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私
立
学
枚
を
設
立
し
運
営
す
る
自
由
は
、
比
較
憲
法
的
に
み
た
場
合
、
こ
れ
を
保
障
す
る
例
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
連
 
 

邦
共
和
国
基
本
法
第
七
条
は
、
「
私
立
学
校
を
設
立
す
る
権
利
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
」
と
規
定
し
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
二
七
条
は
、
 
 

「
自
然
人
及
び
法
人
は
、
憲
法
の
諸
原
則
を
遵
守
す
る
限
り
、
教
育
施
設
を
設
置
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
る
」
と
規
定
し
、
フ
ラ
ン
ス
 
 

教
育
法
典
L
第
一
五
一
－
一
条
は
、
「
国
は
、
教
育
の
自
由
を
宣
言
及
び
尊
重
し
、
正
規
に
設
置
さ
れ
た
私
立
施
設
に
対
し
そ
の
行
使
を
 
 

、
1
 
 

保
障
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
も
、
第
三
三
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
法
人
及
び
私
人
は
、
国
の
負
 
 

担
を
伴
う
こ
と
な
し
に
、
学
校
及
び
教
育
施
設
を
設
立
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
 
 
 

他
方
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
私
学
教
育
の
自
由
は
、
教
育
法
の
分
野
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
憲
法
学
の
教
科
書
の
な
か
 
 

で
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
般
に
、
「
教
育
の
自
由
」
と
い
う
と
き
、
学
校
と
い
う
組
織
の
レ
 
 

（
2
）
 
 

ベ
ル
で
の
教
育
の
自
由
と
、
教
員
と
い
う
個
人
の
レ
ベ
ル
で
の
教
育
の
自
由
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
わ
が
国
で
か
つ
て
展
 
 

開
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
教
育
権
論
争
は
、
も
っ
ぱ
ら
後
者
の
自
由
に
関
す
る
議
論
で
あ
っ
て
、
前
者
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
判
例
も
、
せ
 
 

二
四
九
 
 
 

は
じ
め
に
 
 

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
私
学
教
育
の
自
由
 
 

－
 
 
イ
タ
リ
ア
政
教
関
係
の
一
側
面
－
 
 
 

田
 
 
近
 
 



同 法（56－3・4）  720  

川
 
ボ
ン
コ
ン
パ
1
二
法
 
 
 

周
知
の
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
半
島
に
統
一
国
家
が
形
成
さ
れ
た
の
は
一
人
六
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
イ
タ
リ
ア
は
小
国
 
 

割
拠
の
状
態
に
あ
り
、
そ
の
当
時
の
教
育
制
度
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
三
一
口
で
言
い
表
す
こ
と
は
茶
易
で
は
な
い
。
そ
れ
 
 

ゆ
え
、
こ
こ
で
は
、
後
の
統
一
イ
タ
リ
ア
王
国
に
直
接
つ
な
が
る
サ
ル
デ
ー
ニ
ヤ
王
国
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
 
 
 

教
育
の
自
由
、
と
り
わ
け
私
学
教
育
の
自
由
が
意
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
同
家
が
教
育
役
務
を
引
き
受
け
、
国
公
立
学
校
に
よ
っ
て
 
 

教
育
を
独
占
す
る
と
ま
で
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
公
教
育
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
以
前
 
 

の
イ
タ
リ
ア
で
は
、
一
般
に
、
学
校
教
育
は
教
区
や
修
道
会
が
運
営
す
る
学
校
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

二
五
〇
 
 
 

い
ぜ
い
旭
川
学
力
テ
ス
ト
判
決
 
（
最
大
判
昭
和
五
一
年
五
月
二
一
日
刑
集
三
〇
巻
五
号
六
一
五
頁
）
 
が
、
限
ら
れ
た
二
疋
の
範
囲
に
お
 
 

二
J
）
 
 

い
て
私
学
教
育
に
お
け
る
自
由
を
肯
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
、
傍
論
と
し
て
付
随
的
に
説
く
に
と
ど
ま
っ
て
い
㌃
㌃
 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
教
育
の
自
由
は
、
古
く
か
ら
そ
の
主
張
が
な
さ
れ
、
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
、
そ
の
 
 

議
論
が
な
さ
れ
た
文
脈
は
、
わ
が
国
の
場
合
と
は
大
き
く
異
な
る
。
聖
座
か
ら
世
俗
的
な
権
力
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
統
一
近
代
国
家
 
 

が
成
立
し
た
イ
タ
リ
ア
で
は
、
教
育
の
自
由
は
、
教
育
に
関
す
る
特
権
を
主
張
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
教
会
の
影
響
を
学
校
か
ら
排
 
 

除
し
よ
う
と
す
る
同
家
と
の
間
で
問
題
と
さ
れ
、
私
学
教
育
の
自
由
は
、
教
会
が
自
己
の
学
校
を
設
立
・
運
営
す
る
自
由
と
し
て
、
な
 
 

に
よ
り
も
国
家
と
教
会
と
の
関
係
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
筆
者
は
以
前
、
イ
タ
リ
ア
政
教
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
の
一
つ
と
 
 

（
4
一
 
し
て
公
立
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
、
私
学
教
育
の
自
由
が
 
 

ど
の
よ
う
な
形
で
論
じ
ら
れ
、
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
概
観
し
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
 
 

一
教
育
の
自
由
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て
コ
）
 
 

一
人
世
紀
に
入
り
イ
タ
リ
ア
で
も
公
立
学
校
が
設
置
さ
れ
は
じ
め
た
よ
う
で
あ
る
が
、
サ
ル
デ
ー
ニ
ヤ
王
国
で
全
市
町
村
に
公
立
学
校
 
 

を
設
置
す
べ
き
こ
と
が
法
令
で
定
め
ら
れ
た
の
は
一
八
二
二
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
そ
こ
で
も
「
学
校
運
営
の
最
高
 
 

小
 
 

梅
威
」
と
さ
れ
て
い
た
の
は
司
教
で
あ
っ
た
。
 
 
 

さ
て
、
一
八
四
人
年
は
、
サ
ル
デ
ー
ニ
ヤ
王
国
に
お
い
て
、
イ
タ
リ
ア
立
憲
主
義
の
出
発
点
と
な
る
王
国
基
本
憲
章
（
ア
ル
ベ
ル
ト
 
 

憲
章
。
一
人
四
人
年
三
月
四
日
）
 
が
制
定
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
同
じ
年
に
、
教
育
の
分
野
で
は
、
一
人
四
人
年
一
〇
月
四
日
勅
令
 
 

第
八
一
八
号
（
ボ
ン
コ
ン
パ
ー
ニ
法
）
 
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

ア
ル
ベ
ル
ト
憲
章
は
、
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
国
教
制
を
定
め
て
い
た
 
（
第
一
条
）
。
し
か
し
、
 
 

現
実
に
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト
憲
章
は
、
カ
ヴ
ー
ル
 
（
C
a
m
i
－
－
O
B
e
n
s
O
C
O
n
t
e
d
i
C
a
＜
O
u
r
」
讐
？
空
）
 
に
代
表
さ
れ
る
自
由
主
義
者
の
主
 
 

（
7
こ
 
 

導
の
下
で
、
伝
統
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
国
教
別
に
反
す
る
形
で
運
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
ボ
ン
コ
ン
パ
ー
ニ
法
も
、
こ
の
時
代
の
自
由
主
 
 

義
的
な
い
し
反
教
権
主
義
的
政
策
の
一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ン
コ
ン
パ
ー
こ
法
は
、
「
イ
タ
リ
ア
 
 

へ
8
）
 
 

で
最
初
に
で
き
た
近
代
的
な
学
校
法
制
」
 
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
近
代
性
」
が
学
校
教
育
に
対
す
る
教
 
 

会
の
影
響
力
の
排
除
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
学
校
の
指
導
と
管
理
は
教
会
の
任
務
で
は
な
く
国
家
の
任
務
で
あ
 
 

る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
教
会
が
握
っ
て
い
る
学
校
の
管
理
権
を
国
家
の
手
に
取
り
戻
す
と
い
う
の
が
、
同
法
の
基
本
的
立
場
で
あ
っ
 
 

ー
q
二
 
 

た
。
 
 
 

そ
の
た
め
、
ボ
ン
コ
ン
パ
ー
こ
法
は
、
公
教
育
は
す
べ
て
公
教
育
大
臣
の
指
揮
に
服
す
る
も
の
と
し
（
第
一
条
）
、
公
教
育
大
臣
を
頂
 
 

点
と
し
て
、
高
等
教
育
、
中
等
教
育
お
よ
び
初
等
教
育
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
、
大
学
評
議
会
（
c
O
n
S
i
g
l
i
O
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
r
i
O
）
、
中
等
学
校
 
 

常
任
委
員
会
（
c
O
m
i
s
s
i
O
n
e
p
e
r
m
冒
e
n
t
e
p
e
ユ
e
s
c
u
O
－
e
s
e
n
O
n
d
a
r
i
e
）
、
初
等
学
校
一
般
評
議
会
（
c
O
n
S
i
g
－
i
O
g
e
n
e
r
a
－
e
p
e
ユ
e
 
 

s
c
u
O
－
e
e
k
m
e
n
t
a
r
i
）
・
初
等
教
育
評
議
会
（
c
O
n
S
i
g
－
i
O
d
．
i
s
t
r
u
z
i
O
n
e
e
－
e
m
e
n
t
a
r
e
）
・
教
育
長
（
p
r
O
V
く
e
d
i
t
O
r
e
a
g
－
i
s
t
u
d
i
i
）
を
設
 
 

置
す
る
と
い
う
階
層
的
な
教
育
行
政
組
織
を
定
め
、
国
家
の
学
校
を
こ
れ
ら
の
指
導
に
服
せ
し
め
る
こ
と
で
、
国
家
の
学
校
へ
の
教
会
 
 

二
五
l
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t
一
五
二
 
 
 

官
庁
の
あ
ら
ゆ
る
干
渉
を
排
除
す
る
と
同
時
に
、
一
般
的
に
私
立
学
校
の
設
立
を
こ
れ
ら
の
許
可
に
服
せ
し
め
る
こ
と
で
 
（
私
立
中
等
 
 

教
育
学
枚
に
つ
き
第
三
三
条
第
一
項
第
三
号
）
、
私
立
学
校
に
つ
い
て
も
国
家
の
監
督
の
†
に
置
こ
う
と
し
て
い
た
。
 
 
 

そ
し
て
、
宗
教
系
私
立
学
校
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
四
条
は
と
く
に
、
「
男
子
学
校
で
あ
る
か
女
子
学
校
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
す
べ
 
 

て
の
教
育
施
設
は
、
公
教
育
省
の
管
轄
に
服
し
、
公
教
育
に
関
し
て
既
に
審
著
さ
れ
又
は
将
来
審
著
さ
れ
る
規
律
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
」
ず
、
「
こ
の
原
則
に
反
し
て
こ
れ
ま
で
に
獲
得
さ
れ
た
特
権
は
す
べ
て
、
廃
止
す
る
」
と
、
教
育
に
係
る
教
会
の
特
権
の
廃
止
を
 
 

（
1
0
）
 
 

定
め
て
い
た
。
 
 

㈲
 
教
育
の
自
由
論
争
 
 

〓
 
 
 

イ
タ
リ
ア
で
教
育
の
自
由
が
熱
心
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ボ
ン
コ
ン
パ
ー
二
法
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
 
 

（
1
2
）
 
 

本
格
的
な
論
争
が
登
場
し
た
の
は
、
一
人
五
一
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
三
月
に
は
、
神
学
教
育
を
め
ぐ
つ
て
下
院
で
議
論
が
た
た
か
 
 

わ
さ
れ
、
六
月
以
降
J
－
P
r
O
g
r
e
S
S
O
、
、
お
よ
び
。
C
r
O
C
e
d
i
S
a
く
O
i
a
コ
の
紙
上
に
お
い
て
、
教
育
学
者
ベ
ル
テ
ィ
 
（
D
〇
m
e
n
i
c
O
謬
r
t
i
一
 
 

－
∞
N
？
当
）
と
哲
学
者
ス
パ
ヴ
ュ
ン
タ
 
（
B
e
r
t
r
a
n
d
O
S
p
a
く
e
n
t
a
」
竺
「
無
）
と
の
間
で
激
し
い
論
争
が
行
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

後
者
の
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
ベ
ル
テ
ィ
の
主
張
は
、
本
来
、
教
育
の
自
由
を
擁
護
す
る
主
張
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
彼
の
主
張
 
 

は
、
教
会
の
独
占
的
教
育
権
の
主
張
・
国
家
の
独
占
的
教
育
権
の
主
張
を
共
に
斥
け
、
教
育
の
自
由
も
他
の
自
然
的
諸
権
利
の
場
合
と
 
 

同
様
、
個
人
に
そ
の
基
礎
を
お
く
べ
き
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
教
育
の
自
由
が
「
立
憲
的
政
府
の
本
質
を
形
作
る
」
も
の
で
あ
り
、
 
 

意
見
表
明
の
自
由
お
よ
び
出
版
の
自
由
と
並
ん
で
少
数
派
が
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
「
唯
一
の
正
当
な
武
器
」
 
の
一
つ
で
あ
る
以
上
、
 
 

こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
「
す
べ
て
の
自
由
の
否
定
と
同
様
、
道
徳
的
・
文
化
的
向
上
の
有
効
か
つ
効
果
的
な
方
法
の
一
つ
を
人
民
か
 
 

〓
 
 

ら
奪
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
少
数
者
に
認
め
ら
れ
た
正
当
な
唯
一
の
武
器
を
奪
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

論
争
の
相
手
方
と
な
っ
た
ス
パ
ヴ
ュ
ン
タ
も
、
こ
の
教
育
の
自
由
の
主
張
そ
れ
自
体
に
異
を
唱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
批
 
 

判
の
要
点
は
、
む
し
ろ
、
教
会
な
い
し
聖
職
者
に
は
こ
の
自
由
を
承
認
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
り
、
「
こ
の
間
題
を
わ
が
国
の
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状
況
に
即
し
て
考
え
る
」
 
べ
き
だ
と
い
う
の
が
彼
の
立
場
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
は
「
霊
的
な
も
の
と
世
俗
的
な
も
の
 
 

の
完
全
な
分
牡
が
存
し
な
い
国
家
、
唯
一
の
特
権
的
な
権
威
が
礼
拝
の
あ
り
方
を
強
制
し
て
い
る
国
家
、
こ
の
権
威
が
長
い
間
国
を
支
 
 

配
し
、
公
教
育
の
絶
対
的
な
主
人
で
あ
っ
た
同
家
、
・
…
・
市
民
的
及
び
政
治
的
自
由
と
い
う
新
た
な
諸
原
理
が
：
‥
‥
内
部
の
特
権
的
な
 
 

権
威
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
国
家
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
認
識
の
下
に
、
彼
は
、
「
こ
の
よ
う
な
条
件
に
お
か
れ
た
国
家
に
お
 
 

い
て
教
育
の
自
由
の
絶
対
的
な
原
理
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
有
益
か
つ
適
切
だ
ろ
う
か
。
断
固
と
し
て
、
否
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
の
 
 

一
1
5
）
 
 

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
会
と
い
う
特
権
的
団
体
を
残
し
た
ま
ま
で
、
完
全
な
教
育
の
自
由
を
承
認
す
る
 
ー
 
「
完
全
」
な
自
由
で
あ
る
以
 
 

（
1
6
）
 
 

上
、
教
会
を
含
め
た
す
べ
て
の
者
に
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
 
－
 
こ
と
は
、
「
聖
職
者
の
力
の
優
位
」
を
残
存
さ
せ
る
結
果
と
な
ろ
う
、
 
 

と
。
 
 

（
1
7
）
 
 
 

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト
憲
章
の
国
教
条
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
権
な
い
し
世
俗
的
権
力
を
剥
奪
さ
れ
、
も
は
や
、
社
会
 
 

に
対
す
る
自
己
の
影
響
力
を
維
持
・
強
化
す
る
た
め
に
国
家
機
構
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
会
は
、
 
 

か
つ
て
教
育
の
自
由
を
含
む
近
代
的
諸
自
由
の
主
張
を
非
難
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
や
「
私
立
」
学
校
と
さ
れ
た
自
己
の
学
 
 

Ⅳ
凪
M
 
 

校
を
維
持
す
る
た
め
に
教
育
の
自
由
を
承
認
し
、
自
ら
主
張
さ
え
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
確
か
に
、
ス
パ
ヴ
ュ
ン
タ
の
指
摘
は
、
 
 

（
拍
）
 
 

当
時
の
イ
タ
リ
ア
の
 
「
状
況
に
即
し
て
考
え
」
れ
ば
、
決
し
て
杷
憂
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
．
U
 
 

一
八
五
一
年
三
月
に
下
院
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
論
争
も
、
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
政
府
の
監
督
 
 

を
受
け
な
い
神
学
校
に
お
い
て
教
権
主
義
的
な
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
告
発
で
あ
り
、
神
学
教
育
に
対
す
る
国
家
の
監
督
の
あ
 
 

「
2
0
〕
 

（
2
1
〕
 
 

り
方
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
神
学
枚
は
「
教
会
へ
青
年
を
し
ば
り
つ
け
て
お
く
た
め
の
最
も
有
効
な
手
段
」
で
あ
り
、
 
 

教
会
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
学
校
を
利
用
し
て
い
た
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
農
商
務
大
臣
カ
ヴ
ー
ル
は
、
公
教
育
大
臣
ジ
ョ
イ
ア
 
（
P
i
e
｛
r
O
G
i
O
i
a
」
遥
？
】
莞
立
 
に
代
わ
り
、
「
私
は
、
政
府
が
 
 

神
学
校
の
教
育
に
介
入
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
ア
ル
ベ
ル
ト
憲
章
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
自
由
の
原
理
に
全
 
 

二
五
三
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二
五
四
 
 
 

く
反
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
■
‥
‥
‥
私
は
、
政
府
は
神
学
教
育
に
関
与
す
べ
き
で
な
く
、
そ
の
監
督
は
す
べ
て
司
教
に
委
ね
ら
れ
る
べ
 
 

き
だ
と
信
ず
る
」
と
発
言
し
て
い
る
。
結
局
、
カ
ヴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
教
育
の
自
由
の
問
題
も
、
そ
の
他
の
政
教
関
係
に
か
か
わ
る
 
 

問
題
と
同
質
の
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
後
に
彼
が
「
自
由
な
国
家
に
お
け
る
自
由
な
教
会
」
 
の
言
葉
で
示
し
た
考
え
方
に
従
っ
て
解
決
 
 

さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ベ
ル
テ
ィ
は
、
お
そ
ら
く
カ
ヴ
ー
ル
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
、
次
の
 
 

よ
う
に
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
将
来
と
不
幸
な
我
々
の
半
島
の
将
来
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
国
家
と
の
分
維
 
 

に
か
か
っ
て
お
り
」
、
学
校
に
お
い
て
誠
実
に
実
践
さ
れ
る
自
由
こ
そ
が
、
「
聖
職
者
を
改
善
し
、
宗
教
に
市
民
性
を
与
え
、
長
い
間
カ
 
 

へ
2
2
）
 
 

ト
リ
ッ
ク
国
、
と
り
わ
け
イ
タ
リ
ア
を
苦
し
め
て
い
る
不
一
致
を
終
わ
ら
せ
る
唯
一
の
方
法
」
 
で
あ
る
、
と
。
 
 

‥
、
い
 
 
 

そ
の
後
、
教
育
の
自
由
は
、
サ
ル
デ
ー
ニ
ヤ
議
会
制
の
動
揺
も
あ
り
、
一
八
五
七
年
ま
で
議
会
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
 
 

一
八
五
七
年
六
月
二
二
日
法
律
第
二
三
二
八
号
 
（
ラ
ン
ツ
ァ
法
）
 
は
、
教
育
行
政
組
織
を
再
編
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
む
 
 

（
2
1
）
 
 

し
ろ
教
育
に
関
す
る
国
家
の
権
限
を
増
大
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
同
時
に
、
私
人
が
学
校
施
設
を
開
設
す
る
権
利
の
 
 

基
礎
と
な
る
規
定
を
置
い
て
い
た
 
（
第
七
条
）
∩
】
 
こ
の
後
者
の
点
は
、
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

㈱
 
カ
サ
ー
テ
ィ
法
 
 

一
八
五
九
年
一
一
月
一
三
日
法
律
第
三
七
二
五
号
（
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
）
 
は
、
そ
れ
ま
で
の
教
育
法
令
を
基
本
に
し
つ
つ
、
教
育
制
度
 
 

を
組
織
的
に
整
備
L
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
法
は
、
そ
の
後
の
サ
ル
デ
ー
ニ
ヤ
土
国
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
統
一
に
伴
い
、
 
 

統
一
イ
タ
リ
ア
王
国
全
土
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
に
よ
る
ジ
エ
ン
テ
ィ
ー
レ
改
革
に
至
る
ま
で
イ
タ
リ
ア
の
 
 

教
育
制
度
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
な
っ
た
。
 
 
 

カ
ザ
ー
テ
ィ
法
は
、
ボ
ン
コ
ン
パ
ー
こ
法
の
全
六
十
六
力
条
、
ラ
ン
ツ
ァ
法
の
全
七
十
九
力
条
と
比
べ
る
と
、
全
三
百
八
十
力
条
か
 
 

ら
成
る
大
部
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
体
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
が
定
め
る
学
校
制
度
の
 
 

枠
組
み
と
し
て
、
初
等
教
育
に
つ
い
て
は
六
歳
か
ら
初
級
二
年
、
上
級
二
年
の
小
学
校
を
設
置
し
 
（
第
三
一
五
条
及
び
第
三
山
六
条
）
、
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義
務
教
育
削
（
第
三
二
六
条
）
 
と
無
償
教
育
制
 
（
第
三
一
七
条
）
 
を
実
施
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
中
等
教
育
に
つ
い
て
は
五
年
制
の
 
 

ジ
ン
ナ
ジ
オ
と
三
年
制
の
リ
チ
ェ
オ
を
設
置
す
る
も
の
と
さ
れ
た
 
（
第
一
八
九
条
、
第
一
九
四
条
及
び
第
一
九
九
条
）
 
こ
と
を
紹
介
す
 
 

r
2
5
し
 
 

る
に
と
ど
め
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
カ
ザ
テ
ィ
法
は
、
一
般
的
に
私
立
の
中
等
教
育
学
校
お
よ
び
初
等
教
育
学
枚
の
開
設
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
 
 

い
た
。
 
 

第
二
四
六
条
 
滴
二
十
五
歳
に
達
し
、
必
要
な
道
徳
要
件
を
充
た
す
市
民
は
す
べ
て
、
寄
宿
舎
の
有
無
を
問
わ
ず
中
等
教
育
施
設
を
公
衆
に
 
 
 

対
し
て
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
以
下
の
要
件
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
各
教
科
を
担
当
す
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
、
公
立
中
等
学
校
で
教
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
こ
の
法
律
の
定
め
る
要
件
を
充
た
し
又
 
 

は
こ
れ
と
同
等
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
 
 
 

二
 
当
該
施
設
の
開
設
を
公
衆
に
知
ら
せ
た
計
何
に
従
っ
て
教
育
が
行
わ
れ
る
こ
と
。
［
以
下
、
省
略
］
 
 
 

三
 
当
該
施
設
が
い
つ
で
も
、
中
等
学
校
に
対
す
る
通
常
の
監
察
を
行
う
官
庁
及
び
大
臣
が
こ
れ
を
委
任
し
た
者
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
 
 

第
二
四
七
条
 
こ
の
権
能
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
市
民
は
、
各
県
の
教
育
長
に
射
し
、
そ
の
意
思
を
書
面
に
よ
り
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 
 

い
U
 
［
第
二
項
及
び
第
三
項
、
省
略
］
 
 

④
 
申
請
か
ら
二
箇
月
以
内
に
教
育
長
が
理
由
を
付
し
た
異
議
を
申
請
者
に
公
式
に
通
知
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
施
設
は
開
設
す
る
こ
と
が
 
 
 

で
き
る
。
こ
の
施
設
は
、
前
条
で
示
し
た
要
件
が
遵
7
さ
れ
て
い
る
限
り
、
道
徳
秩
序
の
維
持
並
び
に
国
家
の
公
的
社
会
秩
序
又
は
生
徒
 
 
 

の
健
廉
に
係
る
諸
原
理
の
保
護
に
関
す
る
重
大
な
事
由
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
［
第
五
項
、
省
略
］
 
 

第
三
五
五
条
 
こ
の
法
律
が
公
立
初
等
学
校
の
運
営
資
格
と
し
て
定
め
る
要
件
に
合
致
す
る
市
民
は
、
自
己
の
名
で
、
同
じ
段
階
の
私
立
教
 
 
 

育
施
設
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
法
定
の
能
力
と
道
徳
性
を
証
明
す
る
そ
の
他
の
証
明
書
を
県
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
 
 
 

な
い
。
リ
チ
ェ
オ
及
び
実
業
教
育
施
設
で
取
得
し
た
卒
業
資
格
は
、
能
力
証
明
書
に
代
わ
る
。
 
 

二
五
五
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川
 
国
の
学
校
と
同
等
の
取
扱
い
を
求
め
る
権
利
 
 
 

イ
タ
リ
ア
の
近
代
自
由
主
義
国
家
は
、
二
十
世
紀
に
入
り
危
機
を
迎
え
た
。
自
由
主
義
国
家
は
、
そ
の
諸
制
度
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・
 
 

宗
教
的
に
中
立
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
基
本
原
理
と
し
て
い
た
が
、
今
や
そ
の
中
立
性
は
、
左
派
勢
力
か
ら
も
、
右
派
勢
力
か
ら
も
、
カ
 
 

ト
リ
ッ
ク
勢
力
か
ら
も
、
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
風
潮
の
中
で
、
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
の
枠
組
み
に
よ
る
従
来
 
 

、
3
0
」
 
 

の
教
育
制
度
も
批
判
の
姐
上
に
乗
せ
ら
れ
、
教
育
の
自
由
が
再
び
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

二
五
六
 
 

こ
の
よ
う
に
、
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
は
、
教
育
の
自
由
と
い
う
文
言
こ
そ
用
い
て
い
な
い
も
の
の
、
一
定
の
要
件
を
充
た
し
、
国
家
の
監
 
 

督
に
服
す
る
限
り
で
私
人
が
私
立
教
育
施
設
を
設
立
し
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
は
 
『
教
育
の
自
由
』
 
 

と
い
う
原
則
を
う
ち
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
教
会
と
の
対
立
に
新
し
い
局
面
を
開
く
こ
と
と
な
っ
た
。
敵
対
す
る
両
者
の
ど
ち
 
 

完
誓
 
 

ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
教
育
の
権
利
を
自
由
に
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
後
、
国
家
は
、
ロ
ー
マ
占
領
を
う
け
て
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
イ
タ
リ
ア
統
一
国
家
と
の
関
係
を
一
方
的
に
規
律
す
る
政
治
的
 
 

（
2
7
し
 
 

必
要
」
か
ら
、
「
教
皇
及
び
聖
座
の
特
権
並
び
に
国
家
と
教
会
の
関
係
に
関
す
る
法
律
」
 
（
教
皇
保
障
法
。
一
八
七
一
年
五
月
一
三
日
法
 
 

律
第
二
一
四
号
）
 
を
制
定
し
た
。
国
家
に
と
っ
て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ー
マ
問
題
」
が
解
決
さ
れ
、
国
家
と
政
 
 

一
那
、
 
 

会
の
分
離
と
い
う
自
由
主
義
の
理
念
も
実
現
し
た
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
は
神
学
校
に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
 
 

㌧
】
 
 

な
か
っ
た
が
、
こ
の
間
題
も
ま
た
、
「
ロ
ー
マ
と
そ
の
近
郊
に
あ
る
神
学
校
、
学
院
、
コ
ツ
レ
ジ
オ
及
び
そ
の
他
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
施
設
 
 

で
教
会
の
教
育
と
文
化
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
も
の
は
、
王
国
の
学
校
当
局
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
引
き
続
き
聖
座
に
よ
っ
て
 
 

の
み
管
理
さ
れ
る
」
と
定
め
る
第
一
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
国
家
に
と
っ
て
は
解
決
済
み
の
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

二
 
国
の
学
校
と
私
立
学
校
の
同
等
取
扱
い
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た
だ
、
そ
の
議
論
の
内
容
は
、
前
世
紀
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
前
世
紀
に
な
さ
れ
た
私
学
教
育
の
自
由
の
主
張
は
、
も
っ
ぱ
ら
私
人
 
 

が
私
立
学
校
を
設
立
し
維
持
す
る
自
由
を
求
め
る
主
張
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
 
 

な
消
極
的
自
由
と
し
て
の
教
育
の
自
由
の
主
張
に
加
え
て
、
国
の
学
校
と
等
し
い
権
利
と
権
限
を
私
立
学
校
に
も
認
め
る
よ
う
求
め
る
 
 

主
張
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
具
体
的
に
は
、
私
立
学
校
に
お
け
る
教
育
の
同
等
取
扱
い
お
よ
び
国
家
 
 

試
験
の
公
正
の
確
保
の
要
求
並
び
に
私
立
学
枚
に
対
す
る
公
的
助
成
の
要
求
と
い
う
形
で
視
れ
た
。
 
 
 

中
等
教
育
を
例
に
と
る
と
、
そ
も
そ
も
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
上
、
私
立
学
校
で
行
わ
れ
る
教
育
は
正
規
の
教
育
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
国
の
 
 

学
校
に
お
け
る
そ
れ
と
は
同
等
に
取
り
扱
わ
れ
な
い
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
り
（
第
二
四
五
条
）
、
私
立
中
等
教
育
学
校
で
教
育
を
受
け
 
 

「
引
〕
 
 

た
生
徒
が
修
了
認
定
を
受
け
る
た
め
に
は
、
国
の
学
校
の
教
員
の
認
証
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
同
法
も
、
私
立
学
枚
 
 

が
そ
れ
自
体
と
し
て
法
人
で
あ
り
又
は
法
人
に
属
す
る
場
合
で
あ
り
、
且
つ
、
「
王
立
中
等
教
育
施
設
又
は
市
町
村
立
中
等
教
育
施
設
が
 
 

服
す
る
の
と
同
一
の
制
度
に
服
す
る
」
場
合
に
は
、
正
式
認
可
私
立
学
校
（
s
n
u
O
－
a
p
a
r
e
g
瞥
t
a
）
と
し
て
国
の
学
校
と
同
等
に
取
り
 
 

扱
わ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
は
い
た
（
第
二
四
四
条
第
一
項
）
。
し
か
し
、
後
者
の
要
件
を
充
た
す
た
め
に
は
、
教
育
計
画
や
教
科
書
か
ら
 
 

教
員
の
資
格
・
待
遇
に
至
る
ま
で
国
の
学
校
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
規
律
に
従
う
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
、
私
立
学
校
は
、
国
の
 
 

へ
3
2
一
 
 

学
校
と
の
同
等
取
扱
い
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
固
有
の
教
育
の
内
容
と
方
法
と
を
断
念
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
修
道
会
が
 
 

私
立
学
校
を
運
営
す
る
場
合
、
修
道
会
は
、
一
八
六
六
年
七
月
七
日
国
王
代
行
命
令
第
三
〇
三
六
号
に
よ
っ
て
法
人
格
を
喪
失
し
た
か
 
 

′
3
3
）
 
ら
、
前
者
の
要
件
も
充
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
も
そ
も
正
式
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

私
立
学
校
に
対
す
る
公
的
助
成
に
関
し
て
は
、
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
は
、
国
の
学
校
と
同
等
に
取
り
扱
わ
れ
る
「
教
育
施
設
に
属
す
る
国
 
 

民
の
た
め
に
国
家
が
行
う
助
成
は
、
維
持
す
る
」
も
の
と
定
め
て
い
た
（
第
二
四
四
条
第
二
項
）
。
し
か
し
、
公
的
助
成
は
自
由
に
対
す
 
 

る
制
限
と
な
り
う
る
と
い
う
原
理
的
な
理
由
の
ほ
か
、
イ
タ
リ
ア
国
家
の
教
育
予
算
の
乏
し
さ
ゆ
え
に
、
国
家
助
成
を
受
け
る
こ
と
の
 
 

（
3
4
）
 
 

で
き
た
私
立
学
校
は
、
ご
く
僅
か
で
あ
っ
た
。
 
 

二
五
七
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二
五
八
 
 

こ
う
し
た
事
情
を
背
景
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
教
育
の
内
容
と
方
法
の
完
全
な
自
由
に
加
え
、
国
家
試
験
の
中
立
性
の
確
 
 

1
3
5
 
 

保
や
私
立
学
校
へ
の
国
家
助
成
を
訴
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

㈲
 
ジ
工
ン
テ
ィ
ー
レ
改
革
 
 
 

さ
て
、
教
育
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
公
的
地
位
を
回
復
し
、
白
己
の
学
校
の
自
由
を
確
保
し
ょ
う
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
 
 

二
十
世
紀
初
頭
の
時
代
風
潮
の
中
で
同
盟
者
を
見
出
し
た
。
新
観
念
主
義
思
想
で
あ
る
。
新
観
念
主
義
は
、
哲
学
者
ク
ロ
ー
ナ
エ
 
 

（
B
e
n
e
d
e
t
t
O
C
r
O
C
e
」
票
？
－
誤
N
）
 
ヤ
ジ
ュ
ン
テ
ィ
ー
レ
 
（
G
i
O
く
旨
n
i
G
e
n
t
i
F
【
讐
†
【
宏
全
 
ら
が
二
十
世
紀
初
頭
か
ら
説
き
は
じ
 
 

め
た
思
想
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
物
質
主
義
と
実
証
主
義
の
否
完
を
そ
の
内
容
と
し
、
教
育
に
つ
い
て
は
、
「
学
校
を
実
証
主
義
の
害
 
 

r
3
6
）
 
 

轟
か
ら
解
放
す
る
と
と
も
に
、
弁
証
法
的
唯
物
論
の
迷
妄
を
打
破
す
る
こ
と
」
を
主
張
し
て
い
た
。
ジ
エ
ン
テ
ィ
ー
レ
に
よ
れ
ば
、
「
教
 
 

育
は
一
つ
の
道
徳
を
前
提
と
し
、
こ
の
道
徳
は
一
つ
の
世
界
観
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
界
観
は
宗
教
か
哲
学
の
い
ず
れ
か
が
 
 

′
3
7
、
 
 

提
供
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
教
育
論
は
、
学
校
に
お
け
る
哲
学
教
育
の
重
要
性
を
強
調
し
、
哲
学
を
理
解
す
る
に
至
ら
 
 

な
い
教
育
段
階
に
お
い
て
は
宗
教
教
育
を
行
う
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
教
育
の
自
由
、
さ
ら
に
は
私
学
教
育
の
自
 
 

由
を
擁
護
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

も
っ
と
も
、
こ
の
ジ
ュ
ン
テ
ィ
ー
レ
の
立
場
は
、
一
見
、
公
立
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
と
私
学
教
育
の
自
由
を
主
張
す
る
カ
ト
リ
ッ
 
 

（
3
8
）
 
 

ク
教
会
の
立
場
と
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
第
一
に
、
彼
が
初
等
教
育
段
階
で
の
宗
教
教
育
の
実
施
を
説
 
 

く
の
は
、
折
口
学
教
育
を
理
解
す
る
に
至
ら
な
い
児
童
に
対
し
て
い
わ
ば
「
哲
学
の
代
わ
り
」
と
し
て
行
う
よ
う
説
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
 
 

へ
3
9
）
 
 

い
の
で
あ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
致
そ
れ
自
体
の
公
的
な
役
割
に
対
す
る
積
極
的
評
価
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
第
二
に
、
 
 

彼
が
私
学
教
育
の
自
由
を
説
い
た
の
は
、
国
の
学
校
の
「
模
範
的
学
校
」
と
し
て
の
質
を
維
持
す
べ
く
回
の
学
校
の
数
を
限
定
し
て
、
 
 

そ
こ
か
ら
あ
ふ
れ
た
生
徒
を
私
立
学
校
に
振
り
分
け
る
た
め
で
あ
っ
て
、
国
の
学
校
と
私
立
学
校
と
の
協
働
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
 
 

は
な
か
っ
た
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
私
立
学
校
に
対
す
る
好
意
的
評
価
に
よ
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
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と
も
あ
れ
、
一
九
二
一
．
年
一
〇
月
に
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
よ
っ
て
公
教
育
大
臣
に
迎
え
ら
れ
た
ジ
エ
ン
テ
ィ
ー
レ
は
、
「
ジ
ュ
ン
テ
ィ
ー
 
 

レ
改
革
」
と
呼
ば
れ
る
包
括
的
な
教
育
制
度
改
革
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
部
分
の
み
に
 
 

（
4
0
）
 
 

つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
が
、
ま
ず
、
公
立
学
校
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
教
育
に
つ
い
て
は
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
が
認
め
る
 
 

形
式
に
従
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
教
育
は
、
各
段
階
の
初
等
教
育
の
基
礎
で
あ
り
、
完
成
で
あ
る
」
と
定
め
る
一
九
二
二
一
年
一
〇
月
 
 

＝
 
一
日
勅
令
第
二
一
八
五
号
第
三
条
に
よ
り
、
必
修
教
科
と
し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 
 
 

ま
た
、
懸
案
で
あ
っ
た
国
の
学
校
と
私
立
学
校
と
の
同
等
取
扱
い
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
等
教
育
学
校
制
度
の
改
革
の
基
本
方
針
 
 

に
係
る
山
九
二
三
年
五
月
六
日
勅
令
第
一
〇
五
四
号
は
、
国
の
学
校
の
生
徒
で
あ
る
と
私
立
学
校
の
生
徒
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
中
等
 
 

教
育
を
終
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
己
の
属
す
る
学
校
の
教
員
と
は
異
な
る
教
員
で
組
織
さ
れ
、
私
立
学
校
数
員
又
は
教
育
界
に
属
し
 
 

な
い
者
を
含
め
た
審
査
委
員
会
に
よ
る
卒
業
認
定
試
験
（
e
s
a
m
e
d
i
m
a
t
u
r
i
t
巴
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
国
の
学
校
の
出
身
 
 

者
と
私
立
学
校
出
身
者
と
を
同
等
に
取
り
扱
う
国
家
試
験
制
度
を
定
め
て
お
り
 
（
第
九
二
条
）
、
少
な
く
と
も
中
等
教
育
の
レ
ベ
ル
で
 
 

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
要
求
し
て
き
た
国
家
試
験
の
公
正
な
い
し
国
の
学
校
の
出
身
者
と
私
立
学
校
の
出
身
者
の
同
等
取
扱
い
が
実
 
 

〔
4
2
〉
 
 

現
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

㈱
 
ラ
テ
ラ
ノ
協
約
 
 
 

そ
の
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
「
統
治
の
道
具
（
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
u
m
r
e
瞥
）
」
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
政
権
 
 

は
、
前
世
紀
以
来
の
国
家
と
の
敵
対
関
係
に
自
己
に
有
利
な
条
件
で
終
止
符
を
打
と
う
と
す
る
聖
塵
と
の
間
で
、
ラ
テ
ラ
ノ
協
定
（
P
a
｛
t
i
 
 

－
a
t
e
r
告
e
n
S
ニ
を
結
ん
で
い
る
。
こ
の
協
定
の
う
ち
、
イ
タ
リ
ア
国
内
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
取
扱
い
に
つ
い
て
定
め
た
「
聖
 
 

座
と
イ
タ
リ
ア
と
の
間
の
一
九
二
九
年
二
月
一
一
口
の
政
教
協
約
」
 
（
ラ
テ
ラ
ノ
協
約
 
（
C
O
n
C
O
r
d
a
t
O
－
a
t
e
r
a
n
e
n
s
e
）
）
 
は
、
教
育
に
 
 

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。
 
 

二
五
九
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こ
の
ラ
テ
ラ
ノ
協
約
の
文
言
を
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
新
た
に
得
た
も
の
は
多
く
は
な
い
よ
う
に
 
 

み
え
る
。
実
際
、
第
三
五
条
が
定
め
る
教
会
立
の
中
等
教
育
学
校
の
出
身
者
の
同
等
取
扱
い
は
、
す
で
に
ジ
ュ
ン
テ
ィ
ー
レ
改
革
で
実
 
 

現
し
て
い
た
事
柄
で
あ
る
し
、
第
三
九
条
が
定
め
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育
機
関
の
自
由
も
、
前
世
紀
の
教
皇
保
障
法
で
保
障
さ
れ
て
い
た
 
 

事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
 

「
4
3
）
 
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
テ
ラ
ノ
協
約
は
、
事
実
上
の
効
果
の
ほ
か
、
協
約
と
い
う
法
形
式
が
と
ら
れ
た
こ
と
自
体
に
、
法
理
的
に
大
 
 

、
4
4
、
 
 

き
な
意
味
が
あ
る
と
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
国
家
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
協
約
を
締
結
し
た
と
い
う
こ
と
自
体
、
国
家
が
教
会
を
自
 
 

へ
4
5
〕
 
 

己
と
並
立
す
る
始
源
的
法
秩
序
体
（
O
r
d
i
n
a
m
e
n
t
0
0
r
i
乳
n
a
r
i
O
）
と
し
て
承
認
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
し
、
教
会
と
の
合
 
 

意
に
よ
っ
て
成
立
す
る
協
約
に
宗
教
教
育
や
宗
派
学
校
に
関
す
る
条
項
を
盛
り
込
む
こ
と
は
、
国
家
に
よ
る
教
育
権
限
の
独
占
を
前
提
 
 

に
、
教
会
が
設
置
・
運
営
す
る
学
校
で
あ
っ
て
も
国
家
が
一
方
的
に
 
（
u
邑
賢
e
r
巴
m
e
n
t
e
）
定
め
る
私
立
学
校
制
度
に
こ
れ
を
服
せ
し
 
 

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ボ
ン
コ
ン
パ
ー
ニ
法
以
来
の
建
前
が
崩
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 

㈱
 
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
お
よ
び
ヴ
ィ
ツ
ラ
・
マ
タ
ー
マ
協
約
 
 
 

そ
の
後
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
の
崩
壊
（
一
九
些
二
年
七
月
二
五
日
）
 
と
政
体
決
定
の
た
め
の
人
民
投
票
 
（
一
九
四
六
年
六
月
二
R
）
 
 
 

二
六
〇
 
 
 

第
三
五
条
 
教
会
法
人
又
は
修
道
会
が
運
営
す
る
中
等
教
育
学
校
に
つ
い
て
、
こ
の
学
校
の
受
験
者
と
国
の
教
育
施
設
の
受
験
者
と
を
実
際
 
 
 

に
等
し
く
取
り
扱
う
国
家
試
験
の
制
度
は
、
変
わ
ら
ず
維
持
す
る
。
 
 

第
三
六
条
 
イ
タ
リ
ア
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
に
よ
り
∵
受
け
入
れ
ら
れ
た
形
式
に
従
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
教
育
は
公
教
育
の
基
礎
で
 
 
 

あ
り
、
完
成
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
に
公
立
初
等
学
校
で
な
さ
れ
て
い
る
宗
教
教
育
を
聖
座
と
国
家
と
の
合
意
で
定
め
ら
れ
 
 
 

た
計
画
に
従
い
中
等
学
校
で
も
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
合
意
す
る
。
［
第
二
項
以
下
、
省
略
］
 
 

第
三
九
条
 
大
学
、
致
区
立
、
諸
教
区
共
立
又
は
地
方
区
立
の
大
神
学
校
及
び
小
神
学
校
、
学
院
、
コ
ッ
レ
ジ
オ
そ
の
他
聖
職
者
の
養
成
及
 
 
 

び
修
練
の
た
め
の
カ
ト
リ
ッ
ク
機
関
は
、
王
国
の
教
育
官
庁
の
い
か
な
る
干
渉
も
受
け
る
こ
と
な
く
、
引
き
続
き
聖
座
に
の
み
従
属
す
る
。
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こ
の
第
二
項
に
よ
り
、
国
家
は
、
単
に
国
の
学
校
を
放
棄
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
就
学
年
齢
に
あ
る
す
べ
て
の
国
 
 

民
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
組
織
を
準
備
す
る
積
極
的
な
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
学
校
別
度
は
決
し
て
国
 
 

二
六
一
 
 
 

を
経
て
、
一
九
四
七
年
一
二
月
t
一
二
日
に
、
現
行
の
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

た
だ
、
新
憲
法
は
、
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
一
般
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
ラ
テ
ラ
ノ
協
定
の
規
律
に
従
う
べ
き
 
 

（
彗
〉
 
旨
を
定
め
て
い
る
（
第
七
条
）
。
削
憲
議
会
に
お
い
て
多
数
を
占
め
た
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
、
社
会
党
、
共
産
党
は
い
ず
れ
も
、
国
家
と
 
 

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
関
係
の
問
題
を
再
び
議
論
の
姐
上
に
の
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
テ
ラ
ノ
協
定
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
宗
教
的
 
 

（
4
7
）
 
平
和
」
が
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
は
望
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

他
方
、
学
校
間
題
に
つ
い
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
の
主
導
の
下
で
議
論
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
間
題
 
 

（
亜
）
 
 

に
関
す
る
世
俗
政
党
の
準
備
不
足
と
対
案
の
不
在
を
前
に
、
戟
前
か
ら
私
学
教
育
の
自
由
を
説
き
続
け
て
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
は
、
 
 

私
立
学
校
と
公
立
学
校
と
の
関
係
に
議
論
を
集
中
さ
せ
、
共
産
党
の
妥
協
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
教
育
条
項
を
成
立
さ
せ
る
 
 

一
朝
〕
 
 

こ
と
に
成
功
し
た
。
現
行
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
の
第
三
三
条
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

⑤  ④③②   第
三
三
条
 
芸
術
及
び
学
問
は
、
自
由
で
あ
り
、
そ
の
教
授
も
、
自
由
で
あ
る
。
 
 

共
和
国
は
、
教
育
に
関
す
る
一
般
的
規
範
を
定
め
、
す
べ
て
の
種
類
と
段
階
の
国
の
学
校
を
設
置
す
る
。
 
 
 

法
人
及
び
私
人
は
、
国
の
負
担
を
伴
う
こ
と
な
し
に
、
学
校
及
び
教
育
権
設
を
設
立
す
る
権
利
を
有
す
る
。
 
 
 

国
の
学
校
と
の
同
等
取
扱
い
を
求
め
る
私
立
学
校
の
権
利
と
義
務
を
法
律
に
定
め
る
に
あ
た
り
、
私
立
学
校
に
は
完
全
な
自
由
を
保
障
 
 

し
、
そ
の
生
徒
に
対
し
て
は
国
の
学
校
の
生
徒
と
等
し
い
修
学
ヒ
の
取
扱
い
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

各
種
類
と
各
段
階
の
学
校
に
入
学
し
又
は
こ
れ
を
卒
業
す
る
た
め
に
並
び
に
専
門
職
業
資
格
を
得
る
た
め
に
、
国
家
試
験
を
行
う
。
［
第
 
 

六
項
、
省
略
］
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二
人
二
 
 
 

（
卸
」
 
 

公
立
学
校
の
み
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
わ
け
で
は
な
く
、
第
三
項
お
よ
び
第
四
項
で
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
史
上
初
め
て
私
立
学
校
設
立
の
 
 

自
由
お
よ
び
国
の
学
校
と
私
立
学
校
と
の
同
等
取
扱
い
 
（
p
a
r
i
t
巴
が
憲
法
上
の
原
則
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

さ
て
、
ラ
テ
ラ
ノ
協
約
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
私
学
教
育
の
自
由
の
保
障
お
よ
び
そ
の
学
校
と
国
の
学
校
と
の
同
等
取
扱
い
が
 
 

国
数
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
い
わ
ば
「
特
権
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
新
憲
法
の
下
で
の
そ
れ
は
、
二
つ
の
意
味
で
、
「
特
権
」
と
 
 

し
て
の
性
格
を
失
っ
た
。
ま
ず
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
の
宗
派
と
国
家
と
の
関
係
は
、
双
方
の
代
表
者
と
の
協
定
に
基
づ
き
、
法
律
に
よ
 
 

り
規
律
す
る
」
と
定
め
る
憲
法
第
八
条
第
■
二
項
に
よ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
の
宗
派
も
、
自
己
の
運
営
す
る
私
立
学
校
に
つ
い
て
、
国
 
 

（
5
1
｝
 
 

家
と
の
協
定
で
カ
ト
リ
ッ
ク
系
私
立
学
校
の
場
合
と
同
様
の
権
利
を
確
保
す
る
と
い
う
途
が
開
か
れ
た
。
さ
ら
に
、
な
に
よ
り
も
、
憲
 
 

法
第
三
三
条
に
よ
っ
て
私
立
学
校
設
立
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
私
立
学
校
を
は
じ
め
と
す
る
宗
教
系
私
立
学
校
 
 

に
限
ら
れ
ず
、
非
宗
教
系
私
立
学
校
も
ま
た
、
こ
の
自
由
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
非
宗
教
系
私
立
 
 

学
校
と
の
関
係
で
も
、
「
特
権
」
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
後
、
ラ
テ
ラ
ノ
協
約
に
代
わ
る
新
た
な
協
約
と
し
て
締
結
さ
れ
た
、
「
聖
座
と
イ
タ
リ
ア
と
の
間
の
一
九
八
四
年
二
月
一
八
日
の
 
 

政
教
協
約
」
 
（
ヴ
ィ
ツ
ラ
・
マ
ダ
ー
マ
協
約
）
第
九
条
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
 
 

第
九
条
 
イ
タ
リ
ア
共
和
国
は
、
学
校
設
立
の
自
由
及
び
教
育
の
自
由
の
原
理
に
従
い
、
そ
の
憲
法
に
定
め
る
条
件
の
も
と
で
、
カ
ト
リ
ッ
 
 

ク
教
会
に
対
し
、
各
種
煩
と
各
段
階
の
学
校
及
び
教
育
施
設
を
自
由
に
設
立
す
る
権
利
を
保
障
す
る
。
 
 

②
 
そ
れ
ら
の
学
校
は
、
同
等
の
権
利
を
有
し
、
完
全
な
自
由
を
保
障
さ
れ
る
。
そ
の
生
徒
は
、
国
家
試
験
に
お
い
て
も
、
国
立
及
び
公
立
 
 

の
学
校
の
生
徒
と
等
し
い
修
学
上
の
取
扱
い
を
保
障
さ
れ
る
。
 
 

こ
れ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
系
私
立
学
校
に
対
し
て
、
他
の
私
立
学
枚
に
は
認
め
ら
れ
な
い
特
権
を
付
与
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
 
 

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
規
定
は
む
し
ろ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
私
立
学
校
に
対
し
、
回
の
学
校
と
の
同
等
取
扱
い
の
み
な
ら
ず
、
他
の
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へ
5
2
〕
 
 

宗
教
系
私
立
学
校
お
よ
び
非
宗
教
系
私
立
学
校
と
の
同
等
取
扱
い
を
確
保
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
 
 

㈲
 
私
学
教
育
の
自
由
の
現
在
 
 
 

仰
 
私
立
学
校
を
設
立
す
る
自
由
 
 
 

最
後
に
、
私
学
教
育
の
自
由
に
か
か
わ
る
現
行
憲
法
の
規
定
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
・
運
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
 
 

よ
、
つ
。
 
 

「
5
3
）
 
 
 

今
日
、
私
立
学
校
を
設
立
す
る
自
由
（
憲
法
第
三
二
条
第
三
項
）
は
、
「
思
想
を
表
明
す
る
自
由
」
 
（
第
二
一
条
）
の
一
部
で
あ
る
「
芸
 
 

（
5
4
）
 
 

術
お
よ
び
学
問
の
自
由
」
並
び
に
「
教
授
の
自
由
」
 
（
第
三
三
条
第
一
項
）
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
子
ど
も
本
人
お
よ
び
そ
の
 
 

〔
5
5
）
 
 

両
親
の
学
校
選
択
の
自
由
と
相
互
に
補
完
し
あ
う
関
係
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
憲
法
第
三
二
条
第
三
 
 

〔
〃
叩
 
 

項
は
、
学
校
の
多
元
性
を
保
障
し
て
お
り
、
国
家
は
、
文
化
や
教
育
の
領
域
に
つ
い
て
止
当
な
関
心
を
も
ち
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
日
 
 

（
5
7
、
¶
 
 

的
を
達
成
す
る
に
当
た
り
学
校
制
度
を
国
家
の
独
占
に
服
せ
し
め
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

佃
 
私
学
教
育
の
自
由
と
「
教
育
に
関
す
る
一
般
的
規
範
」
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
私
学
教
育
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
私
立
学
校
の
設
」
廿
者
・
運
営
者
は
、
「
教
育
に
関
す
る
一
般
的
規
範
」
 
 

を
定
め
る
国
の
権
限
に
服
す
る
 
（
憲
法
第
二
二
二
条
第
二
項
）
。
と
り
わ
け
、
私
立
学
校
が
国
の
学
校
と
 
「
同
等
の
権
利
を
有
し
」
、
そ
の
 
 

生
徒
が
「
国
家
試
験
に
お
い
て
も
、
国
立
及
び
公
立
の
学
校
の
生
徒
と
等
し
い
修
学
上
の
取
扱
い
」
を
受
け
る
よ
う
求
め
る
の
で
あ
れ
 
 

ば
、
私
立
学
校
が
国
の
学
校
と
ま
っ
た
く
同
一
の
構
造
・
教
育
内
容
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
「
学
 
 

（
謁
〕
 
 

校
」
と
呼
び
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
ほ
言
う
ま
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
国
家
が
「
教
育
に
関
す
る
一
般
 
 

的
規
範
」
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
の
事
柄
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
「
各
種
類
の
学
校
に
つ
い
 
 

如
し
 
 

て
様
々
な
科
目
数
育
の
計
画
を
定
め
る
よ
う
な
規
範
は
、
明
ら
か
に
、
こ
の
自
由
と
相
容
れ
な
い
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

な
お
、
今
日
、
私
立
学
枚
が
国
の
学
校
と
同
等
に
取
り
扱
わ
れ
る
た
め
の
要
件
ほ
、
「
学
校
の
同
等
取
扱
い
に
関
す
る
規
範
及
び
学
習
 
 

二
六
三
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二
六
四
 
 
 

及
び
教
育
に
対
す
る
権
利
に
関
す
る
諸
規
定
」
 
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
一
〇
日
法
律
第
六
七
号
）
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
粂
第
二
 
 

項
は
、
同
等
に
取
り
拙
わ
れ
る
私
立
学
校
（
s
c
u
C
－
a
p
a
r
i
t
a
r
i
a
p
r
i
く
a
t
a
）
を
教
育
の
一
般
的
制
度
に
合
致
し
、
人
格
形
成
に
係
る
家
族
 
 

の
要
求
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
と
定
義
し
、
第
四
項
は
、
同
等
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
そ
の
教
育
計
画
が
憲
法
 
 

の
諸
原
理
と
調
和
し
て
い
る
こ
と
、
提
供
さ
れ
る
教
育
の
水
準
が
法
秩
序
及
び
現
行
法
の
諸
規
定
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
、
教
員
が
資
 
 

格
を
備
え
た
者
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
要
件
を
定
め
て
い
る
。
 
 
 

㈹
 
宗
教
系
私
立
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
 
 
 

こ
の
よ
う
な
同
等
に
取
り
扱
わ
れ
る
私
立
学
校
は
 
「
公
的
な
役
務
を
遂
行
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
上
記
の
二
〇
〇
〇
年
 
 

法
律
第
六
七
号
第
一
条
第
三
項
は
、
そ
の
教
育
が
憲
法
の
定
め
る
諸
自
由
の
僚
理
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
べ
き
こ
と
、
こ
れ
ら
の
私
 
 

立
学
枚
が
「
そ
の
教
育
計
画
を
受
け
入
れ
て
登
録
を
求
め
る
者
」
を
誰
で
も
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
し
 
 

か
し
な
が
ら
、
同
項
は
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
私
立
学
校
に
対
し
て
、
文
化
的
傾
向
（
O
r
i
e
n
t
a
ヨ
e
n
t
O
C
u
－
｛
u
r
a
－
e
）
及
び
教
育
学
上
・
教
 
 

育
上
の
方
針
に
つ
い
て
完
全
な
自
由
を
保
障
し
て
お
り
、
私
立
学
校
が
そ
の
教
育
計
画
に
「
文
化
的
又
は
宗
教
的
な
性
格
を
有
す
る
傾
 
 

向
」
を
盛
り
込
む
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
私
立
学
校
は
、
そ
の
よ
う
な
教
育
計
画
を
受
け
入
れ
て
登
録
を
希
望
 
 

す
る
者
に
対
し
、
特
定
宗
派
の
立
場
か
ら
の
宗
教
教
育
を
受
講
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
慰
ま
た
、
私
立
学
校
は
、
こ
の
ほ
か
、
 
 

生
徒
に
対
し
出
席
義
務
を
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
祈
祷
や
ミ
サ
な
ど
の
 
「
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ま
た
は
宗
派
へ
の
所
属
を
 
 

前
提
と
し
又
は
必
要
と
す
る
活
動
」
を
正
課
外
の
活
動
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

国
 
私
立
学
校
に
対
す
る
国
家
助
成
 
 
 

憲
法
第
三
三
条
第
三
項
は
、
私
立
学
校
設
立
の
自
由
を
、
「
国
の
負
担
を
伴
う
こ
と
な
し
に
」
と
い
う
条
件
の
下
で
認
め
て
い
る
。
こ
 
 

の
文
言
を
文
字
通
り
に
受
け
と
れ
ば
、
お
よ
そ
国
家
が
私
立
学
校
に
対
し
て
助
成
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
す
で
 
 

に
削
憲
議
会
に
お
い
て
、
そ
の
提
案
者
自
身
、
こ
れ
は
国
家
助
成
を
求
め
る
権
利
を
否
定
L
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
国
家
が
裁
量
的
に
助
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イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
私
学
教
育
の
自
由
、
と
り
わ
け
宗
教
系
私
立
学
校
の
自
由
に
係
る
以
上
の
概
観
か
ら
わ
が
国
に
と
っ
て
の
示
唆
 
 

を
直
ち
に
引
き
出
す
こ
と
に
は
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
イ
タ
リ
ア
と
わ
が
国
と
で
は
、
学
校
制
度
が
形
成
さ
れ
た
 
 

経
緯
や
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
関
係
と
い
っ
た
前
提
が
そ
も
そ
も
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
教
育
の
自
由
の
主
張
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
そ
れ
と
同
じ
く
、
聖
職
者
に
よ
る
権
益
の
主
張
か
ら
出
 
 

発
し
て
い
た
と
し
て
も
、
今
日
な
さ
れ
て
い
る
理
解
、
す
な
わ
ち
、
私
学
教
育
の
自
由
は
子
ど
も
本
人
お
よ
び
そ
の
両
親
の
学
校
選
択
 
 

の
自
由
と
相
互
に
補
完
し
あ
い
、
学
校
教
育
の
国
家
独
占
を
禁
止
し
、
学
校
の
多
元
性
を
保
障
し
て
い
る
と
い
う
理
解
は
、
「
広
く
承
認
 
 

二
大
五
 
 
 

「
6
1
）
 
 

成
を
行
う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
な
い
と
い
う
説
明
を
し
て
い
た
。
ま
た
、
今
日
な
お
有
力
な
見
解
は
、
私
立
学
校
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
親
権
者
の
学
校
選
択
の
自
由
が
可
能
に
な
る
と
し
て
も
、
国
家
は
こ
れ
を
実
効
的
な
も
の
に
す
る
た
め
必
要
な
負
担
を
引
き
受
け
る
 
 

へ
6
2
一
 
 

義
務
ま
で
負
う
と
は
い
え
な
い
と
し
つ
つ
も
、
国
の
学
校
と
同
等
に
取
り
扱
わ
れ
る
私
立
学
校
は
、
学
校
数
育
に
つ
い
て
同
の
学
校
と
 
 

協
力
し
合
う
と
い
う
棟
能
を
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
「
国
の
負
担
を
伴
う
こ
と
な
し
に
」
と
い
う
条
件
の
適
用
を
受
け
な
い
と
説
い
て
 
 
 

6
3
）
 
 

い
る
。
 
 
 

実
際
、
二
〇
〇
〇
年
法
律
第
六
七
号
は
、
第
一
条
第
九
項
及
び
第
一
〇
項
に
お
い
て
、
教
育
に
対
す
る
権
利
を
実
効
的
な
も
の
に
す
 
 

る
た
め
、
国
の
学
校
だ
け
で
な
く
、
同
等
に
取
り
扱
わ
れ
る
私
立
学
校
の
生
徒
に
つ
い
て
も
、
奨
学
金
の
配
分
 
（
そ
の
生
徒
の
家
族
が
 
 

負
担
し
た
教
育
費
用
を
所
得
税
か
ら
控
除
す
る
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
る
）
と
い
う
形
で
間
接
的
な
助
成
制
度
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
 
 

同
条
第
一
三
項
及
び
第
一
四
項
は
、
同
等
に
取
り
扱
わ
れ
る
小
学
校
（
s
c
u
O
－
a
e
訂
m
e
n
t
a
r
e
p
a
r
i
f
i
c
a
t
a
）
 
の
維
持
の
た
め
の
支
出
な
 
 

へ
6
4
 
 

ど
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
直
接
的
な
助
成
へ
の
途
を
開
い
た
。
 
 

お
わ
り
に
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榔 

二
六
六
 
 
 

（
6
5
 
 

さ
れ
う
る
一
般
論
的
命
題
」
と
し
て
十
分
参
照
す
る
に
値
し
よ
う
。
そ
し
て
、
私
立
学
校
は
、
自
ら
の
子
ど
も
に
宗
教
教
育
を
受
け
さ
 
 

せ
る
こ
と
を
希
望
す
る
両
親
の
積
柿
的
な
選
択
の
自
由
に
対
応
し
て
、
そ
の
教
育
計
画
に
「
文
化
的
又
は
宗
教
的
な
性
格
を
有
す
る
傾
 
 

向
」
を
盛
り
込
む
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
従
来
の
わ
が
国
の
議
論
は
、
総
じ
て
宗
教
系
私
立
学
校
が
行
う
宗
教
教
育
に
対
し
て
必
ず
し
も
好
意
的
で
は
な
か
っ
 
 

（
6
6
）
 
 

た
の
で
は
な
い
か
っ
「
私
立
学
校
の
宗
教
教
育
に
た
い
す
る
現
行
法
の
態
度
は
明
瞭
と
は
言
い
が
た
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
 
 

6
7
「
 
 

私
立
学
校
が
宗
教
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
「
現
行
法
の
態
度
」
は
明
瞭
で
あ
っ
て
、
「
特
定
の
 
 

宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
そ
の
他
宗
教
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
 
の
は
 
「
国
及
び
地
方
公
共
同
体
が
設
置
す
る
学
校
」
 
の
み
で
あ
 
 

り
 
（
教
育
基
本
法
第
一
五
条
第
l
一
項
）
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
二
四
条
第
二
項
は
、
私
立
小
学
校
の
教
育
課
程
の
編
成
に
お
い
て
、
 
 

（
摘
′
 
 

「
宗
教
を
も
っ
て
：
‥
：
道
徳
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
現
在
の
日
本
の
法
律
に
も
と
づ
 
 

い
て
設
置
さ
れ
た
学
校
で
あ
る
限
り
実
は
、
宗
教
、
宗
派
教
育
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
と
す
る
否
定
論
が
 
 

9
 

（
6
一
 
 

説
か
れ
、
私
」
け
学
校
で
の
宗
教
教
育
を
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
「
学
校
数
育
と
宗
教
の
接
合
を
積
極
的
に
否
定
す
る
憲
法
の
規
定
も
 
 

ー
〈
 
 

み
あ
た
ら
な
い
」
か
ら
容
認
さ
れ
る
と
す
る
消
極
的
な
容
認
論
が
説
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
教
育
基
本
法
は
、
「
宗
教
は
人
類
の
道
徳
的
お
よ
び
文
化
的
発
達
に
偉
大
深
甚
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
り
、
 
 

従
っ
て
教
育
の
内
容
材
料
と
し
て
も
重
大
な
意
義
を
有
す
る
」
が
ゆ
え
に
、
「
国
家
は
教
育
上
宗
教
に
対
し
て
積
極
的
の
価
値
を
認
め
な
 
 

（
7
‖
二
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
認
識
の
下
に
、
「
宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
、
宗
教
に
関
す
る
一
般
的
な
教
養
及
び
宗
教
の
社
会
生
活
に
 
 

お
け
る
地
位
は
、
教
育
上
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
 
（
第
一
五
条
第
一
項
）
 
と
定
め
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
、
「
私
立
学
校
の
自
 
 

由
は
教
育
の
国
家
的
独
占
を
排
し
多
元
主
義
的
社
会
の
維
持
に
仕
え
る
と
い
う
意
義
を
有
」
し
、
「
公
立
学
校
の
枠
に
は
ま
ら
な
い
教
育
 
 

｛
7
2
一
 
 

を
行
う
と
こ
ろ
に
私
学
の
存
在
意
義
が
あ
る
」
と
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
宗
教
に
対
す
る
教
育
基
本
法
の
以
上
の
よ
う
な
態
度
を
 
 

考
え
あ
わ
せ
る
と
、
国
公
立
学
校
に
は
許
さ
れ
て
い
な
い
宗
教
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
私
立
学
校
の
存
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（
7
3
）
 
 

在
意
義
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
私
立
学
校
の
宗
教
教
育
の
自
由
は
、
子
ど
も
及
び
両
親
の
学
校
選
 
 

択
の
自
由
に
対
応
し
、
学
校
教
育
の
多
元
性
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
、
積
極
的
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
 
 

れ
る
。
 
 

（
1
3
）
 
D
O
m
e
n
i
c
O
謬
r
t
i
一
L
i
b
e
r
t
抄
d
ぎ
s
c
習
P
ヨ
e
ロ
〔
○
∵
n
S
p
a
く
e
n
t
a
．
昏
屯
ヽ
や
O
p
．
C
i
t
こ
p
p
一
ヨ
†
ヨ
∽
．
こ
の
論
説
は
、
当
初
、
一
八
五
一
年
八
月
 
 

二
六
七
 
 
 

121110 9 8 7 6  （
1
）
 
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
教
育
の
自
由
は
、
一
九
七
七
年
一
一
月
二
二
口
の
憲
法
院
判
決
に
よ
り
憲
法
的
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
〕
同
判
決
に
 
 

つ
い
て
は
、
小
泉
洋
l
 
「
教
育
の
自
由
と
良
心
の
自
由
 
－
 
ゲ
ル
ム
ー
ル
法
合
憲
判
決
」
 
フ
ラ
ン
ス
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
判
 
 

例
 
（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
年
）
一
四
七
頁
以
下
を
み
よ
。
 
 

こ
の
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
親
が
子
ど
も
を
私
立
学
校
に
就
学
さ
せ
る
自
由
が
佗
正
第
一
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
根
拠
を
も
つ
憲
 
 
 

法
上
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
p
i
e
r
c
e
く
．
S
O
C
i
e
t
y
O
f
S
i
s
t
e
r
s
↓
N
浣
U
．
S
．
巴
≡
－
¢
N
箪
 
 

（
2
）
 
J
e
賀
R
i
く
e
r
？
紆
エ
u
習
e
S
M
O
u
t
O
u
h
一
卜
託
宣
n
ヽ
罫
官
等
竃
声
t
O
m
e
N
（
↓
巾
註
．
）
↓
P
U
F
㍍
≡
ぃ
も
．
N
－
¢
．
 
 

（
3
）
 
ま
た
、
私
学
教
育
の
自
由
に
言
及
L
た
下
級
審
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
横
田
守
弘
「
憲
法
上
の
 
『
私
立
学
校
の
自
由
』
 
に
つ
い
て
」
西
南
学
院
 
 
 

大
学
法
学
論
集
二
六
巻
∵
二
号
 
（
一
九
九
三
年
）
 
二
二
七
頁
、
二
二
八
頁
以
下
に
引
用
の
裁
判
例
を
参
照
。
 
 

（
4
）
 
田
近
肇
「
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」
宗
教
法
二
五
号
 
（
二
〇
〇
六
年
）
 
六
九
頁
、
八
二
頁
以
下
。
 
 

（
■
ヱ
 
梅
根
倍
監
傾
＝
世
界
教
育
史
研
究
会
編
・
世
界
教
育
史
大
系
1
3
イ
タ
リ
ア
・
ス
イ
ス
教
育
史
（
講
談
社
、
一
九
七
七
年
）
 
九
〇
頁
（
小
林
虎
五
 
 

郎
執
筆
）
。
 
 
 

梅
根
・
前
掲
書
一
C
三
頁
。
 
 
 

井
口
文
男
・
イ
タ
リ
ア
憲
法
史
 
（
有
信
覚
、
一
九
九
八
年
）
 
六
七
頁
以
下
。
 
 
 

辻
昌
宏
「
イ
タ
リ
ア
の
初
等
教
育
1
歴
史
と
現
状
」
明
治
大
学
人
文
科
学
論
集
E
六
＝
四
七
号
（
一
九
九
九
年
二
三
一
員
、
二
六
頁
。
 
 
 

梅
根
∴
前
掲
書
一
五
二
頁
。
 
 
 

こ
の
ほ
か
、
修
道
会
に
委
託
さ
れ
た
学
校
の
教
員
の
適
性
に
つ
き
第
五
五
条
お
よ
び
第
五
六
条
を
、
神
学
校
に
つ
き
第
五
七
条
を
み
よ
。
 
 
 

G
i
u
s
e
p
p
e
S
e
r
a
許
i
一
ト
S
．
C
註
＆
軍
記
訂
莞
S
C
彗
訂
莞
吉
富
軋
竜
馬
訂
訂
訂
、
S
計
～
、
〔
ぎ
註
乳
g
町
等
温
苦
乾
ヽ
町
一
B
u
－
N
O
n
i
㍍
○
声
p
」
0
0
．
 
 
 

G
i
O
く
賀
n
i
 
G
e
n
t
i
－
e
一
I
n
t
r
〇
d
u
泣
O
n
e
a
冨
－
i
b
e
r
t
妙
d
ぎ
s
e
習
2
ゴ
e
n
t
O
》
一
i
n
B
e
r
t
r
賀
d
O
S
p
a
く
e
n
t
a
一
a
C
u
r
a
d
i
G
i
O
＜
a
n
n
i
G
e
n
t
i
－
e
∴
官
さ
 
 

く
O
L
い
．
S
巴
）
S
O
n
i
」
当
N
↓
p
．
告
い
．
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（
2
0
）
 
 

（
2
1
）
 
 

（
2
2
）
 
 

（
2
3
）
 
 

（
2
4
）
 
 

（
2
5
）
 
 

、
〓
㌦
 
 

171615  

二
六
八
 
 
 

二
一
日
に
C
r
O
C
e
d
ト
S
a
く
O
i
a
紙
上
で
公
表
さ
れ
た
っ
 
 
 

B
e
r
t
r
告
d
O
S
p
a
＜
e
n
｛
a
、
U
n
a
r
i
⊂
コ
i
O
n
e
d
e
u
宮
c
a
d
e
m
i
a
d
i
巴
C
S
O
P
a
i
t
a
l
i
c
a
L
n
S
p
a
v
e
n
t
a
一
首
葦
♪
O
p
．
C
F
一
p
．
謡
¢
．
こ
の
論
説
は
、
当
初
、
 
 

一
八
五
一
年
六
月
二
七
日
に
Ⅰ
石
r
O
g
r
e
S
S
O
紙
上
で
公
表
さ
れ
た
っ
 
 
 

S
p
a
く
e
n
｛
a
一
宮
内
薫
O
p
．
C
i
｛
．
も
宗
P
こ
の
論
説
は
、
当
初
、
一
八
五
1
年
七
月
．
三
日
に
ヒ
P
r
O
g
r
e
S
S
O
紙
上
で
公
表
さ
れ
た
。
 
 
 

S
p
a
く
e
n
｛
a
一
へ
せ
箋
P
O
p
．
C
i
t
．
ら
一
芸
∽
．
こ
の
論
説
は
、
当
初
、
鵬
八
五
一
年
八
月
二
〇
臼
に
Ⅰ
－
P
r
O
g
r
e
S
S
O
紙
上
で
公
表
さ
れ
た
。
 
 
 

実
際
、
す
で
に
こ
の
時
期
ま
で
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
追
放
に
係
る
一
八
四
八
年
八
月
二
五
日
法
律
第
七
七
七
号
、
教
会
裁
判
権
等
の
否
定
に
係
 
 

る
一
八
五
〇
年
四
月
九
日
法
律
第
一
〇
一
三
号
 
（
第
一
次
シ
ソ
カ
ル
デ
ィ
法
）
、
教
会
の
財
産
取
得
の
制
限
に
係
る
一
八
五
〇
年
六
月
五
口
法
律
第
 
 

一
〇
三
七
号
 
（
第
二
次
シ
ソ
カ
ル
デ
ィ
法
）
 
が
制
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
法
律
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
井
口
文
男
「
近
代
イ
タ
リ
ア
に
お
け
 
 

る
政
教
関
係
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
四
巻
四
号
 
（
∴
0
〇
五
年
）
 
三
七
八
頁
、
三
六
二
頁
を
み
よ
。
 
 
 

A
l
e
s
s
賀
d
r
O
F
e
r
r
雪
i
一
卜
町
紆
ミ
紅
筈
Q
訂
旨
．
c
訂
恥
ぎ
．
c
訂
叫
執
、
訂
h
訂
ぎ
～
、
～
、
訂
、
～
．
q
n
」
耳
S
～
（
■
計
G
i
a
p
p
i
c
h
e
芦
N
O
ロ
N
も
．
N
N
．
 
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ベ
ル
テ
ィ
は
、
教
会
が
運
営
す
る
学
校
と
い
え
ど
も
、
今
や
、
国
公
立
学
校
お
よ
び
世
俗
的
な
私
立
学
校
と
の
競
争
に
曝
 
 

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
教
育
の
自
由
は
、
［
聖
職
者
に
よ
る
教
育
の
］
排
他
的
独
占
に
展
る
も
の
で
は
な
い
」
と
反
論
し
 
 

て
い
る
。
D
O
m
e
n
i
c
O
B
e
r
t
i
一
L
i
b
e
r
t
甘
d
．
i
n
s
e
習
a
m
e
コ
t
C
一
i
n
S
p
a
＜
C
n
t
a
■
宮
守
屯
．
〇
p
．
C
i
t
こ
p
．
ヨ
」
一
こ
の
論
説
は
、
当
初
、
一
八
五
一
年
八
月
 
 

一
一
言
H
に
C
r
O
C
e
d
i
S
a
＜
O
i
a
紙
上
で
公
表
さ
れ
た
。
 
 
 

G
e
n
t
i
－
e
一
〇
p
．
C
i
｛
．
一
p
．
莞
戸
ま
た
、
梅
根
・
前
掲
青
一
六
一
頁
も
み
よ
。
 
 
 

前
之
園
幸
一
郎
「
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
国
家
統
一
と
教
育
 
－
 
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
の
成
立
を
中
心
と
L
て
～
」
教
育
学
研
究
二
二
巻
一
号
 
 

二
九
六
五
年
〕
一
頁
、
七
頁
。
 
 
 

D
O
m
e
n
i
c
O
B
e
r
t
i
．
L
i
b
e
r
（
恥
d
■
i
n
s
e
雪
a
m
e
n
t
〇
一
i
n
S
p
a
く
e
三
a
一
昔
勺
声
O
p
．
〔
i
（
．
ら
．
ヨ
叩
こ
の
論
説
は
、
当
初
、
l
八
五
一
年
八
月
ニ
ー
日
に
 
 

C
r
O
C
e
d
i
S
a
く
O
i
a
紙
上
で
公
表
さ
れ
た
。
 
 
 

こ
の
点
に
つ
き
詳
細
は
、
井
口
・
相
場
書
四
八
百
以
下
を
み
よ
っ
 
 
 

G
e
n
t
i
－
e
一
〇
p
．
C
F
一
宇
更
芦
 
 
 

こ
の
ほ
か
、
実
業
教
育
学
校
と
し
て
、
小
学
校
の
卜
に
、
共
に
三
年
制
の
実
業
学
校
 
（
s
c
u
O
訂
t
e
c
n
i
c
a
）
 
と
実
業
専
門
学
校
（
i
s
t
i
【
u
r
C
 
 

t
e
c
n
i
c
O
）
 
が
設
置
さ
れ
た
。
 
 
 

な
お
、
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
が
定
め
る
制
度
の
全
体
像
は
、
井
U
・
前
掲
書
六
五
頁
、
前
之
園
・
前
掲
論
文
一
二
頁
お
よ
び
梅
根
・
前
掲
喜
一
六
五
貢
を
み
よ
。
 
 
 

梅
根
・
前
掲
書
丁
七
〇
頁
。
 
 
 

G
i
u
s
e
p
p
e
L
e
N
i
r
0
1
i
」
訂
訂
謎
S
こ
ぎ
C
ざ
還
：
注
ぎ
脊
空
こ
皇
宮
ご
ざ
寿
ぎ
 
G
i
a
p
p
i
c
h
e
芦
N
O
声
p
．
N
芦
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（
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）
 
 

（
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（
3
3
）
 
 

（
3
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）
 
 

（
3
5
）
 
 

（
3
6
）
 
 

（
3
7
）
 
 

4140 39 38  323130  

井
口
・
前
掲
論
文
三
方
二
頁
。
 
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
神
学
校
が
聖
職
者
教
育
と
あ
わ
せ
て
初
等
教
育
を
行
っ
て
い
る
以
上
、
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
の
規
律
に
服
す
る
べ
き
だ
と
考
 
 

え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

F
e
r
r
a
r
i
一
〇
p
．
C
i
L
p
．
か
N
．
 
 
 

F
e
r
r
a
r
i
；
p
一
C
i
t
こ
p
．
い
や
 
 
 

初
等
教
育
学
校
に
つ
い
て
は
、
本
来
市
町
村
が
設
置
す
べ
き
学
校
に
代
わ
る
代
用
私
立
学
校
（
s
c
u
O
－
a
a
s
g
r
a
v
i
C
）
 
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
 
 

（
二
八
六
〇
年
九
月
Ⅶ
五
日
頬
則
（
カ
ザ
ー
テ
ィ
法
施
行
規
則
）
第
一
四
条
第
二
項
を
参
照
）
。
そ
の
よ
う
な
私
立
学
校
は
、
公
立
学
校
の
代
用
で
 
 

あ
る
以
上
、
公
立
学
校
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
規
律
に
完
全
に
従
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
F
e
r
r
a
r
i
－
O
p
．
C
i
t
．
一
p
．
∽
P
 
 
 

初
等
教
育
に
係
る
代
用
私
立
学
校
に
つ
い
て
も
、
一
九
〇
三
年
二
月
一
九
日
法
律
第
四
五
号
第
一
l
一
条
は
、
そ
の
設
置
者
が
法
人
格
を
有
す
る
 
 

こ
と
を
求
め
て
い
た
。
 
 
 

F
e
r
r
a
r
i
一
〇
p
．
C
i
t
二
p
．
畠
．
 
 
 

梅
根
1
前
掲
書
二
二
九
頁
。
 
 
 

梅
根
∴
嗣
掲
書
二
二
三
頁
。
 
 

一
九
〇
七
年
の
中
等
学
校
数
貝
連
合
会
大
会
で
の
発
言
（
梅
根
・
前
掲
章
二
二
四
頁
に
引
用
）
。
ま
た
、
G
i
O
V
β
コ
i
G
e
n
t
i
－
e
一
卜
屯
ヽ
さ
、
S
白
熱
～
、
 
 

乱
発
莞
N
．
Q
莞
（
℃
e
d
一
r
i
v
一
）
一
S
呂
S
O
n
二
拐
∽
．
p
」
謡
（
邦
訳
は
、
ジ
ュ
ン
テ
ィ
ー
レ
（
西
村
義
彦
訳
）
・
教
育
革
新
論
（
刀
江
書
院
、
一
九
四
〇
年
）
 
 

二
二
九
頁
）
 
も
参
照
。
 
 
 

F
e
r
r
a
r
i
も
p
．
C
i
t
．
〉
p
．
芝
．
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
哲
学
教
育
を
理
解
し
う
る
中
等
教
育
学
校
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、
彼
は
、
宗
教
教
育
の
実
施
に
反
対
の
立
場
で
あ
っ
た
。
 
 
 

ジ
エ
ン
テ
ィ
ー
レ
改
革
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
梅
根
・
前
掲
書
二
三
八
頁
以
下
を
巷
照
。
 
 
 

但
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
教
育
の
免
除
に
つ
い
て
、
一
九
二
九
年
六
月
二
四
日
法
律
第
l
一
五
九
号
 
（
認
容
宗
派
法
）
 
第
六
条
お
よ
び
 
 

一
九
三
〇
年
二
月
二
八
目
勅
令
第
二
八
九
号
（
認
容
宗
派
法
施
行
令
）
第
二
l
二
条
第
一
項
を
み
よ
。
 
 
 

但
し
、
初
等
教
育
に
つ
い
て
、
一
九
二
三
年
一
二
月
二
一
目
勅
令
第
三
一
一
六
号
第
四
条
を
み
よ
。
 
 
 

こ
の
点
、
井
口
こ
別
掲
書
一
五
三
頁
は
、
ラ
テ
ラ
ノ
協
定
が
「
市
民
生
活
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
影
響
力
を
一
層
増
大
せ
し
め
る
」
効
 
 

果
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
 
 
 

F
e
r
r
a
r
i
も
p
．
C
i
（
．
一
p
．
謡
．
 
 
 

政
教
関
係
に
お
い
て
法
秩
序
体
論
が
有
す
る
意
味
に
つ
い
て
は
、
田
近
肇
「
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
法
的
地
位
1
－
そ
の
原
 
 

二
六
九
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〔
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「
i
n
c
e
コ
Z
O
N
a
コ
g
賢
a
J
d
i
r
i
t
t
i
d
〓
i
b
e
r
t
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d
e
旨
s
c
u
0
1
a
一
i
n
知
己
仇
．
札
叫
ヽ
．
官
冨
㍗
芯
∽
P
p
．
岩
N
．
 
 

（
5
6
）
 
N
a
n
g
a
r
a
一
〇
p
．
n
i
t
こ
p
．
u
等
↑
i
＜
山
〇
P
巴
a
d
i
n
l
b
賢
誉
C
Q
5
ミ
莞
訂
烹
、
勺
（
u
。
e
d
．
）
一
C
E
D
A
声
－
慧
声
℃
．
畏
〇
．
 
 

（
5
7
）
 
N
賀
g
a
r
a
一
〇
p
．
C
i
L
も
．
U
∞
N
．
ノ
、
．
冒
n
h
e
C
胃
－
O
E
s
p
O
S
i
t
〇
一
C
O
n
t
e
n
u
t
O
e
ニ
m
i
t
i
d
e
－
－
a
－
i
b
e
r
｛
抄
d
i
 
i
s
告
u
i
r
e
s
n
u
C
－
e
一
i
n
 
G
叫
§
．
C
Q
声
－
拐
∽
一
 
 
 

p
．
基
山
．
 
 

（
淵
）
 
U
m
b
e
r
t
O
P
O
t
O
｛
s
c
b
2
．
g
一
l
n
s
e
習
a
2
e
n
t
〇
一
i
s
t
r
u
N
i
ロ
コ
e
一
S
n
u
O
F
i
n
C
町
買
C
Q
声
【
宗
】
一
p
．
㌫
0
0
．
 
 

（
5
9
）
 
p
O
｛
O
t
S
n
h
コ
i
g
；
p
．
C
i
｛
こ
P
．
畠
∽
．
 
 

（
6
0
）
 
も
っ
と
も
、
イ
タ
リ
ア
で
は
国
の
学
校
で
も
宗
派
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
宗
教
系
私
立
学
校
が
宗
派
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
 
 

て
も
、
そ
の
内
実
は
、
国
の
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
異
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
り
 
 

（
6
1
）
 
L
だ
、
～
．
駐
、
～
－
ト
e
竃
S
已
竃
へ
已
已
雲
、
旨
↓
く
○
〓
く
一
p
．
∽
当
甲
 
 
 

二
七
〇
 
 

理
的
側
面
 
－
 
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
開
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
 
八
三
頁
、
九
二
百
ハ
以
下
を
参
照
。
 
 

（
4
6
）
 
な
お
、
削
憲
議
会
に
お
け
る
主
要
政
党
の
勢
力
比
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
が
三
七
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
社
会
党
が
二
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
共
 
 

産
党
が
一
人
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
た
。
井
U
・
前
掲
喜
一
九
一
頁
ウ
 
 

（
4
7
）
 
F
r
琶
C
e
S
n
O
F
i
n
O
C
C
h
i
a
r
〇
一
9
3
．
誉
寛
C
～
乳
臣
下
ぎ
（
¢
a
e
d
．
）
一
N
ぢ
i
c
h
e
声
N
言
㌣
p
．
翠
 
 

（
4
8
）
 
キ
リ
ス
ト
教
民
主
蒐
以
外
の
政
党
は
、
教
育
の
自
由
の
問
題
に
そ
れ
ほ
ど
強
い
関
心
を
石
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
っ
と
り
わ
け
、
社
 
 
 

会
党
は
、
学
校
間
越
は
そ
も
そ
も
憲
法
事
項
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
s
a
b
i
コ
O
C
a
s
s
e
s
e
紆
A
旨
e
r
t
O
M
u
r
a
－
A
r
t
t
．
u
†
u
舟
一
i
コ
 
 
 

C
ミ
ミ
悪
さ
す
さ
＝
計
算
C
已
泳
ぎ
慧
富
亮
一
昏
篭
ミ
チ
鼓
弓
宣
首
肇
曽
声
訟
恕
一
む
C
u
r
a
d
i
G
i
u
s
e
p
p
e
B
r
賀
C
a
一
Z
a
n
i
c
h
e
芦
－
禁
中
℃
．
N
－
∽
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（
4
9
）
 
F
e
r
r
a
r
i
一
〇
p
．
C
i
t
．
も
」
－
リ
 
 

（
5
0
）
 
こ
の
点
に
つ
き
、
二
〇
C
O
年
三
月
一
〇
日
法
律
第
六
二
号
第
一
粂
第
一
項
は
、
「
国
民
の
教
育
制
梗
は
、
凶
の
学
校
並
び
に
同
等
に
取
り
扱
わ
 
 

れ
る
私
立
学
校
及
び
地
方
同
体
の
学
校
か
ら
成
る
」
と
定
め
て
い
る
。
 
 

（
5
1
）
 
実
際
、
各
宗
派
に
係
る
協
定
の
中
に
は
、
当
該
宗
派
の
私
学
教
育
の
自
由
と
そ
の
学
校
と
国
の
学
校
と
の
同
等
取
扱
い
を
規
定
す
る
例
も
見
ら
 
 
 

れ
る
。
例
え
ば
、
山
九
八
八
年
一
山
月
二
二
日
法
律
第
五
一
」
ハ
号
（
セ
ヴ
ン
ス
デ
ー
・
ア
ド
ヴ
ュ
ン
ナ
ス
ト
）
 
第
二
二
条
、
一
九
八
九
年
三
月
八
 
 

日
法
律
第
一
〇
二
号
（
ユ
ダ
ヤ
教
共
同
体
）
 
第
一
∴
条
、
一
九
九
五
年
一
一
日
二
九
日
法
律
第
五
二
〇
号
 
（
ル
タ
ー
派
）
 
第
一
二
条
を
み
よ
。
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C
O
S
t
ぢ
t
i
n
O
M
O
r
t
巴
i
〉
を
許
N
計
乳
軋
こ
‡
誉
曾
註
脊
p
t
O
m
O
目
（
甥
e
d
．
）
，
C
E
D
A
M
」
笥
か
も
」
－
琴
 
 
 

M
O
r
t
a
t
i
一
〇
p
．
C
i
t
こ
P
」
】
讐
．
 
 
 

さ
ら
に
、
「
非
営
利
法
人
及
び
公
益
非
営
利
組
織
の
租
税
に
関
す
る
規
律
の
整
備
」
（
一
九
九
七
年
一
二
月
四
日
共
和
国
大
統
領
令
第
四
六
〇
号
）
 
 

第
一
〇
条
所
定
の
要
件
を
充
た
す
私
立
学
校
は
、
公
益
非
営
利
組
級
 
（
○
∠
L
U
S
）
 
と
し
て
の
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
享
受
す
る
。
例
え
ば
、
法
人
 
 

所
得
税
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
統
一
法
典
 
（
一
九
人
六
年
一
二
月
二
二
日
共
和
国
大
統
領
令
第
九
一
七
号
で
承
認
）
第
一
五
C
条
を
参
照
。
 
 
 

内
野
正
幸
「
『
教
育
の
自
助
h
法
理
の
再
点
検
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
憲
法
と
憲
法
原
理
（
山
九
八
七
年
）
 
二
三
七
頁
、
二
二
七
頁
。
 
 
 

兼
子
仁
・
教
育
法
 
〔
新
版
〕
 
（
有
斐
閤
、
一
九
七
人
卑
）
一
■
ユ
ハ
七
頁
。
 
 
 

現
行
法
の
態
度
が
明
瞭
と
は
言
い
が
た
い
の
は
、
む
し
ろ
、
宗
教
系
私
」
り
一
学
校
が
正
課
と
し
て
宗
派
教
育
を
行
い
又
は
正
課
外
に
宗
教
活
動
を
 
 

実
施
す
る
場
合
、
児
童
・
牛
徒
・
学
生
に
出
席
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
肯
定
的
に
捉
え
る
見
解
と
 
 

し
て
、
田
中
耕
太
郎
・
教
育
基
本
法
の
理
論
（
有
斐
闇
、
一
九
六
一
年
）
 
五
八
五
頁
、
む
定
的
に
捉
え
る
見
解
と
し
て
、
有
倉
達
吉
＝
天
城
勲
・
 
 

教
育
関
係
法
Ⅱ
（
日
本
評
論
杜
、
一
九
五
八
年
）
一
二
四
頁
（
有
余
遼
古
執
筆
）
、
中
村
英
「
私
立
高
校
生
の
宗
教
教
育
参
加
義
務
と
日
本
国
憲
法
ハ
試
 
 

論
）
」
東
北
学
院
大
学
論
集
三
大
号
 
二
九
九
〇
年
）
一
宿
、
二
八
頁
。
 
 
 

鈴
木
勲
編
著
・
逐
条
学
校
教
育
法
 
〔
第
四
次
改
訂
版
〕
 
（
学
陽
書
房
、
一
九
九
九
年
）
一
五
四
頁
。
 
 
 

堀
尾
輝
久
・
教
育
基
本
法
は
ど
こ
へ
 
（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）
 
八
〇
頁
。
そ
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
梶
尾
教
授
の
公
教
 
 

育
論
の
中
で
は
私
立
学
校
も
国
公
立
学
校
と
本
質
的
に
差
異
の
な
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
横
田
・
前
 
 

掲
論
文
二
四
人
頁
を
参
照
。
 
 
 

ま
た
、
私
立
学
校
法
制
定
の
過
程
で
、
「
補
助
金
の
交
付
又
は
貸
付
金
を
受
け
た
学
校
法
人
は
、
特
売
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
そ
の
他
宗
教
的
 
 

活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
を
設
け
る
寛
が
主
張
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
中
村
睦
男
「
私
学
助
成
の
合
憲
性
」
芦
部
信
書
先
生
還
暦
記
 
 

念
憲
法
訴
訟
と
人
権
の
理
論
 
（
一
九
八
五
年
）
 
四
二
三
頁
、
四
一
「
C
頁
。
 
 
 

中
村
英
∴
別
掲
論
文
九
頁
。
 
 
 

日
中
・
前
掲
書
五
七
五
頁
。
 
 
 

米
沢
広
一
・
憲
法
と
教
育
1
5
講
 
（
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
 
山
九
〇
頁
。
 
 
 

田
中
・
前
掲
書
五
八
大
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
教
育
基
本
法
第
一
五
条
第
二
項
が
「
国
及
び
地
力
公
共
団
体
が
設
置
す
る
学
校
」
に
対
し
宗
教
教
 
 

育
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
は
、
憲
法
第
二
〇
条
第
三
項
の
宴
講
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
子
ど
も
に
宗
教
教
育
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
希
 
 

望
L
な
い
両
親
の
消
極
的
な
選
択
の
自
由
に
も
対
応
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
長
谷
部
恭
男
・
憲
法
の
理
性
（
束
点
大
学
出
版
会
、
 
 

二
〇
〇
六
年
）
一
四
三
頁
も
参
照
。
 
 

二
七
一
 
 
 




