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一

　
私
は
か
つ
て
『
法
学
入
門
』
と
題
す
る
本
の
な
か
で
、
法
学
入
門
者
に
対
す
る
法
学
研
究
上
の
注
意
に

つ
い
て
多
少
の
こ
と
を
書
い
た
。
同
書
は
元
来
、
「
現
代
法
学
全
集
」
の
読
者
を
相
手
と
し
て
書
か
れ
た

も
の
で
、
い
わ
ば
法
学
研
究
者
一
般
、
殊
に
独
学
者
を
仮
想
の
相
手
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
こ
れ
と
違
っ
て
、
こ
の
四
月
新
た
に
諸
大
学
の
法
学
部
に
入
学
さ
れ
た
諸
君
を
特
に
相
手
と
し
て
、

勉
学
上
注
意
さ
れ
た
ら
い
い
と
思
う
こ
と
を
一
、
二
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
種
の
注
意
は
、
諸
大

学
の
教
授
諸
氏
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
適
当
に
与
え
ら
る
べ
き
も
の
な
る
こ
と
、
も
と
よ
り
言
う
を
俟ま
た
な

い
し
、
ま
た
実
際
に
も
い
ろ
い
ろ
好
い
注
意
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
想
像
す
る
が
、
私
が
今
ま
で
多

数
の
法
学
生
な
い
し
法
学
士
と
会
談
し
た
経
験
か
ら
推
す
と
、
案
外
そ
の
種
の
注
意
が
学
生
に
は
徹
底
し

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
学
生
の
多
数
は
彼
ら
の
研
究
す
る
学
問
の
特
質
を
知
ら
ず
、
従
っ
て
ま
た
、

い
か
な
る
態
度
方
法
で
聴
講
し
、
ま
た
研
究
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
適
切
な
指

導
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
の
を
甚
だ
遺
憾
と
す
る

の
で
あ
る
。
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元
来
法
学
に
つ
い
て
は
　
　
他
の
諸
学
部
と
違
っ
て
　
　
中
学
や
高
等
学
校
で
予
備
知
識
を
与
え
ら
れ

る
機
会
が
少
な
い
。
な
る
ほ
ど
法
制
経
済
と
か
、
公
民
科
と
か
、
法
学
通
論
と
か
、
多
少
法
律
知
識
を
与

え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
講
義
が
行
わ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
講
義
は
す
べ
て
一
般
的
教
養

と
し
て
の
法
律
常
識
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
学
問
と
し
て
の
法
学
の
何
た
る
か

を
教
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
高
等
学
校
の
法
学
通
論
に
お
い
て
は
、
教
授
そ
れ
ぞ
れ

の
考
え
で
、
法
律
常
識
を
与
え
ん
と
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
法
学
的
基
礎
知
識
を
与
え
る
こ
と
を
主
眼
と

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
講
義
も
行
わ
れ
て
い
る
や
に
聞
い
て
い
る
が
、
な
に
ぶ
ん
に
も
講
義
時
間
が
少
な

い
の
と
教
授
に
専
門
的
法
学
者
を
求
め
る
こ
と
の
困
難
の
た
め
に
、
こ
の
種
の
講
義
を
通
し
て
、
大
学
の

法
学
教
育
で
は
ど
う
い
う
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
十
分
学
生
に
呑
み
込
ま
せ
る
こ
と
は
、
で
き

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
理
学
部
に
入
学
し
て
物
理
学
を
研
究
し
よ
う
と
志
す
学
生
が
、
物

理
学
と
は
一
体
ど
う
い
う
学
問
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
程
度
に
、
法
学
の
何
た
る
か
を
知
っ
て
法
学
部

に
入
学
し
て
く
る
学
生
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
法
学
部
が
入
学
試
験

を
行
う
に
当
っ
て
も
、
一
般
に
法
学
的
学
科
を
試
験
科
目
に
加
え
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
考

え
た
だ
け
で
も
、
法
学
部
の
新
入
学
生
に
対
し
て
は
、
研
究
上
そ
の
入
口
に
お
い
て
、
先
ず
法
学
の
何
た

る
か
を
十
分
に
教
え
る
必
要
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
う
。
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二

　
私
は
今
こ
こ
に
、
法
学
が
全
体
と
し
て
い
か
な
る
学
問
で
あ
り
、
も
し
く
は
あ
る
べ
き
か
を
説
こ
う
と

す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
法
学
教
育
上
法
学
の
い
か
な
る
方
面
に
重
き
を
置
く
べ
き
で
あ
る
か
を
論
じ

よ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
人
々
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
考
え
が
あ
り
、
私
と
し

て
も
ま
た
多
少
の
考
え
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
に
論
及
せ
ん
と
す
る
の
で
は
な
い
。
現

在
全
国
の
官
私
立
大
学
に
お
い
て
法
学
教
育
の
名
に
お
い
て
教
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
与
え
ら

れ
た
事
実
と
し
て
認
め
つ
つ
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
法
学
生
は
一
般
に
い
か
な
る
考
え
、
い
か
な
る
態

度
で
講
義
を
聴
き
、
ま
た
研
究
す
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
私
の
考
え
て
い
る
こ
と
の
一
斑
ぱ
ん

を
、
新
入
学
生
諸
君
の
参
考
の
た
め
に
述
べ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
現
在
全
国
官
私
立
の
諸
大
学
で
与
え
ら
れ
て
い
る
法
学
教
育
の
内
容
は
、
主
と
し
て
法
律
諸
部
門
に
関

す
る
所
謂
解
釈
法
律
学
的
の
教
育
で
あ
る
。
無
論
、
法
理
学
の
よ
う
に
法
律
に
関
す
る
哲
学
的
考
察
を
目

的
と
す
る
講
義
も
行
わ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
法
制
史
の
よ
う
に
法
律
事
実
学
の
部
門
に
属
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
講
義
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
各
教
授
の
考
え
次
第
に
よ
っ
て
、
解
釈
法
律
学
的
の
講
義
の
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な
か
に
織
り
ま
ぜ
て
法
律
事
実
学
的
、
も
し
く
は
法
律
社
会
学
的
の
こ
と
を
比
較
的
多
く
教
え
よ
う
と
す

る
講
義
も
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
実
際
に
与
え
ら
れ
て
い
る
法
学
教
育
の
大
部
分
は
解
釈

法
律
学
で
あ
る
。
個
々
の
教
授
の
意
識
的
に
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
教
授
方
法

の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
行
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
主
と
し
て
解
釈
法
律
学
的
法
学
教
育
で
あ
る
。

　
こ
の
ゆ
え
に
、
新
た
に
法
学
部
に
入
学
し
て
法
学
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
新
入
学
生
と
し
て
は
、
そ

の
所
謂
解
釈
法
律
学
が
い
か
な
る
学
問
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
講
義
が
何
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
て
い

る
か
を
知
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
っ
て
、
私
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
無
智
も
し
く
は
誤
解
が
、
適

正
な
る
学
習
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
多
数
の
事
例
に
つ
い
て
発
見
す
る
の
で
あ
る
。

　
現
在
我
が
国
の
諸
大
学
で
行
わ
れ
て
い
る
解
釈
法
律
学
の
講
義
は
、
大
体
法
典
法
条
の
理
論
的
解
説
を

与
え
る
の
を
主
た
る
内
容
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
聴
く
学
生
が
、
法
学
と
い
う
も
の
は
法
典
の
意
味

を
説
明
す
る
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
軽
く
考
え
や
す
い
の
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
学
生
の

多
数
は
、
中
学
以
来
彼
ら
の
称
し
て
暗
記
物
と
言
っ
て
い
る
学
科
を
学
ぶ
の
と
同
じ
よ
う
な
気
持
で
聴
講

そ
の
他
、
学
習
を
行
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
解
釈
法
律
学
の
一
方
面
は
法
典
法
条
の
理
論
的

解
説
に
あ
る
か
ら
、
学
生
と
し
て
も
、
法
典
法
条
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
、
か
つ
こ
れ
を
記
憶
す
る
こ

と
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
が
法
学
学
習
の
全
部
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
非
常
な
誤
り
で
あ
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る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
法
学
教
育
の
目
的
は
広
い
意
味
に
お
け
る
法
律
家
の
養
成
に
あ
る
。
必
ず
し
も

裁
判
官
や
弁
護
士
の
よ
う
な
専
門
的
法
律
家
の
み
の
養
成
を
目
的
と
し
て
は
い
な
い
が
、
広
義
の
法
律
家
、

即
ち
「
法
律
的
に
物
事
を
考
え
る
力
」
の
あ
る
人
間
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ

講
義
を
聴
い
て
い
る
と
、
い
か
に
も
た
だ
法
典
の
説
明
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
そ
う
し
て
先
生

は
、
た
だ
法
典
の
意
味
を
よ
く
理
解
し
、
か
つ
こ
れ
を
記
憶
し
て
い
る
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
実
際
講
義
を
通
し
て
学
生
の
得
る
も
の
は
、
法
典
の
意
味
に
関
す
る
知
識
の
蓄
積
の
み
で
は
な
く
し

て
、
法
律
的
に
物
事
を
考
え
る
力
の
発
達
で
あ
っ
て
、
一
見
専
ら
法
典
の
解
説
の
み
で
終
始
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
講
義
で
さ
え
も
、
こ
の
考
え
る
力
を
養
う
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
学

生
と
し
て
は
、
常
に
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
く
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
い
と
、
法
律
の
物
識
り

に
な
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
法
律
家
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
し
か
ら
ば
「
法
律
的
に
物
事
を
考
え
る
」
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。
こ
れ
を
精
確
に
初

学
者
に
説
明
す
る
の
は
難
し
い
が
、
要
す
る
に
、
物
事
を
処
理
す
る
に
当
っ
て
、
外
観
上
の
複
雑
な
差
別

相
に
眩
惑
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
一
定
の
規
準
を
立
て
て
規
則
的
に
事
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
法
学
的

素
養
の
な
い
人
は
、
と
か
く
情
実
に
と
ら
わ
れ
て
、
そ
の
場
そ
の
場
を
丸
く
納
め
て
ゆ
き
さ
え
す
れ
ば
い

い
と
い
う
よ
う
な
態
度
に
陥
り
や
す
い
。
と
こ
ろ
が
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
多
数
の
人
を
相
手
に
し
て
事
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を
行
っ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
到
底
そ
う
い
う
こ
と
で
は
う
ま
く
ゆ
か
な
い
。
ど
う
し
て
も
一
定
の
規
準
を

立
て
て
、
大
体
同
じ
よ
う
な
事
に
は
同
じ
よ
う
な
取
扱
い
を
与
え
て
、
諸
事
を
公
平
に
、
規
則
的
に
処
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
ま
た
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
事
柄
を
処
理
す
る
た
め
の
規
準
と
な
る
べ
き
規

則
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
従
っ
て
解
決
し
て
ゆ
く
。
特
に
規
則
が
な
け
れ
ば
、
先
例
を
調
べ
る
。
そ
う
し
て

前
後
矛
盾
の
な
い
よ
う
な
解
決
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
も
し
規
則
に
も
該
当
せ
ず
、
適
当
な
先

例
も
見
当
ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
将
来
再
び
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
事
柄
が
出
て
き
た
な
ら
ば
ど
う
す

る
か
を
考
え
、
そ
の
場
合
の
処
理
に
も
困
ら
な
い
よ
う
な
規
準
を
心
の
中
に
考
え
て
現
在
の
事
柄
を
処
理

し
て
ゆ
く
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
多
数
の
事
柄
が
矛
盾
な
く
規
則
的
に
処
理
さ
れ
、
関
係

多
数
の
人
々
に
も
公
平
に
取
り
扱
わ
れ
た
と
い
う
安
心
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
法
学
的

素
養
の
価
値
は
、
要
す
る
に
こ
う
し
た
物
事
の
取
扱
い
方
が
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。

　
法
学
教
育
を
受
け
た
人
間
が
、
ひ
と
り
裁
判
官
、
弁
護
士
の
よ
う
な
専
門
法
律
家
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、

一
般
の
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
官
や
会
社
員
等
と
し
て
も
役
立
つ
の
は
、
彼
ら
が
右
に
述
べ
た
よ
う
な
法

学
的
素
養
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
世
の
中
に
は
よ
く
、
「
大
学
で
法
律
を
習
っ
た
け
れ
ど
も
今
で
は
皆
忘

れ
て
し
ま
っ
た
、
法
律
な
ど
覚
え
て
い
る
う
ち
は
本
当
の
仕
事
は
で
き
な
い
」
な
ど
言
っ
て
得
意
に
な
っ

て
い
る
人
　
　
例
え
ば
中
年
の
実
業
家
な
ど
　
　
が
い
る
け
れ
ど
も
、
彼
ら
が
忘
れ
た
と
言
っ
て
い
る
の
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は
法
典
法
条
に
関
す
る
知
識
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
ら
が
法
学
教
育
に
よ
っ
て
知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
得

た
法
律
的
に
物
事
を
考
え
る
力
は
、
少
し
も
失
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
、
否
、
む
し
ろ
実
務
取
扱
い

上
の
経
験
に
よ
っ
て
発
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
力
が
全
く
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
た

た
め
、
自
分
で
は
特
に
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
と
意
識
し
な
い
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
法
学
教
育
は
一
面
に
お
い
て
、
法
典
、
先
例
、
判
決
例
等
す
べ
て
法
律
的
に
物
事

を
処
置
す
る
規
準
と
な
る
べ
き
も
の
の
知
識
を
与
え
る
と
同
時
に
、
他
面
、
上
述
の
ご
と
き
「
法
律
的
に

物
事
を
考
え
る
力
」
の
養
成
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
か
く
一
般
人
に
は
こ
の

後
の
目
的
が
眼
に
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
先
日
三
上
文
学
博
士
が
貴
族
院
で
さ
れ
た
演
説
の
な
か
で
、
法

科
万
能
を
攻
撃
し
、
法
学
的
素
養
の
価
値
を
蔑
視
す
る
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
る
の
も
、
畢
竟
こ
の
種
の

認
識
不
足
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
法
学
教
育
を
受
け
た
人
々
が
、
実
際
上
「
法
律
技
師
」
と
し
て
よ
り
は

む
し
ろ
、
局
課
の
長
と
し
て
用
い
ら
れ
て
ゆ
く
傾
向
が
あ
る
の
は
、
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
法
学

的
素
養
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
多
数
の
人
を
相
手
に
し
て
多
数
の
事
柄
を
公
平
に
秩
序
正
し
く
処
理
せ

ね
ば
な
ら
な
い
局
課
長
の
よ
う
な
地
位
に
向
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
法
学
教
育
は
特
に
そ
う
い
う
力
の

養
成
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
教
育
を
受
け
た
人
間
が
そ
う
い
う
力
を
必
要
と
す
る
地

位
に
就
く
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
何
の
不
思
議
も
な
い
。
し
か
る
に
、
ひ
と
り
三
上
博
士
に
限
ら
ず
、
法
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学
教
育
の
真
面
目
に
通
暁
し
な
い
人
々
の
あ
い
だ
に
は
、
と
か
く
こ
の
明
々
白
々
た
る
事
理
が
十
分
理
解

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
法
学
教
育
の
目
的
は
以
上
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
新
た
に
大
学
に
入
学
し
て
法
学
研
究

に
志
す
諸
君
は
、
よ
く
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
て
学
習
態
度
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
さ
も
な
い
と
、

折
角
の
勉
強
も
十
分
の
成
果
を
収
め
得
な
い
こ
と
に
な
り
や
す
い
。

　
学
生
と
し
て
先
ず
第
一
に
必
要
な
の
は
、
教
授
が
講
義
を
通
し
て
示
し
て
く
れ
る
法
律
的
の
考
え
方
を

理
解
し
て
、
こ
れ
を
自
分
の
も
の
に
す
る
よ
う
力
め
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
我
が
国
の
大
学
で
は
、
主
と

し
て
講
義
の
形
式
で
教
育
が
行
わ
れ
て
お
り
、
演
習
や
米
国
風
の
ケ
ー
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
の
よ
う
に
、
直
接

法
律
的
考
え
方
の
鍛
錬
を
目
的
と
す
る
教
育
方
法
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
講
義
の
な
か

で
教
授
自
ら
が
　
　
意
識
的
も
し
く
は
無
意
識
的
に
　
　
そ
の
考
え
方
を
や
っ
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
学
生
と
し
て
は
法
典
法
条
の
解
説
等
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
知
識
を
蓄
積
す
る
こ
と
の
み
を
考
え

ず
に
、
常
々
教
授
の
や
っ
て
み
せ
る
考
え
方
を
習
得
し
て
、
こ
れ
を
自
分
の
も
の
に
す
る
よ
う
努
力
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
従
っ
て
第
二
に
、
折
角
大
学
に
入
っ
た
以
上
、
極
力
講
義
に
出
席
し
て
、
毎
日
毎
日
の
努
力
で
法
律
的

考
え
方
の
体
得
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
論
、
読
書
に
よ
っ
て
こ
の
考
え
方
を
習
練
す
る
こ
と
も

決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
聴
講
に
よ
る
の
に
比
べ
る
と
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
平
素
は
あ
ま

り
講
義
に
出
席
せ
ず
に
プ
リ
ン
ト
や
教
授
の
著
書
で
試
験
勉
強
を
し
て
も
、
考
え
方
の
力
が
つ
か
な
い
か

ら
駄
目
で
あ
る
。
力
と
い
う
も
の
は
、
毎
日
毎
日
の
努
力
鍛
錬
に
よ
っ
て
段
々
に
発
達
す
る
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
教
授
の
な
か
で
も
特
に
教
育
方
法
に
注
意
し
て
い
る
人
々
は
、
学
生
に
段
々
と
力
を
つ
け
て
ゆ

く
こ
と
を
力
め
る
。
初
め
は
比
較
的
容
易
な
考
え
方
を
習
得
せ
し
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
段
々
力
が
つ
い
て

ゆ
く
の
に
連
れ
て
、
複
雑
な
考
え
方
を
習
得
せ
し
め
る
よ
う
に
し
て
ゆ
く
。
だ
か
ら
入
学
の
当
初
、
「
ま

だ
一
学
期
だ
か
ら
い
い
」
な
ど
と
呑
気
に
構
え
て
い
る
と
、
そ
の
う
ち
に
は
教
授
の
教
え
る
こ
と
の
意
味

を
理
解
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
よ
う
に
な
り
が
ち
な
も
の
で
あ
る
。
学
生
と
し
て
一
番
お
そ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
分
で
は
わ
か
っ
た
つ
も
り
で
い
て
、
実
は
講
義
の
真
意
を
理
解
し
て
い
な
い
よ
う

に
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
入
学
の
当
初
に
な
ま
け
る
と
、
と
か
く
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
人
間

と
い
う
も
の
は
、
他
人
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
も
、
本
を
読
ん
で
も
、
自
分
の
力
相
応
に
し
か
理
解
し
得

な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
自
分
の
力
の
不
足
に
は
気
づ
か
ず
し
て
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
自
分
だ
け
は
わ
か
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っ
た
よ
う
に
思
う
も
の
で
あ
る
。
「
勉
強
も
す
る
し
、
ま
た
自
分
で
は
十
分
わ
か
っ
て
い
る
と
思
う
の
に
、

ど
う
も
成
績
が
上
が
り
ま
せ
ん
」
な
ど
言
っ
て
い
る
学
生
の
な
か
に
は
、
初
め
に
ボ
ン
ヤ
リ
し
て
い
て
力

が
後
れ
て
し
ま
っ
た
者
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
新
た
に
入
学
さ
れ
た
諸
君
は
、
特
に
こ
の
こ
と
に
注
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

　
な
お
、
我
々
は
新
入
学
生
か
ら
、
「
講
義
を
聴
い
て
い
さ
え
す
れ
ば
い
い
か
、
そ
れ
と
も
参
考
書
を
読

む
必
要
が
あ
る
か
」
と
い
う
よ
う
な
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
も
し
も
余
裕
が
あ
れ
ば
、

参
考
書
を
読
め
ば
読
む
ほ
ど
よ
ろ
し
い
に
決
っ
て
い
る
。
し
か
し
参
考
書
を
利
用
し
得
る
た
め
に
は
、
先

ず
講
義
を
理
解
し
、
そ
の
う
え
講
義
に
疑
い
を
挟
む
だ
け
の
力
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
た
ず
ら

に
多
数
の
本
を
読
ん
で
学
者
所
説
の
異
同
を
知
っ
た
だ
け
で
は
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
各
学
者
の
所

説
の
あ
い
だ
に
い
ろ
い
ろ
相
違
が
あ
る
の
は
、
そ
の
相
違
を
生
ず
べ
き
そ
れ
相
応
の
理
由
が
あ
る
の
だ
か

ら
、
そ
の
理
由
に
ま
で
遡
さ
か
の
ぼっ
て
各
学
者
の
考
え
方
を
討
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
い
た
ず

ら
に
物
識
り
に
な
る
だ
け
で
、
法
律
的
に
物
事
を
考
え
る
力
が
少
し
も
養
わ
れ
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、

各
学
者
所
説
の
根
柢
に
ま
で
遡
っ
て
各
学
者
の
考
え
方
を
研
究
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
自
ず
か
ら
得
る
と

こ
ろ
が
非
常
に
多
い
。
参
考
書
を
読
む
こ
と
の
要
否
よ
り
も
、
む
し
ろ
読
む
に
つ
い
て
の
態
度
を
考
え
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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四

　
終
り
に
、
も
一
つ
、
法
学
生
一
般
に
対
す
る
注
意
と
し
て
、
お
よ
そ
法
学
を
学
ば
ん
と
す
る
者
は
、
社

会
・
経
済
・
政
治
そ
の
他
人
事
万
端
に
関
す
る
健
全
な
常
識
を
持
つ
よ
う
、
一
般
的
教
養
を
豊
か
に
す
る

こ
と
を
力
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
お
き
た
い
。
法
律
の
規
律
対
象
は
人
間
で
あ
る
。
「
法
律
的

に
物
事
を
考
え
る
」
に
つ
い
て
の
そ
の
「
物
事
」
は
、
す
べ
て
人
間
に
関
す
る
事
柄
で
あ
り
、
ま
た
そ
の

「
考
え
る
」
諸
君
自
ら
も
ま
た
人
間
で
あ
る
。
人
事
万
端
に
関
す
る
健
全
な
常
識
を
持
つ
者
で
な
け
れ
ば
、

到
底
適
正
に
、
法
律
的
に
物
事
を
考
え
、
物
事
を
処
理
し
得
る
筈
が
な
い
。
し
か
る
に
法
学
生
の
な
か
に

は
、
や
や
と
も
す
る
と
、
狭
い
法
律
の
技
術
的
世
界
の
内
に
の
み  

跼    

蹐  

き
ょ
く
せ
き

し
て
、
一
般
的
教
養
を
怠
る

が
ご
と
き
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
は
甚
だ
遺
憾
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
教
育
の
局
に
当
る
者
と
し
て
も
、

ま
た
学
生
と
し
て
も
、
大
い
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
主
要
事
で
あ
る
。
一
般
的
教
養
の
重
要
な
る
は
す

べ
て
の
学
生
に
つ
い
て
言
わ
る
べ
き
も
の
な
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
か
ら
、

法
学
生
に
つ
い
て
特
に
そ
の
重
要
な
る
所
以
を
力
説
し
て
、
一
般
の
注
意
を
促
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
法
律
時
報
』
九
巻
四
号
、
昭
和
十
二
年
四
月
）

13



14新たに法学部に入学された諸君へ



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
役
人
学
三
則
」
岩
波
現
代
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　2000
（
平
成12

）
年2

月16

日
第1

刷
発
行

初
出
：
「
法
律
時
報
　
九
巻
四
号
」

　
　
　1937

（
昭
和12
）
年4

月

入
力
：sogo

校
正
：noriko saito

2008

年4

月11

日
作
成

2012

年4

月6

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

15



新たに法学部に入学された諸君へ
末弘厳太郎

２０２０年　７月１８日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


