然
法
則
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

法
学
の
場
合
に
は
、
今
な
お
そ
れ
と
同
じ
程
度
に
発
達
し
た
法
社
会
学
が
な
い
た
め
に
、
実
用
法
学
が
十
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分
に
科
学
化
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
最
近
に
お
け
る
法
史
学
や
比
較
法
学
の
発
達
、
そ
の
他
人
種
学
、

社
会
学
等
の
発
達
は
、
よ
う
や
く
法
の
社
会
法
則
の
発
見
を
目
指
す
科
学
と
し
て
の
法
社
会
学
の
成
立
を

可
能
な
ら
し
め
つ
つ
あ
る
。
私
は
、
こ
の
科
学
が
、
や
が
て
自
然
科
学
と
同
じ
程
度
に
実
用
法
学
に
必
要

な
社
会
法
則
を
十
分
提
供
し
得
る
と
こ
ろ
ま
で
発
達
す
れ
ば
、
法
学
が
真
に
科
学
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
学

問
に
ま
で
発
展
し
、
立
法
や
裁
判
の
ご
と
き
法
実
践
が
、
も
っ
と
無
駄
と
無
理
の
な
い
合
理
的
な
も
の
に

な
る
に
違
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
法
律
時
報
』
二
十
三
巻
四
・
五
号
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
・
五
月
）
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