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め

じ

只
今
、
ご
紹
介
を
項
き
ま
し
た
石
川
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
民
法
を
専
門
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
現
在
、
私
法
に
お
け
る
表

見
責
任
と
い
う
テ

l
マ
に
つ
い
て
研
究
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
本
日
は
、

い
わ
ゆ
る
善
意
者
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
宗
教
法
人

法
上
の
問
題
を
扱
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
宗
教
法
プ
ロ
パ

l
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
扱
っ
た
こ
と
が

ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
後
刻
、
諸
先
生
方
の
御
批
判
・
御
教
示
を
賜
る
こ
と
が
で
き
ま
す
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ

宗教法人法における善意者保護(石川1)

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。問

題

の

所

在

そ
れ
で
は
早
速
、
本
題
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
、
善
意
者
保
護
制
度
の
意
義
と
必
要
性
と
い
う
こ
と
か
ら
ご
説
明
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
取
引
に
際
し
て
、

そ
の
取
引
の
法
的
効
果
が
生
ず
る
た
め
に
、
本
来
必
要
と
さ
れ
る
要
件

の
う
ち
の
あ
る
も
の
が
欠
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
が
実
在
す
る
か
の
よ
う
な
外
観
が
存
在
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま

宗教法 9号(1990)73 



切
の
法
的
効
果
を
拒
否
す
る
な
ら
器
、
財
貨
の
流
通
を
間
宮
一
目
す
る
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
当
事
者
の
一
方
が
外
線
を
一
信
頼
し
て
取
引
を
し
た
と
い
う
と
き
に
、
そ
の
者
に
対
し
て
相
手
方
も
し
く
は
第
三
者
が
当
該
要
件

こ
の
場
合
に
、

欠
棋
を
主
張
す
る
こ
と
を
禁
と
、
あ
た
か
も
当
該
要
件
が
議
た
さ
れ
て
い
た
と
同
様
の
法
的
効
果
を
認
め
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
ま

す
。
こ
の
要
請
に
応
え
よ
う
と
す
る
の
が
、
善
意
者
保
護
制
度
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
の

般
的
明
解
に
従
い

ま
す
と
、
表
見
代
理
に
察
す
る
民
法
一

O
九
条
等
、
動
議
の
審
議
取
捧
に
つ
い
て
の
民
法

九

積
機
の
準
占
有
翁
へ
の
弁
諸

を
有
効
と
す
る
民
法
四
七
八
条
、
名
桜
詩
人

議
兇
代
表
取
締
役
に
つ
い
て
の
商
法
二
六
二
粂
な
ど

が
、
こ
れ
に
属
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
ま
寸
。
し
か
し
、
経
常
卒
者
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
特
別
別
の
性
格
を
、
今
日
の

ょ
、
ゥ
に

定
の
統

的
な
観
点
で
も
っ
て
積
極
的
に
意
味
づ
け
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
典
型
桝
査
会
議
事
速
記
録
等
を
播

い
て
み
ま
す
と
、
起
草
者
は
こ
れ
ら
諸
規
定
を
ば
ら
ば
ら
に
の
み
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
、

定
の
統
一
的
な
視
野
の
下
に
把
握
し
た
わ
が
国
に
お
け
る
最
初
の
研
究
は
、
大
正
四
年
に
発
表
さ
れ
た
鳩
山
秀
夫
博
士
の
「
法
律
生

活
の
静
的
安
全
及
び
動
的
安
全
の
議
第
を
論
ず
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
の
わ
が
国
で
の
善
意
者
保
護
側
制
度
に
関
す
る
研
究
は
、
ド

イ
ツ
や
英
米
で
の
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
壊

2
2宮
訟
の
ぼ
山
口
付

Z
O吋芝、

エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
球
場

丸
山
ぽ
件
。
。
潜
む
に
つ

い
て
の
議
ん
な
議
論
と
対
比
し
て
、
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
い
え
な
い
も
丹
で
し
た
が
、
近
年
、
わ
が
留
に
お
い
て
も
帯
意
者
保
護

鎖
援
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
が
識
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

宗
教
法
人
法
上
、
こ
の
静
意
者
部
護
が
問
題
と
な
る
場
合
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
第
一
に
、
宗
教
法

人
法

i
i以
下
、
「
法
」
と
略
称
し
ま
す

i
i一
一
四
条
の
場
合
で
あ
り
ま
す
。
法
二
四
条
本
文
は
、
宗
教
法
人
の
境
内
建
物
も
し
く

は
境
内
地
で
あ
る
不
動
産
又
は
財
産
自
録
に
掲
げ
る
宝
物
に
つ
い
て
、
法
二
三
条
の
手
続
に
違
反
し
て
な
し
た
行
為
は
無
効
で
あ
る

と
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
法
二
四
条
復
書
で
は
、
取
引
の
相
手
方
又
は
第
三
者
の
科
識
を
保
護
し
、
取
引
の
安
全
を
は
か
る
た
め
、
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の
椋
手
方
又
は
第
一
一
一
者
」
に
対
し
て
は
そ
の
無
効
を
対
抗
で
き
な
い
と
規
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
辻
、

こ
の
「
益
回

意
」
は
遜
失
の
有
鉱
山
を
関
わ
な
い
の
か
、
す
な
わ
ち
、
普
意
者
保
護
の
主
観
的
要
件
が
、
後
に
述
べ
ま
す
よ
う
に
主
に
問
問
題
と
さ
れ

に
、
諒
一

O
条
は
、
「
宗
教
法
人
は
、
法
令
の
規
定
に
従
い
、
規
則
で
定
め
る
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
権

て
お
り
ま
す
。
第
一

制
特
を
有
し
、
義
務
を
負
う
」
と
定
め
て
お
り
ま
す
が
、
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
が
法
人
の
自
的
外
の
行
為
を
し
た
場
合
、
取
引
引
の
穂

手
方
の
保
護
の
た
め
に
表
克
代
理
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
第
三
に
、
民
法
五
四
条
は
、

民
法
上
の
会
益
法
人
に
つ
き
、

理
事
の
代
表
撞
に
加
、
え
た
制
限
を
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
し
え
な
い
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
を

宗
教
法
人
の
弐
表
役
員
に
つ
き
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
裁
判

上
数
多
く
争
わ
れ
、
宗
教
語
人
法
の
実
務
に
お
い
て
開
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
第
一
の
問
題
の
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
命
中
日

は
、
時
間
同
の
縄
揺
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
第
一
の
問
問
題
を
中
心
に
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

先
に
申
し
ま
し
た
と
お
り
、
善
意
者
保
護
の
必
要
性
に
基
づ
き
、
現
行
法
上
数
多
く
の
善
意
者
保
護
制
度
が
存
夜
し
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
、
条
文
上
善
意
の
み
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
制
度
で
は
、
判
例
・
学
説
上
、
静
裁
者
保
護
の
要
件
と
し
て

宗教法人法における警意者保護(石}II)

無
重
過
失
が
要
求
さ
れ
る
頬
島
に
為
り
ま
す
。
ま
二
四
条
仮
金
闘
も
、
条
文
上
は
善
意
の
み
し
か
要
求
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
解
釈
に

よ
り
無
重
過
失
を
要
す
る
と
解
す
る
の
が
、
判
鰐
i
i例
え
ば
、
最
高
裁
の
昭
和
四
八
年

月

日
判
決

号
一
回
一
二
頁
}

の
ほ
か
、
数
多
く
の
裁
判
持
機
が
あ
り
ま
す

i
iー
で
あ
り
、
ま
た
、
学
紙
上
も
通
説
的
見
解
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
は
、
法
一

問
粂
綱
同
激
闘
の
文
明
や
立
法
の
級
締
門
川
氏
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ

た
批
判
が
予
想
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
料
情
鰐
普
通
説
は
、
州
内
法
無
量
一
過
失
必
要
説
会
掠
り
、
他
の
民
商
法
上
の
審
議
者
保
護
制

度
に
お
け
る
解
釈
と
軌
を

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
O

L

す
な
わ
ち
、
判
例
・
通
説
は
、

い
か
な
る
理
由
に
よ

に
し
て
い
る
の
か
、

り
法
文
に
な
い
新
た
な
無
義
過
失
と
い
う
饗
件
を
路
加
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
ぞ
れ
は
、
取
引
の
安
全
雌
保
の
要
請
と
宗
教
法
人 {。

宗教法事長手(19鈎}75 



の
財
産
め
保
全
の
要
請
と
の
調
和
と
い
う
緩
点
か
ら
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
、
法
一
一
mm粂
の
沿
革
と
麓
震
に
つ
い
て
接
訴
し
、
次
い
で
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

宗
教
法
人
法
二
毘
条
の
沿
革
と
腫
旨

患
い
ま
す
。

四
条
及
び
そ
の
前
提
と
な
る
法
二
一
一
一
条
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
と

一
一
一
条
は
、
宗
教
法
人
が
財
産
の
処
分
な
ど
開
条
各
号
に
掲
咋
る
日
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
の
定
め
な

四
条
の
沿
革
に
入
り
ま
す
蔀
に
、
ま
ず
、

い
し
責
任
役
員
の
説
教
の
過
半
数
に
よ
る
決
議
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
行
為
の
少
な
く
と
も
一
汚
前
に
、

の
他
の
利
害
関
係
人

に
対
し
、
そ
の
行
為
の
饗
憶
を
示
し
て
そ
の
設
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
す
で
に
最
高
裁

判
決
(
昭
和
四
一
一
一
年
一
一
月
一
九
日
判
決
(
判
時
蕊
mm
眼
号
四
一
一
員
〉
)

で
説
明
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
宗
教
法
人
的
財
経
の
保
全

を
図
り
、
そ
の
焼
離
が
当
説
法
人
の
役
員
等
に
よ
っ
て
不
当
に
加
均
分
さ
れ
る
こ
と
令
防
止
す
る
趣
旨
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

間
関
条
本
文
は
、
宗
教
法
人
の
「
境
内
建
物
著
し
く
は
境
内
地
で
あ
る
不
動
産
又
は
財
産
自
録
に
掲
げ
る

宝
物
」
に
つ
い
て
、
法
二
三
条
の
手
続
に
違
反
し
て
な
し
た
行
為
は
「
無
効
い
で
あ
る
と
定
め
、
財
産
の
保
全
の
徹
底
を
鰐
し
て
お

り
ま
す
。
た
だ
、
一
四
条
本
文
が
、

て
、
境
外
建
物
ま
た
は
境
外
地
に
つ
い
て
法
…

一
一
二
条
に
違
反
す
る
行
為
の
う
ち
無
効
と
な
る
場
合
を
鶴
間
内
応
し
て
い
る
趣
震
か
ら
考
え

一
条
に
違
反
し
て
財
産
処
分
等
が
な
さ
れ
た
場
合
に
培
、
連
援
行
為
を
し
た
代
表
役

員
は
過
料
の
麟
議
(
法
八
八
条
一
一
一
号
参
照
)
と
か
法
人
に
対
す
る
内
部
的
な
質
経
は
免
れ
な
い
に
し
て
も
、
当
該
処
分
行
為
自
体
は

有
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。
問
診
の
特
例
と
し
て
は
、
広
島
高
裁
の
窓
和
問
。
年
五
斉
一
九
日
判
決
(
判
時
四
一
二
号
五

O
頁
}
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が
為
り
ま
す
。
そ
し
て
涯
に
、
財
産
処
分
宥
為
等
が
無
効
と
な
る
場
合
で
も
、
法
二
四
条
但
警
は
、
「
善
意
の
相
手
方
又
は
第
三
者
」

そ
の
無
効
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
取
引
の
安
全
を
考
成
し
て
お
り
ま
寸
。

次
に
、
法
一
一
劉
粂
の
沿
革
に
つ
い
て
鰐
単
に
み
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
明
治
初
年
以
来
わ
が
爵
に
は
説
教
団
体
に
関
す
る

に
対
し
て
は
、

統
一
的
法
規
が
み
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
昭
和
一
四
年
に
明
治
初
年
以
来
的
雑
多
な
法
令
を
整
理
統
一
し
、
家
教
思
体
法
〈
昭
和

年
西
河
七
日
法
律
第
七
七
号
〉

が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
宗
教
関
体
法
は
信
教
の
自
由
に
対
す
る
い
ろ
い
ろ
な
制
約
を

合
む
統
制
倒
的
な
立
法
で
し
た
の
で
、
戦
後
、
連
合
臨
最
高
司
令
部
の

{
昭
和
二

O
年
一

O
持
問
日
付
「
政
治
的
、
社
会
的
及
宗

教
的
自
由
ニ
対
ス
ル
制
限
除
去
ノ
件
」
)
に
よ
り
宗
教
母
体
法
の
縄
止
が
指
令
さ
れ
、

い
わ
ゆ
る
ポ
ツ
ダ
ム
勅
令
を
も
っ
て
応
急
的

な
立
法
で
あ
る
京
教
法
人
令
(
昭
和
一
一

O
年

一
一
月
二
八
日
勅
令
第
七
一
九
口
芝
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
宗
教
法
人
令
で
は
、
宗
教
法

人
の
設
立
に
つ
き
、
準
制
約
主
義
を
探
用
し
き
わ
め
て
自
由
な
も
の
と
し
、
所
轄
庁
の
宗
教
法
人
に
対
す
る
監
督
規
定
な
ど
も
ほ
と
ん

ど
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
マ
し
た
。
そ
の
た
め
、
教
義
や
組
織
が
不
明
確
で
い
か
が
わ
し
い
も
の
が
設
立
さ
れ
る
弊
容
を
生
乙
、
設
立

自
由
の
準
用
の
状
況
が
生
じ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
準
則
主
義
の
弊
害
の
除
去
と
立
法
に
よ
る
べ
き
法
人
が
い
わ
ゆ
る
ポ
ツ

2主教法人法iこま三ける善意~i単語費(喜三}II)

ダ
ム
勅
令
で
代
窮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
変
態
を
改
め
る
た
め
に
、
現
行
法
の
宗
教
法
人
法
{
昭
和
二
六
年
限
月
五
日
法
律
第

日
す
)
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

現
行
の

四
条
の
規
乏
を
沿
革
的
に
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
宗
教
法
人
令

条
、
宗
教
団
体
法

。
粂
に
由
来
す
る
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
宗
教
法
人
令

粂
一
項
で
は
、
京
教
法
人
の
封
産
処
分
等
に
つ
い
て
必
要
と
怒
れ
る
手
続
と
し
て
、
「
総
代
ノ
同
意
」

と
「
所
属
教
浪
、
宗
諜
又
ハ
教
団
ノ
主
審
者
ノ
承
認
」
を
あ
げ
て
お
り
、
問
令
同
条

境
で
は
、
こ
の
手
続
に
逮
渓
し
て
な
さ
れ
た

行
為
は
「
・
無
効
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
し
、
関
令
間
関
条
三
項
は
、
「
相
手
方
ガ
善
意
無
過
失
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
行
為

ヲ
為
シ
タ
ル
神
社
、
寺
院
又
ハ
教
会
ノ
主
管
者
ハ
穂
子
方
ノ
選
択
ニ
徒
ヒ
之
ニ
対
シ
テ
履
行
又
ハ
植
樹
響
蹄
憤
ノ
責
ニ
任
ズ
」
と
焼
定 間ん̂'-/、
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し
て
お
り
ま
す
。
宗
教
団
体
法
に
お
い
て
も
、
寺
院
等
の
財
産
処
分
等
に
つ
い
て
必
要
と
さ
れ
る
手
続
(
同
法
一

O
粂
一
項
・
二

項
)
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
行
為
は
「
無
効
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
(
同
法
同
条
三
項
・
四
項
)

が
、
「
相
手
方
ガ
善
意
無
過
失
ナ

ル
ト
キ
ハ
其
ノ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
住
職
又
ハ
教
会
主
管
者
ハ
相
手
方
ノ
選
択
ニ
従
ヒ
之
ニ
対
シ
テ
履
行
又
ハ
損
害
賠
償
ノ
責
ニ
任

ズ
」
(
同
法
同
条
五
項
)
と
定
め
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
法
人
令
、
宗
教
団
体
法
の
い
ず
れ
の
場
合
も
善
意
無
過
失
を
要
件

に
し
て
お
り
、
こ
の
点
が
善
意
の
み
を
要
件
に
し
て
い
る
現
行
法
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、

さ
ら
に
よ
り
大
き
な
相
違
点

は
、
宗
教
法
人
令
、
宗
教
団
体
法
で
は
、
手
続
違
反
の
行
為
を
な
し
た
主
管
者
等
個
人
が
、
取
引
の
相
手
方
に
対
し
て
民
法
一
一
七

条
の
無
権
代
理
人
の
責
任
と
同
様
の
責
任
を
負
う
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
善
意
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
の
は
、

現
行
の
宗
教
法
人
法
で
は
宗
教
法
人
自
身
で
あ
る
の
に
対
し
、
宗
教
法
人
令
、
宗
教
団
体
法
で
は
宗
教
法
人
自
身
で
は
な
く
主
管
者

等
個
人
で
あ
り
、
従
っ
て
、
前
者
は
民
法
一
一

O
条
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
民
法
一
一
七
条
に
相
応
す
る
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
従
来
、
宗
教
法
人
法
に
は
、
宗
教
法
人
令
等
と
異
な
り
条
文
上
無
過
失
が
な
い
、
と
い
う
相
違
点

の
み
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
両
者
は
そ
も
そ
も
規
定
の
構
造
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
点
に
注
意
が
払
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て
、
宗
教
法
人
令
等
に
あ
っ
た
無
過
失
の
要
件
が
、
宗
教
法
人
法
で
は
条
文
上
は
ず
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
法
二
四
条
但
書
の
「
相
手
方
又
は
第
三
者
」
の
主
観
的
要
件
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、

れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
も
た
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

次
に
、
法
二
四
条
の
立
法
理
由
で
す
が
、

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
衆
議
院
文
部
委
員
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
「
こ
の
宝
物
と
、
境
内
建
物
、
境
内
地
た
る
不
動
産
に
つ
き
ま
し
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
か
っ
た
り
、
ま

た
は
公
告
を
し
な
か
っ
た
り
し
て
、
こ
れ
を
処
分
し
ま
た
は
担
保
に
供
し
ま
す
と
、

そ
の
行
為
は
無
効
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
方
針
を
尊
重
し
、
宗
教
法
人
の
重
要
な
財
産
で
あ
る
宗
教
財
産
の
流
出
を
防
ぐ
趣
旨
で
あ
り
ま
す
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一
方
、
取
引
安
全
の
趣
旨
か
ら
、
善
意
の
相
手
方
や
第
三
者
に
対
し
て
は
、

そ
の
無
効
を
も
っ
て
対
抗
で
き
な
い
こ
と
と
い
た

し
ま
し
た
」
〈
第
十
自
器
会
衆
織
院
文
部
委
員
会
議
録
第
題
号
昭
和

丹
二
八
日
二

な
お
、
第
十
四
国
会
参
議
院
文

部
委
員
会
会
鵡
鉢
第
一
六
号
昭
和

一
月
八
日
額
一
災
も
問
皆
}
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

辞
意
者
保
護
の
要
件
に
関
す
る
判
判
例
と
学
説

次
に
、
善
意
霧
器
護
の
要
件
に
鵠
す
る
判
例
お
よ
び
学
説
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
法
二
諸
条
但
書
は
、

相
手
方
又
は
第
三
者
」
に
対
し
て
は
無
効
会
対
抗
で
き
な
い
と
定
め
て
お
り
、
善
意
者
保
護
の
要
件
と
し
て
、
条
文
上
は
善
意
の
み

が
要
求
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
過
失
の
有
無
・
程
境
を
考
惑
に
入
れ
て
、

を
区
分
い
た
し
ま
す
と

一
路
、
饗
窓
無
過
失
、

善
意
軽
過
失
、
簿
業
重
過
失
の
一
一
一
段
輔
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
学
説
上
も
善
意
者
保
識
の
要
件
に
つ
き
一

つ
め
問
先

解
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
立
法
務
な
い
し
起
草
者
は
ど
、
ヲ
考
え
て
い
た
の
か
、
ま
ず
み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
す
で

宗教法人ままにおける務議後係議{石}II)

に
み
ま
し
た
立
法
理
自
の
な
か
?
、
法
二
四
条
倍
擦
に
つ
き
ま
し
て
は
、
「
取
引
安
全
の
趣
皆
か
ら
、
善
意
の
相
手
方
や
第
三
者
に

そ
の
無
効
を
も
っ
て
対
抗
で
き
な
い
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
J

と
説
同
情
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
起
草
者
の

解
説
書
に
も
こ
れ
と
は
ほ
同
様
の
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
現
行
の

対
し
て
は
、

開
条
但
書
で
は
、
何
故
条
文
上
無
過
失
の

要
件
が
は
ず
さ
れ
て
い
る
の
か
、

そ
の
合
理
的
寝
泊
を
晃
出
す
、
}
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

次
に
、
判
例
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
最
高
裁
の
認
和
際
七
年
二
月
二
八
日
判
決
(
民
集
二
六
巻
九
号

六
八
六

貰
}
は
、
調
停
に
よ
る
不
動
産
売
却
所
省
機
移
転
登
記
を
法
二
一
二
条
の
手
続
を
壊
ま
ず
に
行
な
っ
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
お
り
ま
す
α

法
ニ
四
条
「
本
文
に
記
載
す
る
物
件
が
京
教
法
人
の
存
続
の
裁
識
と
を
る
べ
き
震
饗
な
財
産
で
あ
り
、
特 グ〉

れ
た
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殊
な
利
害
関
係
人
を
多
数
擁
す
る
宗
教
法
人
の
特
性
に
鑑
み
る
と
き
は
、
省
銀
替
の
規
定
は
、
盤
辞
意
で
あ
っ
て
も
重
大
な
過
失
の
あ

る
相
手
方
又
は
第
三
者
ま
で
も
保
護
す
る
趣
慢
の
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
判
決
は
、
貫
主
側
弁
護
士
が
究

主
た
る
宗
教
法
人
代
表
役
員
の
内
部
手
続
を
経
た
殺
の
口
一
嫡
報
告
を
問
い
た
だ
け
で
、

そ
の
証
明
書
や
公
告
の
写
し
な
ど
の
提
出
を

求
め
る
と
か
、
法
類
総
代
や
説
話
法
人
代
表
者
に
問
い
合
わ
せ
る
等
の
確
認
措
罷
を
と
ら
な
か
っ
た
点
に
重
大
な
過
失
が
あ
る
と
し

て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
認
定
に
は
和
お
の
強
引
さ
が
感
じ
ら
れ
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

G

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
判
決

は
、
法
二
mm
条
得
一
舎
の
「
善
意
」
に
関
す
る
最
高
裁
と
し
て
の
初
め
て
の
判
断
で
あ
り
ま
す
が
、
軽
過
失
が
あ
る
に
ナ
ぎ
な
い
善
意

者
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
酬
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

翌
年
め
最
高
裁
判
決
(
昭
和
四
八
年
一
一
月
二

臼
判
決
〈
民
集

一
一
一
一
条
違
反
め
境
内
地
の
議
貸
借
の
事
案
に
お
い
て
こ
の
点
が
明
薙
に

七
巻

。
号
一
間

一
一
良
工

で
は

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
法

開
条
「
但
書
の
規
定
は
、
宗
教
法
人
の
蒙
婆
な
財
産
の
保
全
と
取
引
引
の
安
全
の
保
護
と
の
調

和
を
図
る
趣
旨
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
開
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
法
律
行
為
の
無
効
は
、
蕃
意
で
あ
っ
て

も
議
大
な
過
失
の
あ
る
拙
相
手
方
ま
た
は
第
三
殺
に
は
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
善
意
の
如
何
子
方
ま
た
は
第
三
者
に
過
失
の
な
い

場
合
は
も
ち
ろ
ん
、

た
と
え
過
失
が
あ
っ
て
も
、
重
大
な
過
失
の
な
い
場
合
は
、
こ
れ
に
対
し
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
料

示
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
判
例
は
、
善
意
者
は
葉
大
な
議
失
が
な
け
れ
ば
、

た
と
え
経
過
失
が
あ
っ
て
も
保
護
き
れ
る
と

す
る
、

い
わ
ゆ
る
無
重
過
失
必
要
説
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
で
は
、
重
過
失

が
認
定
さ
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
が

i
i例
え
ば
、
比
較
的
新
し
い
も
の
と
し
て
は
、
東
京
地
裁
の
昭
和
五
八
年
六
月
一

判
決
(
判
時
一

一
O
八
頁
て
京
都
地
裁
の
昭
和
六

0
年
四
月
二
六
日
判
決
(
料
時

一
六
八
号

七
一
気
}
な
ど
が
あ

り
ま
す
i
l
l、
本
判
決
は
軽
過
失
を
認
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
学
説
で
す
が
、
こ
れ
は
先
に
申
し
ま
し
た
と
お
り
、
以
下
百
二
説
に
分
か
れ
て
h

ね
り
ま
す
。
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第

は
、
相
手
方
は
轡
裁
で
あ
れ
ば
足
り
、
過
失
の
事
無
を
関
わ
な
い
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
理

{
無
逸
失
不
要
説
)

出
向
は
示
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が

、
お
そ
ら
く
文
獲
を
一
様
拠
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

〈
長
谷
山
・
説
教
法
概
論
一

第
一
一
は
、
相
手
方
は
替
窓
・
無
議
過
失
で
あ
れ
ば
よ
く
、
議
大
な
過
失
が
な
け
れ
認
保
護
さ
れ
る
と
す
る
も
の

{
無
重
過
失
必
要

説
)
で
あ
り
ま
す
や
こ
れ
は
通
説
的
見
解
で
あ
り
、

こ
の
立
場
を
掠
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
棋
拠
と
し
て
、
次

は
と
ん
ど

の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
む
第

説
は
、

間
四
条
が
、
宗
教
法
人
の
財
議
保
織
の
規
窓
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え

る
と
、
や
は
り
相
手
方
の
過
失
の
有
無
も
問
題
に
す
べ
き
で
あ
り
、
特
に
、

っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を

悪
意
と
同
様
に
扱
っ
て
保
護
す
べ
き
で
な
い
、

と
し
て
お
り
ま
す
(
家
鵠
・
宗
教
判
例
百
選

組
は
、
子
統

違
背
に
つ
い
て
知
ら
な
く
て
も
重
過
失
が
あ
る
場
合
は
、
ー
す
綾
違
替
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
穏
と
悶
様
、
そ
の
取
引
命
保
護
す

る
必
要
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
善
意
者
に
は
含
ま
れ
な
い
、

と
し
て
お
り
ま
す
(
渡
辺
・
京
教
訟
人
法
例
解

。
さ
ら
に

第
三
説
は
、
宗
教
法
人
丹
内
部
約
制
約
は
、
基
本
的
に
は
、

そ
の
内
部
波
別
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
法
人
の
規
制
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
調
査
す
る
義
務
会
ニ
殺
人
に
負
わ
せ
る
こ
と
に
は
疑
問
問
も
あ
り
、
重
過
失
が
な
い
こ
と
を
要
件
と
し
て
相

2宗教法人法における善意者保護(石川1)

子
方
ま
た
は
第
三
者
が
揮
護
さ
れ
る
と
い
う
程
震
が
妥
当
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
掠
り
ま
す
(
柳
川
・
曹
時
一
一
五
巻
四
号
一
七
一

ま
た
第
四
e

説
は
、
法
二
四
条
を
文
字
ど
お
り
に
解
し
、
重
大
な
過
失
が
あ
っ
て
も
知
ら
ぬ
限
り
保
護
す
る
こ
と
は
、
余
り
に
宗
教
法

人
の
重
要
な
財
産
課
全
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
か
と
い
っ
て
善
意
無
過
失
の
者
だ
け
を
保
護
す
る
と
、

ち
ょ
っ
と
し
た
過

失
の
あ
る
者
も
保
護
さ
れ
ず
に
取
引
の
安
全
が
議
牲
に
さ
れ

一
般
人
は
宗
教
法
人
と
の
取
引
に
は
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

し
、
経
済
上
必
要
に
追
ら
れ
る
宗
教
法
人
の
重
要
財
産
処
分
を
不
可
能
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
境
内
地
模
様
替
の
い
ち
じ
る
し
さ
や

緊
急
性
、
用
途
変
更
の
一
時
性
な
ど
斡
欝
の
徴
妙
な
も
の
が
あ
る
か
ら
、
過
失
が
あ
っ
て
も
軽
い
も
の
は
善
意
と
問
視
し
、
重
い
も

の
は
懇
意
と
問
視
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
、
と
し
て
お
り
ま
す
(
谷
口
・
宗
教
法
人
門
一
四
三
i
一
四
四
頁
v

。
こ
の
第
沼
説
は
、 。
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無
議
過
失
必
要
説
を
一
一
方
蘭
か
ら
理
由
づ
け
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
善
意
で
は
あ
る
が
議
逸
失
あ
る
者
は
、
な
ぜ
こ
れ
を
保
護

し
な
い
の
か
、
ま
た
、
軽
過
失
あ
る
に
と
ど
ま
る
者
は
、
な
ぜ
こ
れ
を
保
護
す
る
の
か
、

に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
点
が
注

悶
討
さ
れ
ま
す
。

第
一
一
一
は
、
相
相
手
方
は
善
意
・
然
通
失
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
軽
過
失
が
あ
っ
て
も
保
護
さ
れ
な
い
と
す
る
も
の
〈
無
滋
失
必
要

説
}
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
先
の
昭
和
四
七
年

月
二
八
日
の
最
高
裁
判
決
に
対
す
る
判
例
批
評
に
お
い
て
、
次
の

よ
う
な
理
由
が
一
部
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
先
の
昭
和
四
七
年
の
最
高
裁
判
決
に
お
け
る
、
重
逸
失
の
認
定
の
合
理
的
制
航
機
と
し
て
辻
、

宗
教
法
人
の
代
表
投
員
ら
は
手
続
の
有
無
に
つ
き
嘘
を
つ
く
の
が
通
常
だ
か
ら
乗
せ
ら
れ
た
者
に
議
過
失
あ
り
と
い
う
趣
旨
で
は
な

か
ろ
う
し
、
ま
た
、
法
体
専
門
家
は
非
蓄
に
躍
度
の
高
い
注
意
義
務
を
要
求
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
で
も
な
く
、
総
務
、
本
暫
決
が
は

じ
め
に
説
示
す
る
よ
う
な
趣
旨
そ
紫
く
た
め
に
は
法
ニ
四
条
本
文
の
取
引
に
隣
し
て
当
事
者
に
要
求
さ
れ
る
注
意
義
務
が
…
般
の
場

A
n
と
は
格
段
に
奥
な
る
高
度
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
考
え
方
に
求
め
る
ほ
か
は
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
解
釈
論
に

し
ろ
立
法
論
に
し
ろ
、
同
条
偲
蓄
の
保
護
を
う
け
る
者
を
「
善
意
無
過
失
」
の
者
に
限
る
と
す
る
ほ
う
が

7τ
ワ
目
的
合
理
的
と
い

え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
(
語
地
・
民
議
六
八
巻
六
号
九
二
六
i
九
二
七
頁
。
な
お
、
長
谷
川
H
竹
内
・
自

出
と
正
義
三
五
巻
七
号
践

O
頁
参
照
)
。

蹄

判
持
捌

m
-
通
説
の
犠
拠
の
検
討

立
上
み
て
ま
い
り
ま
し
た
よ
う
に
、

一
四
粂
恒
書
の

に
は
い
祭
叢
過
失
を
要
す
る
と
解
す
る
の
が
、
判
例
お
よ
び
通
説

で
あ
り
ま
寸
。
他
の

i
i特
に
、
条
文
上
静
慈
の
み
が
要
求
さ
れ
て
い
る

i
l善
意
牟
弱
体
哨
規
制
捜
に
お
い
て
も
、
判
例
・
学
説
上
無
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議
論
失
が
要
求
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
宗
教
法
人
法
上
の
こ
の
解
釈
は
、
こ
の
輯
向
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
善
意
者

楳
謹
の
要
件
と
し
て
、
鉱
山
重
過
失
を
要
す
る
と
解
す
る
理
由
は
、
次
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
つ
は
、
な
ん
ら
実

賀
的
理
由
を
一
示
す
こ
と
な
く
、
「
重
大
な
過
失
は
悪
意
と
問
樺
に
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
形
式
的
理
滋
に
よ
る
も
の
?
あ

り
ま
す
。
備
え
語
、
最
高
裁
の
昭
和
睦
八
年
七
月

九
日
判
決
〈
民
集
一

七
巻
七
胤
勺
八

は
次
め
よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま

の
地
失
の
有
無
会
開
わ
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
重
大
な
過
失
は
惑

… } 

す
。
「
民
法
問
問
中
ハ
ム
ハ
粂
ニ
項
は
、
:
:
;
そ
の

意
と
問
機
に
取
り
扱
う
べ
泳
、
も
の
で
あ
る
か
ら
、

嬢
渡
禁
止
の
特
約
の
存
在
を
知
ら
ず
に
債
権
を
譲
り
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

こ
れ
に
つ
き
譲
受
人
に
賞
一
大
な
過
失
が
あ
る
と
き
は
、
悪
意
の
譲
受
人
と
部
門
様
、
譲
渡
に
よ
っ
て
そ
の
債
権
を
取
得
し
え
な
い
」

(
傍
点
1

引
用
者
)
と
判
示
し
て
お
り
ま
す
。
商
法
二
三
条
に
関
す
る
最
高
哉
の
昭
和
田
一
年
一
月
二
七
日
制
判
決
(
民
集
二

O
巻
一

号
一
一
一
一
良
)
も
、
本
側
判
決
と
全
く
同
様
の
理
密
づ
け
を
し
て
お
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
な
ん
ら
か
の
実
府
民
的
理
由
を
示
し
て
、

無
重
過
失
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
法
一
一
罷
条
車
警
に
関
す
る
先
の
昭
和
臨
七
年
の
最
高
裁
判
決
法
こ
の
類
裂
に
織
し
、
よ
ま

た
学
説
で
は
、
近
持
、
民
法
五
四
条
・
悶
六

-
商
法

の

に
は
無
義
過
失
を
饗
す
る
と
解
す
る
見

家教法人法における婆窓若宮室長幾{者三JII)

解
が
多
く
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
学
説
の
な
か
に
は
そ
れ
ぞ
れ
実
繋
約
浬
由
を
示
し
た
上
で
、
無
重
過
失
必
要
説
を
採

る
も
の
が
目
立
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

こ
の
二
者
の
埋
出
づ
け
の
う
ち
前
者
、

つ
ま
り
、
実
嚢
的
理
由
を
な
ん
ら
示
す
こ
と
な
く
無
重
過
失
を
要
求
す
る
解
釈
態
度
は
問

題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
無
重
過
失
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
重
過
失
は
実
嚢
釣
に
は
悪
意
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
と
い
う

意
識
が
作
用
す
る
た
め
か
、
無
過
失
を
要
求
す
る
場
合
と
異
な
り
、
な
ん
ら
実
質
的
理
詣
を
示
す
こ
と
な
く
、

要
求
す
る
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
議
過
失
は
瀧
失
の

織
で
あ
っ
て
、

は
概
念
上
別
舗
の
も
の
で
あ
り
、
無

麓
過
失
必
酬
演
説
で
は
議
合
意
の
ほ
か
に
条
文
に
は
な
い
無
議
議
失
と
い
う
別
の
要
件
会
新
た
に
脇
陣
加
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
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か
ら
、
安
易
に
重
大
な
逸
失
は
懇
意
と
詞
接
に
取
り
扱
う
べ
し
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
伺
故
善
意
で
は
あ
る
が
重
過
失
あ
る
者
は
懇

意
者
と
矧
様
に
取
り
扱
っ
て
こ
れ
を
謀
議
し
な
い
の
が
妥
当
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
実
体
磁
で
の
利
益
衡
最
を
ふ
ま
え
た
説
明
が

必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
無
重
過
失
婆
求
の
背
後
に
は
、
あ
る
い
は
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
悪
意
の
立
証
が
関
離
な
と
き
、

そ
れ
を
救
う
働
き
を
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
い
わ
ば
罷
宜
論
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
無

温
泉
過
失
を
必
要
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
実
体
法
レ
ベ
ル
で
の
説
明
が
ま
ず
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

四
条
伎

警
に
つ
い
て
無
重
過
失
必
要
説
そ
採
る
料
例
と
通
説
は
、
な
ん
ら
か
の
実
質
的
理
由
を
示
し
て
お
り

l
iも
ち
ろ
ん
通
説
の

は
実
饗
的
理
由
を
示
す
こ
と
な
く
無
議
過
失
必
要
説
を
採
る
学
説
も
あ
り
ま
す
が
i
i
l、
縫
っ
て
こ
の
限
り
で
は
妥
当
で
あ
る
と
患

わ
れ
ま
す
。

法
一
一
西
条
鍛
欝
に
関
す
る
昭
和
鵠
七
年
の
最
高
裁
判
判
決
は

そ
の
実
質
的
理
尚
と
し
て
、
法
二
刷
出
条
本
文
に
記
載
す
る
物
件
が
宗

教
法
人
の
葬
続
の
幕
礎
と
な
る
べ
き
重
要
な
財
産
で
あ
り
、
宗
教
法
人
は
特
殊
な
利
窓
口
関
係
人
を
多
数
擁
す
る
特
控
考
持
っ
て
い
る

こ
と
、
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
理
由
に
よ
り
、
無
過
失
不
要
説
が
探
り
え
な
い
こ
と
は
理
解
で
き
ま
す
が
、

そ
れ
で
は
、
な
ぜ

無
重
過
失
の
要
求
に
と
ど
ま
り
、
無
軽
逸
失
ま
で
を
繋
求
し
な
い
の
か
‘
と
い
う
点
が
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
特
例
・
通
説
の

立
場
で
は
、
な
ぜ
善
意
で
は
あ
る
が
震
過
失
あ
る
者
は
悪
意
者
と
同
様
こ
れ
を
保
護
し
な
い
の
が
妥
当
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ

軽
逸
失
あ
る
に
と
ど
ま
る
者
は
こ
れ
を
謀
議
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
、

実
体
繭
に
お
け
る
利
益
衡
援
を
ふ
ま
え
た

説
明
が
必
要
で
あ
る
と
患
い
ま
す
。
ま
た
、
先
の
昭
和
問
八
年
の
最
高
裁
判
決
は
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
法
一

間
関
条
侵
害
の
規
定

は
、
宗
教
法
人
の
重
要
な
財
産
の
保
全
と
取
引
の
安
全
の
保
護
と
の
縄
和
を
摺
る
趣
皆
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

あ
げ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
無
軽
過
失
ま
で
を
襲
求
す
る
都
知
過
失
必
要
説
の
霊
場
で
も
関
様
の
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
無
重
過
失
必
要
説
を
椴
拠
づ
け
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
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ま
た
、
無
義
過
失
必
要
説
を
採
る
学
説
も
、
右
の
よ
う
な
二
方
面
か
ら
の
理
由
づ
け
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
自
説
を
十
分
栂
拠
づ

け
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
あ
る
善
意
者
保
護
の
規
定
に
つ
い
て
無
愛
過
失

i
iあ
る
い
は
無
軽
過
失
ー
ー
が
必

要
で
あ
る
と
の
結
論
を
え
た
場
合
に
は
、
次
の
段
階
の
問
題
と
し
て
、
具
体
的
ケ

i
ス
に
お
け
る
拙
相
手
方
が
無
議
過
失

l
j
Zい

は
無
軽
通
夫
ー
ー
で
あ
っ
た
か
蕊
か
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、

四
条
但
書
に
隠
す
る
通
説
的
見
解
は
、
こ
れ
ま

で
、
判
例
の
事
例
を
と
り
あ
げ
後
者
の
問
組
を
検
討
し
、
最
後
に
麓
過
失
の
認
定
碁
懲
は
将
米
の
判
例
の
穣
み
議
ね
に
期
待
さ
れ
る

と
す
る
の
み
で
、
前
者
の
開
鰻
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
立
ち
入
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

学
説
状
況
の
下
に
あ
っ
て
、
先

の
紹
介
の
な
か
で
ご
説
開
明
い
た
し
ま
し
た
第
沼
説
は
、
無
愛
過
失
必
婆
設
を
実
費
約
理
由

を
一
別
し
て
、
二
方
面
か
ら
綴
拠
づ
け
て
お
り
、
こ
の
点
で
注
目
に
銀
す
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
第
四
説
で
は
、
な
ぜ
善
意
で
は
あ
る

が
義
過
失
あ
る
者
は
こ
れ
を
保
護
し
な
い
の
か
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
の
mm靭
密
七
年
の
最
高
裁
判
決
と
ほ
疋
同
様
の
壌
市
仰
を
一
所
し

て
わ
お
り
ま
す
。
ま
た
、
な
ぜ
軽
過
失
あ
る
に
と
ど
ま
る
者
は
こ
れ
を
保
護
す
る
の
か
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
の
昭
和
盟
七
年
と
昭
和

関
八
年
の
最
高
裁
判
決
で
は
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
わ
お
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
第
四
誌
で
は
、
善
意
無
過
失
の
翁
だ
け
を
保
護
す
る

2主教法人主去における普意義係言葉{ゐiJ11)

と
、
ち
ょ
っ
と
し
た
過
失
の
あ
る
者
も
保
護
さ
れ
ず
に
取
引
の
安
全
が
犠
牧
に
さ
れ
、

一
般
人
は
宗
教
法
人
と
の
取
引
に
は
法
極
的

と
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
、
先
の
学
説
の
第
三
説
で
は
、
後
者
の
点
に
つ
い
て
、
宗
教
法

人
の
規
制
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
識
資
す
る
義
務
を

に
な
ら
ざ
る
を
待
な
い
、

般
人
に
食
わ
せ
る
w

〕
と
に
は
蝿
間
同
が
あ
る
た
め

と
の
理
由
を
一
市

し
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
法
人
と
取
引
を
す
る
者
は
、
た
と
え
軽
過
失
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
謀
議
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
性
が
果
た
し
て
あ
る
の
か
、

と
い
っ
た
点
を
中
心
に
、
次
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
患
い
ま

す。
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玉

善
意
者
保
護
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
の
検
討

法
二
四
条
経
書
で
は
条
文
上
「
善
意
」
の
み
が
要
求
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
条
文
の
文
理
が
鉱
山
過
失
や
無
難
過
失
を

要
求
し
て
い
な
く
て
も
、
無
過
失
必
要
あ
る
い
は
無
議
過
失
必
裂
と
解
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
斜
え
江
、
民
法
問
六
六
条
一
一
樹

但
室
岡
と
昭
七
八
条
で
は
と
も
に
条
文
上
は
審
議
と
の
み
規
定
さ
れ
て
必
り
ま
す
が
、
前
者
は
制
判
例
{
最
高
裁
昭
和
路
八
年
七
月
一
九

日
判
決
(
民
集
一

γ
有
力
説
に
よ
り
無
盤
過
失
を
裂
す
る
と
解
冬
れ
、
後
者
は
判
判
例
{
最
高
裁
昭
和
三
七
年

七
巻
七
号
入

八
月

…
日
判
決

八
O
九
真
〉
て
通
説
に
よ
り
無
過
失
を
饗
す
る
と
解
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
善
意
者
謀
議
の

規
定
に
お
け
る
、
そ
の
主
観
的
婆
件
に
つ
い
て
み
て
ま
い
り
ま
す
と
、
法
…

四
条
親
書
と
隠
様
に
善
意
の
み
を
掲
げ
る
も
の
も
あ
れ

lま

一
蕗
、
主
観
的
要
件
が
書
き
分

-
無
過
失
を
揚
げ
る
も
の

{
民
法
一
一

条
・
一
九
二
条
参
照
}
も
あ
り
、
条
文
上
は

け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
立
法
者
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
主
観
的
要
件
を
必
要
と
す
べ
き
か
を
徹
車
的

に
検
討
し
た
う
え
て
こ
の
よ
う
に
書
き
分
け
た
も
の
か
否
か
疑
わ
し
く
|
|
法
二
四
条
但
書
に
つ
い
て
も
、
先
に
み
て
ま
い
り
ま

し
た
と
お
り
同
様
の
こ
と
が
一
言
、
え
る
と
患
い
ま
す
が
i
i
i、
従
っ
て
、
規
定
の
文
言
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
妥
当
な
解
釈

と
は
い
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
善
意
者
謀
護
の
要
件
に
つ
き
、
条
文
の
文
理
は
必
ず
し
も
決
め
1
?
と
は
な
り
が
た

く

1

1
法
二
四
条
但
書
に
関
し
、

下
級
審
の
創
刊
鍔
(
東
京
地
裁
昭
和
四
一
一
一
年
九
月
一
八
日
判
決
(
判
時
五
五

。
東
と
に

は
、
法
二
四
条
但
書
は
「
無
逸
失
の
要
件
を
明
文
か
ら
外
し
て
あ
る
が
、
:
:
:
明
文
か
ら
外
し
た
こ
と
に
よ
り
こ
れ
を
解
釈
に
委
ね

た
も
の
と
す
る
の
が
相
当
」
で
あ
る
、

と
制
誇
示
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
i

i
、
結
局
、
こ
の
間
観
の
要
点
は
、

護
に
よ
っ
て
不
利
益
を
被
る
者

|
l以
下
、
「
本
人
」
と
時
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
1

1
ー
と
の
利
益
の
衡
畿
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ぞ
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し
て
、
あ
る
善
意
者
の
保
護
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
は
、
善
意
者
側
と
本
人
綴
の
双
方
の
事
務
お
よ
が
そ
の
他
の
事
情
の
比
較
衡
畿

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
善
意
者
に
無
過
失
を
要
求
す
べ
き
か
否
か
は
、
結
岡
崎
は
本
人
側
の
事
情
と
そ
の
他
の

事
構
に
依
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
事
情
と
は
如
何
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
他
の
善
意
者
保
護
制

変
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
善
意
者
保
護
に
よ
っ

て
本
人
が
失
う
財
産
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
本
人
の
外
観
作
出
へ
の
関
与
度
。
信
頼
の
基
礎
と
な
る
外
観
の
態
様
。
取
引
引
の

迅
速
性
り
婆
求
そ
の
他
善
意
者
に
調
査
を
期
待
す
る
こ
と
が
器
難
な
事
情
が
み
る
か
ど
う
か
。
類
恨
の
事
態
の
法
的
処
理
と
の
均

衡
。
氏
事
取
引
か
商
事
取
引
か

一
般
的
に
取
引
の
安
全
を
静
的
安
全
に
擾
先
さ
せ
る
べ
き
種
類
の
取
引
に
属
す
る
か
ど

つ
ま
り
、

う
か
。
条
文
の
文
時
や
立
法
者
意
思
な
ど
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
も
の
を
、
無
過
失
の
要
否
の
決
定
に
際
し
考
慮
さ
れ
る
べ
き

し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
し
か
る
べ
き
ウ
エ
イ
ト
を

つ
け
総
合
判
断
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
法
二
四
条
但
書
の
場
合
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
法
一
一
四
条
組
重
闘
の

宗教法人法における善意者保護{石)11)

も
と
で
、
本
人
つ
ま
り
宗
教
法
人
が
審
議
者
謀
議
の
た
め
に
失
う
封
殺
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
法
文
に
即
し
て
み
ま
す
と
、
「
境
内
建
物
若
し
く
は
境
内
地
で
あ
る
不
動
様
又
は
財
般
日
鉢
に
掲
げ
る
安
物
」

本
文
参
照
)

で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
境
内
建
物
・
境
内
地
に
つ
い
て
は
そ
の
範
闘
が
法
一

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
す

一
二
条
は
、
宗
教
法
人
が
財
産
処
分
等
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
制
の

任
役
員
の
定
数
の
過
半
数
に
よ
る
決
定
に
よ
る
ほ
か
、
信
者
等
に
対
す
る
公
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
窓
し
、
法
人
投
開
災
等

で
に
み
て
ま
い
り
ま
し
た
と
お
り
、
法
一

L 、

の
不
正
を
防
止
し
、
宗
教
詰
人
の
財
産
の
保
全
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
二
四
条
本
文
で
培
、

さ
ら
に
、
境
内

建
物
・
境
内
地
等
に
つ
い
て
は
、
法
二
三
条
の
子
較
に
違
反
し
て
な
し
た
行
為
は
無
効
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
財
嚢
の
議
出
務
止
の

際
条

宗義教法語録(19習の87 



激
患
を
鶏
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
宗
教
法
人
の
財
離
の
う
ら

盟
条
本
文
で
窓
め
る
墳
内
建
物
・
境
内
地
等
が
、
宗
教
活

動
に
不
可
欠
な
重
要
な
財
産
で
あ
り
、
宗
教
法
人
の
存
続
の
基
礎
と
な
る
べ

の
で
あ
る
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
す
る

な
ら
誌
、
宗
教
財
産
の
な
か
で
も
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
、
こ
れ
ら
境
内
建
物
・
境
内
地
等
の
議
繋
な
財
牒
を
、
過
失
あ
る
者

の
保
護
の
た
め
に
散
逸
さ
せ
て
し
ま
っ
て
よ
い
か
疑
問
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
確
か
に
、
外
観
作
出
へ
の
関
与
と
い
う

観
点
か
ら
み
ま
す
と
、
背
信
行
為
を
す
る
よ
う
な
入
を
役
員
に
選
ん
だ
と
い
う
点
で
、
本
人
に
外
観
作
出
へ
の
関
与
が
会
く
な
か
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
程
度
の
関
与
で
は
i
i
i例
え
話
、
民
法
九
酉
条
二
項
の
場
合
と
対
比
し
て
い
た
だ
き
た
い
わ
け

で
す
が
i
i
k
宗
教
活
動
に
不
可
欠
な
重
要
な
財
産
を
加
保
全
す
る
た
め
、
善
意
者
は
無
過
失
を
要
す
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
は
な

L冶

か

と
怠
わ
れ
ま
す
。

次
に
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
宗
教
法
人
と
の
取
引
に
擦
し
、
善
意
者
に
調
査
を
期
待
す
る
こ
と
が
冨
難
な
事
情
が
あ

る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
法
二
一
一
一
条
は
、
宗
教
該
人
が
財
産
処
分
等
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
規
制
到
の
定
め
な
い
し

資
使
役
員
の
定
数
の
過
半
数
に
よ
る
決
案
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
行
為
的
少
な
く
と
も
一
月
前
に
、
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
に
対

し
、
そ
の
行
為
の
喪
憶
を
示
し
て
そ
の
憶
を
会
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
公
舎
の
よ
う
に
、
鴬
産
経
分
等

に
つ
き
必
要
と
さ
れ
る
手
続
が
法
に
よ
っ
て
ん
認
め
ら
れ
て
い

は
、
法
人
の
内
部
機
構
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
手
続
に
比

べ
、
こ
の
公
告
を
確
認
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、

そ
れ
ほ
ど
閥
難
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
も

し
無
過
失
不
要
説
を
採
り
、
法
に
よ
り
要
求
さ
れ
て
い
る
手
競
に
つ
い
て
・
+
ぶ
っ
た
く
無
関
心
な
者
ま

の
放
に
保
護
す
る
と
す

れ
ば
、
法
律
の
不
知
を
保
護
し
、
院
護
処
分
等
の
観
察
を
定
め
た
法
の
存
在
意
義
を
没
却
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
、

と
思
わ
れ

ま
す
。
ま
た
、
法
五
二
条
二
項
で
は
、
特
定
の
財
産
処
分
等
の
制
限
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
輩
記
事
項
と
し
、
第
三
者
に
会
示
し
て
お

り
ま
す
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
、
宗
教
法
人
と
取
引
を
す
る
者
が
、
去
告
等
の
手
続
を
確
認
す
る
必
要
の
あ
る
こ
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と
を
知
る
こ
と
は
、

き
し
て
離
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も
、
宗
教
法
人
と
取
引
を
す
る
者

は
、
た
と
え
過
失
が
あ
っ
て
も
こ
れ
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
笠
は
認
め
が
た
く
、
結
局
、
こ
の
点
も
善
意
者
保

識
の
主
観
的
要
件
を
緩
和
す
べ
き
事
情
と
は
な
り
え
な
い
、
と
思
わ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
他
の
法
人
に
お
け
る
類
例
似
の
事
態
の
法
的
延
滞
情
に
つ
い
て
み
て
ま
い
り
た
い
と
患
い
ま
す
。
民
法
上
の
法
人
の
堤
事
に

つ
い
て
は
、
そ
の
投
表
権
を
直
接
に
制
観
す
る
法
令
は
存
筏
し
ま
せ
ん
が
、
特
別
法
上
の
法
人
に
つ
い
て
は
、
後
に
申
し
ま
す
よ
う

に
、
法
令
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
制
服
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
寸
。
法
二
四
条
の
前
提
と
な
る
宗
教
法
人
の
財
産
処
分

等
の
制
限
に
は
、
法
に
よ
る
割
問
棋
だ
け
で
な
く
、
線
制
約
に
よ
る
髄
盟
も
あ
り
、
こ
の
後
者
の
糊
楓
は
民
法
五
濁
条
の
場
合
に
類
似
し

て
い
る
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
記
法
五
時
粂
の
定
め
る
理
事
の
代
表
権
の
内
部
的
制
躍
は
驚
記
事
項
と
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
(
民

法
四
六
条
参
照
)
の
で
、
外
部
か
ら
の
認
識
の
難
易
と
い
う
観
点
か
ら
し
ま
す
と
、
宗
教
法
人
に
お
け
る
灘
間
に
よ
る
制
捜
は

i
i法

に
よ
る
制
限
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
1

1
、
な
し
ろ
特
別
法
上
の
法
人
に
お
け
る
法
令
に
よ
る
代
表
織
の
制
限
と
類
似
性
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
法
人
の
代
表
機
擦
が
、
こ
の
法
令
に
よ
る
伐
表
権
の
割
親
に
瀧
反
し
て
法
律
行
為
を
行
な
っ
た

宗教法人法における善意者保護(石川1)

場
合
、
い
か
に
解
決
す
べ
き
か
と
い
う
問
問
題
が
古
く
か
ら
謀
議
さ
れ
て
き
司
ま
し
た
。
か
つ
て
判
明
傍
〈
大
審
院
大
正
一

日
判
決
(
説
集
五
巻
八
六
一
一
貫
)
}
は
、
当
時
の
漁
業
組
合
令
ニ

O
条
に
よ
り
、
組
合
員
総
会
の
決
議
を
経
る
こ
と
を
要
す
る
と
さ

れ
て
い
た
法
律
行
為
を
、
漁
業
組
合
の
理
事
が
決
議
な
し
に
行
な
っ
た
事
案
に
つ
き
、
民
法
五
四
条
を
適
用
す
る
余
地
は
な
い
と
す

二
月
一
七

る
の
み
で
、

取
引
の
相
手
方
は
い
か
な
る
保
護
も
与
、
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
の
点
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
判
例
(
大
審
践
昭
和

六
年
二
月
一

八
日
制
判
決
(
民
集
ニ

O
巻
ニ
六
四
頁
)
、
最
高
裁
昭
和
一
一
一
四
年
七
月

朗
自
判

そ
の
後
、
地
方
自
治
体
の
長
の
行
為
に
つ
い
て
民
法

一
一
巻
七
号
九
六

O
一
氏
こ
は
、

一
O
条
が
類
推
通
期
さ
れ
る
と

決
(
民
集

し
ま
し
た
の
で
、
私
法
人
の
理
事
の
行
為
に
つ
い
て
も
判
例
は
お
そ
ら
く
民
法
一
一

O
粂
の
鎮
推
進
用
を
認
め
る
だ
ろ
う
と
解
さ
れ

宗教法9号(1事事的89 



て
お
り
ま
す
。
ま
た
学
説
上
も
、
通
説
は
、
表
見
代
慢
に
関
す
る
ま
法
一
一

O
粂
の
規
定
を
類
推
適
閉
し
て
、
相
相
手
方
が
務
意
無
逸

失
の
場
合
に
践
り
保
護
す
る
こ
と
と
す
る
の
が
、
取
引
の
安
会
を
保
護
す
る
と
同
時
に
理
事
の
代
表
権
の
棋
倒
献
を
法
定
し
た
議
設
に

も
合
致
す
る
こ
と
に
な
り
、
最
も
妥
当
な
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
私
法
人
i
i
iこ
の
な

か
に
は
特
別
法
上
の
組
合
め
よ
う
に
公
益
を
盟
約
と
し
な
い
法
人
も
あ
る
わ
け
で
す
が

i
iに
つ
い
て
、
法
令
に
よ
り
氏
表
権
の
制

濯
が
加
、
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
取
引
の
精
子
方
の
保
護
の
要
件
と
し

つ
無
過
失
を
饗
求
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
こ
れ
と
公
識
を
目
的
と
す
る
宗
教
詩
人
に
お
け
る
熱
理
の
社
方
と
の
均
衡
!
;
iも
ち
ろ
ん
、
両
者
の
鎖
限
形
式
は
す
で
に
み
ま

し
た
と
お
り
全
〈
同
じ
と
い
う
わ
凶
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
i
ー
と
い
う
ミ
と
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
諸
点
を
考
え
ま
す
と
、
諾
ニ
捜
条
但
書
の
「
善
意
」
は
無
過
失
を
要
す
る
〈
無
過
失
必
要
説
〉
と
解
す
べ
き
で
は

な
い
か
、
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
結
論
は
、
法
文
上
の
文
言
に
反
守
る
1
1
1
善
意
・
無
叢
過
失
を
必
要
と
す
る
料
例
・
通
説
も

同
様
で
す
が
i
i
t
w
M
と
に
な
り
ま
す
が
、
先
程
申
し
ま
し
た
と
お
り
、
条
文
上
単
に
「
善
意
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
を
理

自
に
、
退
失
を
不
附
に
付
す
べ
き
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
患
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
善
意
者
の
無
過
失
の
要
習
を
決
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
必
ず
し
も
法
文
上
の
文
議
に
拘
束
さ
れ
る
必
擦
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

た
だ
、
法
粂
に
な
い
要
件
事
実
の
認

定
が
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
場
合
、
訴
訟
の
当
事
翁
に
あ
ら
か
じ
め
ぞ
れ
が
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
主
張
立
証
資
任
と
の
か
ね
あ

い
で
不
意
打
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
無
過
失
の
要
否
の
決
定
は
善
意
者
と
審
議
者
謀
議
に

よ
っ
て
不
制
利
益
を
被
る
者
と
の
創
刊
畿
の
衡
麓
に
基
づ
い

に
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

本
日
取
り
上
げ
ま
し
た
法
二
四
条
但
替
の
ほ
か
、
民
法
そ
の
他
の
法
律
に
お
い
て
も
、
善
意
者
保
護
の
規
定
が
数
多
く
存
在
し
て

お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
に
お
い
て
善
意
者
保
護
の
饗
件
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
す
で
に
み
ま
し
た

と
お
り
、
近
時
、
特
に
条
文
上
響
慈
の
み
が
要
求
さ
れ
て
い
る
髄
度
に
つ
い
て
、
判
倒
的
・
学
説
上
無
重
過
失
が
要
求
さ
れ
る
韻
向
に
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あ
り
i
i訣
二
四
条
盤
蓄
に
附
慨
す
る
判
例
・
通
説
の
立
場
も
こ
の
頬
向
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が

i

L
そ
こ
で
は
、

こ
れ
ま
で
細
密
な
検
討
を
行
う
こ
と
な
く
、
安
易
に
無
重
過
失
を
饗
求
ず
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
患
わ
れ
ま
す
。
善
意
者
保
護

制
度
に
お
け
る
努
裁
者
保
護
の
主
続
的
饗
件
を
ど
う
解
す
べ
き
か
は
、
今
後
、
各
制
制
捜
ご
と
に
先
に
串
し
ま
し
た
よ
う
な
諸
事
情

|
|
必
ず
し
も
鎮
護
的
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が

i
iる
』
考
癒
し
、
慎
震
な
寵
慮
と
詳
密
な
利
議
衡
量
に
基
づ
い
て
決
定

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
と
患
い
ま
す
。

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
私
の
報
告
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
未
熟
な
考
え
を
舌
足
ら
ず
の
表
現
で
御
視
明
い
た
し
ま
し
た

が
、
先
生
方
の
忌
僚
の
な
い
欝
批
判
@
欝
意
見
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
と
存
じ
ま
す
。
御
清
聴
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

宗教法人記長における善意者保奇襲{お111)

宗教法吉長予 (990)91 




