
二
〇
二
四
年
度

二
月
一
日
午
後
入
試

国
　
　
　
語
　
（
45
分
）

注
意　

１　

開
始
の
「
チ
ャ
イ
ム
」
が
鳴
る
ま
で
は
、
中
を
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
　
　

２　

答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
の
解
答
ら
ん
に
、
は
っ
き
り
書
き
な
さ
い
。

　
　
　

３　

終
わ
り
の
「
チ
ャ
イ
ム
」
が
鳴
っ
た
ら
、
と
ち
ゅ
う
で
も
や
め
な
さ
い
。

　
　
　

４　

問
題
の
ペ
ー
ジ
は
、　　

か
ら　
　

ま
で
あ
り
ま
す
。

２−１

２−11

実
践
女
子
学
園
中
学
校
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一　

次
の
Ⅰ
・
Ⅱ
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
字
数
制
限
の
あ
る
場
合
は
、
句

読
点
や
記
号
も
字
数
に
数
え
ま
す
。）

Ⅰ
　
　

●　

恤
じ
ゅ
っ

救き
ゅ
う

規き

則そ
く

　

さ
て
、
こ※
の
生
活
保
護
法
の
歴
史
を
遡
さ
か
の
ぼ

っ
て
ゆ
く
と
、
一
八
七
四
年
一
二
月
八
日
に
制
定
さ
れ
た
「
恤
救
規
則
」
と
い
う

法
令
に
た
ど
り
つ
き
ま
す
。
明
治
時
代
に
、
現
在
の
生
活
保
護
法
に
類る
い

似じ

し
た
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
は
こ
の
恤
救
規
則
で

す
。

　

し
か
し
、
恤
救
規
則
が
で
き
た
一
八
七
四
年
に
は
ま
だ
憲
法
は
制
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
一
八
八
九
年
に
制
定
さ

れ
た
大
日
本
帝て
い

国こ
く

憲
法
に
は
、
現
在
の
日※
本
国
憲
法
第
二
十
五
条
に
相
当
す
る
よ
う
な
条
文
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
生
活

が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
が
国
家
か
ら
保
護
を
受
け
る
権
利
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
以
前
の
日
本
で
は
保
障
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

恤
救
規
則
の
「
恤
」
と
は
、「
あ
わ
れ
み
、
め
ぐ
む
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
、「
恤
救
規
則
」
と
い
う
名
前
の
意

味
は
、
生
活
困
難
に
陥
お
ち
い

っ
て
い
る
人
が
、
か
わ
い
そ
う
な
の
で
助
け
て
や
る
た
め
の
規
則
と
い
う
意
味
で
、
相
当
に
上
か
ら
目

線
で
す
。
一
人
ひ
と
り
が
人
間
ら
し
い
生
活
を
お
く
る
た
め
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
れ
を
保
障
す
る
た
め
に
制
定

さ
れ
た
現
在
の
生
活
保
護
法
と
は
、
根
本
的
に
異
な
り
ま
す
。

　

恤
①

救
規
則
は
、
前
文
と
五
つ
の
条
文
か
ら
な
る
ご
く
短
い
法
令
で
す
。
前
文
に
は
、「
貧ひ
ん

者じ
ゃ

を
救
済
し
た
り
、
憐あ
わ

れ
ん
で
助

け
た
り
す
る
こ
と
は
、
本
来
人
び
と
が
お
た
が
い
自
発
的
な
意
志
で
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
誰だ
れ

に
も
頼た
よ

る
こ
と
が

で
き
ず
、
放
っ
て
お
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
よ
う
な
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
基も
と

づ
い
て
救
済
す
る
」
と
い
う
意
味
の
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
前
文
に
、
こ
の
法
令
の
性
格
が
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
政
府
は
生
活
困
難
者
を
救
う

と
い
う
義
務
は
負
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
人
び
と
が
お
た
が
い
の
助
け
合
い
で
解
決
す
べ
き
こ
と
だ
、
と
い
う

考
え
方
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
人
が
救
助
の
対
象
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
救
助
対
象
は
、
① 

障
が
い
者
、

② 

七
〇
歳さ
い

以
上
の
高こ
う

齢れ
い

者
、
③ 

病
気
の
者
、
④ 

一
三
歳
以
下
の
児
童
、
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
す
べ
て
に
、
働
く
こ
と
が
で
き
ず
き
わ
め
て
貧
し
く
、
か
つ
、
一
人
暮
ら
し
で
あ
る
場
合
に
一
定
の
米

の
代
金
、
つ
ま
り
食
費
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
働
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
貧
し
い
も
の
、
い
わ
ゆ

る
「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア
」
は
、
ま
っ
た
く
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
も
恤
救
規
則
の
「
一
人
暮
ら
し
」（
法
文
に
は
「
独
身
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
）
と
い
う
の
は
、
単
に
実
際
に
一
人
で

暮
ら
し
て
い
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戸こ

籍せ
き

の
う
え
で
「
一
人
」
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
親
・
兄
弟
・
子
ど
も
な
ど
が
い
な

い
か
、
戸
籍
が
別
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
し
た
。
こ
の
法
令
で
は
、
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
弱
り
、
頼
る
相
手
が

誰
も
い
な
い
孤こ

独ど
く

な
人
だ
け
を
救
済
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
恤
救
規
則
は
、
家
族
や
地
域
が
困
難
に
陥
っ
て
い
る
人
を
救
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
ど
う
し
て
も
し

か
た
の
な
い
と
き
だ
け
国
家
が
お
情
け
で
助
け
て
や
る
と
い
う
法
律
で
す
。
こ
②

こ
に
は
、「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生

活
」
を
お
く
る
権
利
と
い
っ
た
発
想
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

●　

恤
救
規
則
の
制
定
過
程

　

江
戸
時
代
に
は
、
貧
困
者
の
救
済
は
、
大
名
や
、
幕
府
の
代
官
・
奉ぶ

行ぎ
ょ
う、

あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
富ふ

裕ゆ
う

な
住
民
を
担に
な

い
手
と
し
て
、
各
地
で
ま
ち
ま
ち
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
八
七
一
年
の
廃は
い

藩は
ん

置ち

県け
ん

に
よ
っ
て
、
全
国
の
統
治
が
中
央
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政
府
の
も
と
で
統
一
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
③

う
し
た
ま
ち
ま
ち
の
制
度
で
や
っ
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
く

な
り
、
対
応
が
迫せ
ま

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

貧ひ
ん

困こ
ん

者
の
救
済
を
担
当
し
て
い
た
の
は
内
務
省
と
い
う
官
庁
で
し
た
。
一
八
七
三
年
に
設
置
さ
れ
た
こ
の
省
は
、
現
在
で
い
え

ば
総
務
省
や
国
土
交
通
省
、
厚こ
う

生せ
い

労
働
省
、
警
察
庁
を
あ
わ
せ
た
よ
う
な
、
広
い
範は
ん

囲い

の
国
内
行
政
を
管か
ん

轄か
つ

す
る
官
庁
で
し
た
。

　

設
置
ま
も
な
い
一
八
七
四
年
六
月
、
内
務
省
は
、
政
府
の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
太だ

政じ
ょ
う

官か
ん

（
現
在
で
い
え
ば
内
閣
に

相
当
し
ま
す
）
に
、
恤
じ
ゅ
っ

救き
ゅ
う

規き

則そ
く

制
定
の
提
案
を
お
こ
な
い
ま
す
。
し
か
し
、
内
務
省
の
当
初
の
考
え
は
、
こ
の
規
則
は
内
務

省
の
内
部
の
規
則
に
と
ど
め
、
一い
っ

般ぱ
ん

に
知
ら
さ
れ
る
も
の
に
は
し
な
い
と
い
う
も
の
で
し
た
。
困こ
ん

窮き
ゅ
う

者
の
救
助
に
つ
い
て
、

各
地
の
府
県
か
ら
個
別
に
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
際
に
、
こ
の
規
則
に
照
ら
し
て
内
務
省
が
判
断
す
る
、
と
い
う
手
続
き
が
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
に
は
大お
お

蔵く
ら

省
（
現
在
の
財
務
省
に
相
当
）
が
異
論
を
と
な
え
、
太
政
官
は
こ
の
規
則
を
、
各
地

の
府
県
に
明
示
す
る
と
い
う
決
定
を
下
し
ま
す
。
こ
の
結
果
出
さ
れ
た
の
が
恤
救
規
則
な
の
で
す
。

　

内
④

務
省
の
当
初
の
考
え
と
異
な
っ
て
、
規
則
は
秘
密
に
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
規
則
の
存
在
が
周
知
さ

れ
た
の
は
あ
く
ま
で
府
県
ま
で
で
す
。
国
民
一
人
ひ
と
り
に
「
こ
う
し
た
制
度
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
広
報
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

制
定
の
経け
い

緯い

か
ら
推
測
が
つ
く
こ
と
で
す
が
、
内
務
省
の
対
応
は
む
し
ろ
逆
で
し
た
。
規
⑤

則
制
定
の
翌
年
、
一
八
七
五
年
七

月
に
、
内
務
省
は
、
恤
救
規
則
の
適
用
に
は
ど
の
よ
う
な
調
査
が
必
要
か
、
と
い
う
規
則
を
別べ

っ

途と

に
制
定
し
て
い
ま
す
。
内
務

省
は
、
こ
の
規
則
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
恤
救
規
則
の
適
用
対
象
と
な
る
者
は
、
ど
ん
な
仕
事
も
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
大
変
貧
し
く
て
、
誰だ
れ

も
頼た
よ

る
者
が
い
な
い
者
に
限
ら
れ
る
。
仮
に
七
〇
歳さ
い

以
上
で
あ
っ
た
り
、
障
が
い
者
で
あ
っ

た
り
し
て
も
、
何
ら
か
の
仕
事
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
よ
く
実
際
の
状
じ
ょ
う

況き
ょ
うを
調
査
す
る
こ
と
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
隣
と
な
り

近
所
で
面め
ん

倒ど
う

を
見
て
き
た
者
に
つ
い
て
は
、
恤
救
規
則
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
」。
内
務
省
は
、
当
初
か
ら
、
恤

救
規
則
と
い
う
制
度
の
利
用
を
ど
れ
だ
け
制
限
す
る
か
に
力
を
入
れ
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
、
救
助
を
、
貧
困
者
の
隣
近
所
の

住
民
に
押お

し
付
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。

　

な
⑥

ぜ
こ
の
よ
う
な
制
限
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
内
務
省
に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、
こ
の
規
則
が
各
府
県
に
周

知
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
規
則
の
制
定
以
来
、
各
地
方
か
ら
、
恤
救
規
則
に
よ
る
救
済
を
も
と
め
る
申し
ん

請せ
い

が
相

次
ぎ
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
認
め
て
い
て
は
、
政
府
の
財
政
が
も
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
内
務
省
の
言
い
分
で
す
。

　

つ
ま
り
、
当
時
の
政
府
が
、
救
済
を
受
け
る
も
の
の
資
格
を
厳
し
く
制
限
し
た
こ
と
の
、
と
り
あ
え
ず
の
理
由
は
「
カ
ネ
が

な
か
っ
た
か
ら
」
で
す
。

　

し
か
し
、「
カ
ネ
が
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
便
利
な
言
い
訳
で
あ
る
の
は
、
い
ま
も
昔
も
か
わ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
政
府
に
は

カ
ネ
が
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
、
限
ら
れ
た
カ
ネ
の
な
か
で
、
ほ
か
の
支
出
よ
り
貧
困
者
の
救
済
が
あ
と
ま
わ
し
に
な
る
の
は

な
ぜ
な
の
か
。
も
う
す
こ
し
そ
の
背
景
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　
　

●　

窮
民
救
助
法
案
の
挫ざ

折せ
つ

　

一
八
八
九
年
二
月
一
一
日
、
大
日
本
帝て
い

国こ
く

憲
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
憲
法
に
は
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
五
条
に
相
当

す
る
条
文
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
ま
し
た
。

　

一
⑦

方
、
こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
、
法
律
を
制
定
す
る
た
め
に
は
、
帝
国
議
会
の
賛
成
を
得
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。
帝
国

議
会
は
衆
議
院
・
貴
族
院
の
二
つ
の
議
院
か
ら
成
り
立
ち
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
衆
議
院
議
員
は
選
挙
に
よ
っ
て
え
ら
ば
れ
ま
す
。

　

一
八
九
〇
年
一
一
月
、
最
初
の
帝
国
議
会
に
、
政
府
は
恤
救
規
則
に
か
わ
る
法
律
の
案
、「
窮
民
救
助
法
案
」
を
提
出
し
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
恤
救
規
則
の
制
定
か
ら
一
六
年
が
た
ち
、
政
府
も
恤
救
規
則
の
内
容
に
は
問
題
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
法
案
は
、
選
挙
で
え
ら
ば
れ
た
国
民
の
代
表
で
あ
る
は
ず
の
議
員
た
ち
に
よ
っ
て
否
決
さ
れ
て
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し
ま
い
ま
す
。
そ
の
経
緯
か
ら
、
明
治
日
本
で
、
生
活
困こ
ん
き
ゅ
う窮
者
を
助
け
る
こ
と
へ
の
抵て
い

抗こ
う

が
い
か
に
強
か
っ
た
か
を
み
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
提
出
さ
れ
た
法
案
の
内
容
で
す
。
窮
民
救
助
法
案
が
対
象
と
し
て
い
た
の
は
、
障
が
い
者
、
病
気
、
高こ
う

齢れ
い

、
そ
の
他
の

た
め
、
自
分
の
力
で
生
計
が
立
て
ら
れ
ず
飢う

え
死
に
し
そ
う
な
も
の
、
お
よ
び
養
育
者
の
い
な
い
孤こ

児じ

や
捨
て
子
で
す
。
こ
れ

を
恤
じ
ゅ
っ

救き
ゅ
う

規き

則そ
く

の
規
定
と
比
べ
る
と
、
窮
民
救
助
法
案
に
は
、「
独
身
」
の
条
件
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
戸こ

籍せ
き

上
の
家
族
が
い
て
も
、
実
際
に
飢き

餓が

に
瀕ひ
ん

し
て
い
る
人
は
救
済
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
飢

餓
に
直
面
す
る
ま
で
は
救
済
し
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
の
保
障
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
の

で
す
が
、
恤
⑧

救
規
則
の
制
限
を
緩か

ん

和わ

す
る
こ
と
が
ね
ら
い
だ
っ
た
こ
と
は
間ま

違ち
が

い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
恤
救
規
則
と
の
大
き
な
違
い
の
一
つ
は
、
市
町
村
に
対
し
て
救
助
の
責
任
を
負
わ
せ
た
こ
と
で
す
。
恤
救
規
則
で

は
、
生
活
困
窮
者
の
救
済
に
公
お
お
や
けの
機
関
は
一い
っ

切さ
い

責
任
を
負
わ
ず
、
人
び
と
が
お
互た
が

い
に
助
け
合
う
の
が
本
来
の
姿
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
窮
民
救
助
法
案
で
は
、
市
町
村
な
ど
の
地
方
自
治
体
に
は
、
そ
の
地
域
の
な
か
に
い
る
困
窮
者
を
救
助
す
る
義
務
が

あ
る
、
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　

な
ぜ
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
法
案
を
つ
く
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
帝て
い

国こ
く

議
会
で
、
法
案
の
説
明
に
立
っ
た
内
務
省
の
白し
ら

根ね

専せ
ん

一い
ち

と
い
う
役
人
は
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
ま
す
。
恤
救
規
則
は
救
済
の
条
件
が
厳
し
い
た
め
、
実
際
に
は
、
生
⑨

活
に
困
窮

し
た
人
は
、
地
域
の
人
び
と
が
自
主
的
に
お
こ
な
う
救
済
に
頼た

よ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ば
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
、
慈じ

善ぜ
ん

に
依い

存そ
ん

す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
慈
善
に
頼
る
こ
と
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
白
根
は
い
い
ま
す
。

そ
れ
は
地
域
間
で
差
が
生
じ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
大
金
持
ち
が
い
る
地
域
で
は
、
気
前
よ
く
困
窮
者
が
救

わ
れ
る
の
に
対
し
、
そ
う
し
た
金
持
ち
が
い
な
い
ほ
か
の
地
域
で
は
、
困
窮
者
が
た
く
さ
ん
い
て
も
救
済
が
十
分
に
お
こ
な
わ

れ
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
お
こ
る
と
い
う
の
で
す
。
前
者
の
地
域
で
は
そ
れ
ほ
ど
困
っ
て
い
な
い
人
で
も
救
済
対
象
と
な
り
、

後
者
の
地
域
で
は
本
当
に
困
っ
て
い
て
も
救
済
が
受
け
ら
れ
な
い
人
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
あ

る
程
度
救
済
す
る
人
の
幅は
ば

を
広
げ
、
法
律
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
救
済
の
基
準
を
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
政
府
側
の
説
明
は
、
衆
議
院
議
員
た
ち
の
支
持
を
集
め
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
議

員
た
ち
の
多
く
は
、
法
案
は
必
要
な
い
、
と
考
え
た
の
で
す
。
議
場
で
の
議
員
た
ち
の
発
言
を
整
理
し
て
み
る
と
、
法
案
に
反

対
す
る
理
由
は
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
ま
す
。

　

第
一
の
理
由
は
、
自
⑩

治
体
に
困
窮
者
を
救
う
「
義
務
」
が
あ
る
な
ら
ば
、
困
窮
者
に
は
「
権
利
」
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
、
と
い
う
議
論
で
す
。
繰く

り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
が
、
国
民
の
権
利
と

し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
な
い
当
時
、
救
済
を
受
け
る
権
利
を
み
と
め
る
こ
と
に
は
強
い
抵て
い

抗こ
う

が
あ
っ
た
の
で
す
。
議
員
た
ち
は
、

そ
う
し
た
権
利
を
み
と
め
る
こ
と
は
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
困
窮
に
陥
お
ち
い

っ
た
の
は
、
そ
の
当
人

が
、
働
き
、
貯ち
ょ

蓄ち
く

を
す
る
と
い
う
努
力
を
お
こ
た
っ
た
結
果
だ
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
当
人
が
怠な
ま

け
た
結
果
で
あ
る
貧ひ
ん

困こ
ん

を
、

税
金
と
し
て
集
め
た
み
ん
な
の
お
金
を
つ
か
っ
て
解
決
す
る
の
は
お
か
し
い
、
貧
困
は
自
己
責
任
で
あ
っ
て
、
社
会
の
責
任
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
法
律
を
つ
く
っ
て
し
ま
え
ば
、
人
び
と
は
万
一
に
備
え
て
貯
蓄
す
る
こ
と
を
し
な
く
な
り
、
怠

け
者
が
増
え
て
し
ま
う
。
議
員
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
主
張
し
ま
し
た
。

　

第
二
の
理
由
は
、
問
題
に
対
処
す
る
の
は
恤
救
規
則
で
十
分
で
あ
っ
て
、
新
し
い
法
案
は
必
要
な
い
、
と
い
う
も
の
で
す
。

第
一
の
理
由
で
述
べ
た
よ
う
に
、
貧
困
が
自
己
責
任
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
み
ん
な
の
お
金
を
つ
か
っ
て
困
窮
者
を
救
済
す
る

こ
と
が
必
要
な
場
合
は
存
在
す
る
、
と
あ
る
議
員
は
主
張
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
困
窮
者
が
追
い
詰つ

め
ら
れ
て
、
犯
罪
に
走
っ

た
り
、
暴
動
を
お
こ
し
た
り
、
過
激
な
思
想
を
も
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
時
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
、

貧
困
に
よ
っ
て
社
会
の
秩ち
つ

序じ
ょ

が
乱
さ
れ
る
の
で
、
税
金
で
貧
困
者
を
救
助
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
が
、
こ
の
議
員
の
考
え
に

よ
る
と
、
そ
の
当
時
の
日
本
で
は
そ
の
よ
う
な
深
刻
な
状
じ
ょ
う

況き
ょ
うは
生
じ
て
い
な
い
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
恤
救
規
則
で
、
貧
困
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問
題
に
は
十
分
対
応
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
、
新
し
い
法
律
は
必
要
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。

　

第
⑪

三
の
理
由
は
、
そ
も
そ
も
貧
し
い
と
い
え
ば
日
本
人
は
み
な
貧
し
い
、
と
い
う
主
張
で
す
。
仮
に
自
治
体
の
カ
ネ
を
つ

か
っ
て
困こ
ん

窮き
ゅ
う

者
を
救
済
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
人
び
と
が
そ
の
分
の
負
担
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
以
外
の
人
び
と
も
、
そ
れ
ほ
ど
生
活
に
余よ

裕ゆ
う

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
負
担
を
負
わ
せ
る
の
は
適
切

と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
議
論
で
す
。

　

窮
民
救
助
法
案
に
賛
成
し
た
数
少
な
い
議
員
の
一
人
に
鈴す
ず

木き

万ま
ん

次じ

郎ろ
う

と
い
う
人
物
が
い
ま
し
た
。
彼か
れ

は
医
師
で
し
た
。
鈴
木

は
独
自
の
計
算
に
よ
っ
て
、
一
八
八
三
年
か
ら
一
八
八
七
年
ま
で
の
五
年
間
に
、
一
年
平
均
で
約
四
〇
〇
〇
人
が
、
餓が

死し

、
自

殺
な
ど
、
貧
困
に
よ
っ
て
死
亡
し
て
い
る
と
主
張
し
ま
し
た
（
な
お
、
当
時
の
日
本
の
総
人
口
は
約
四
〇
〇
〇
万
人
で
す
）。

し
か
し
、
鈴
木
の
発
言
は
議
員
の
多
数
の
意
見
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
⑫

る
議
員
は
、
鈴
木
の
発
言
に
対
し

て
「
我わ

が

邦く
に

四
千
万
の
人
口
に
対
し
て
、
貧ひ

ん

民み
ん

そ
の
ほ
か
が
断
じ
て
自
分
は
多
い
と
は
考
え
ま
せ
ぬ
」
と
ま
で
述
べ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
政
府
が
提
出
し
た
窮
民
救
助
法
案
は
衆
議
院
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
後
も
、
恤
じ
ゅ
っ

救き
ゅ
う

規き

則そ
く

に
代
わ
る
法
案

は
何
度
も
議
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
成
立
に
い
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

結
果
と
し
て
、
貧
弱
な
内
容
し
か
も
た
な
い
恤
救
規
則
は
残
り
つ
づ
け
ま
す
。
よ
う
や
く
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
、「
救

護
法
」
が
成
立
し
て
、
恤
救
規
則
は
廃は
い

止し

さ
れ
ま
す
。
救
護
法
に
よ
っ
て
、
市
町
村
は
生
活
困
窮
者
を
助
け
る
義
務
を
負
う
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
財
源
不
足
が
理
由
で
、
救
護
法
は
す
ぐ
に
は
施し

行こ
う

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
に
施
行
さ
れ
た
の
は
、
三

年
後
の
一
九
三
二
年
の
こ
と
で
す
。

　

な
ぜ
、
衆
議
院
議
員
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
貧
困
に
冷
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、

当
時
の
衆
議
院
議
員
選
挙
は
、
財
産
に
よ
る
制
限
選
挙
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
初
の
選
挙
で
、
衆
議
院
議
員
の
選
挙

権
を
も
っ
て
い
た
の
は
、
直
接
国
税
一
五
円
以
上
を
納
め
る
二
五
歳さ
い

以
上
の
男
子
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
基
準
を
満
た

す
選
挙
権
者
は
当
時
の
人
口
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
強
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
豊
か
な
人
た
ち
が
選
ん
だ
議
員
た
ち
に
、
貧
し
い
人
の
利

害
は
反
映
さ
れ
に
く
い
、
と
い
う
の
は
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
⑬

か
し
、
私
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
議
員
た
ち
が
窮
民
救
助
法
案
に

反
対
し
た
理り

屈く
つ

は
、
ま
と
め
て
い
え
ば
「
貧
し
い
の
は
努
力
が
足
り
な
い
か
ら
」「
餓
死
に
追
い
込こ

ま
れ
る
ぐ
ら
い
な
ら
そ
の

前
に
自
分
で
貯ち
ょ

蓄ち
く

を
し
て
お
け
」「
つ
ら
い
の
は
お
前
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
理
屈
は
、
こ
の
章
の

最
初
で
み
た
、
現
代
の
日
本
の
生
活
保
護
バ
ッ
シ
ン
グ
で
も
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、「
日
本
の
財
政
に
は
そ

ん
な
余
裕
は
な
い
」、
こ
ん
な
言
い
方
も
ま
た
社
会
保
障
費
を
削さ
く

減げ
ん

し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
現
代
で
も
つ
か
わ
れ
る
理
屈
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

問
題
は
も
う
す
こ
し
根
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
議
員
た
ち
に
弱
者
を
切
り
捨
て

る
こ
う
し
た
言
葉
を
吐は

か
せ
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
の
あ
り
方
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
あ
と
の
二
つ

の
章
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
松ま
つ

沢ざ
わ

裕ゆ
う

作さ
く

『
生
き
づ
ら
い
明
治
社
会　
　

不
安
と
競
争
の
時
代
』
よ
り
）

※
（
注
）　

こ
の
生
活
保
護
法　
　
　
　
　
　

�　

本
文
の
直
前
で
生
活
保
護
法
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
た
表
現
。
生
活
保

護
法
と
は
「
国
が
生
活
に
困こ
ん

窮き
ゅ
うす

る
す
べ
て
の
国
民
に
対
し
、
そ
の
困
窮
の
程
度
に
応
じ
、
必

要
な
保
護
を
行
い
、
そ
の
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
自
立
を
助
長
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
定
め
た
法
律
。

　
　
　
　

 

日
本
国
憲
法
第
二
十
五
条　
　
　

�　
「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
」
と
生
存
権

を
保
障
し
た
条
文
。
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Ⅱ
　

こ
こ
ま
で
私
た
ち
は
、
明
治
時
代
の
社
会
が
、
か
な
り
厳
し
い
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
て
き
ま
し
た
。
生
き
残
り
の
た
め

に
、
人
び
と
は
必
死
に
働
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
方
、
競
争
の
敗
者
、
経
済
的
に
失
敗
し
た
人
に
対
し
て
は
冷

た
い
社
会
で
し
た
。「
が
ん
ば
れ
ば
か
な
ら
ず
成
功
す
る
」
と
い
う
「
通つ
う

俗ぞ
く

道
徳
」
の
考
え
方
が
ひ
ろ
ま
っ
て
い
ま
し
た
。「
成

功
す
る
た
め
に
は
が
ん
ば
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
と
い
っ
て
、「
が
ん
ば
れ
ば
か
な
ら
ず
成
功
す
る
」
と
は
限
ら
な
い

の
で
、「
が
ん
ば
っ
た
の
に
失
敗
し
た
」
あ
る
い
は
「
が
ん
ば
っ
た
の
に
貧ひ
ん

困こ
ん

か
ら
抜ぬ

け
出
せ
な
い
」
人
び
と
が
膨ぼ
う

大だ
い

に
発
生

し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
人
び
と
は
が
ん
ば
り
が
足
り
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
、「
ダ
メ
人
間
」
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼は

ら
れ

て
ゆ
き
ま
す
。

　

明
治
維い

新し
ん

と
い
う
大
き
な
変
革
は
、
江
戸
時
代
の
社
会
の
仕
組
み
を
壊こ
わ

し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の※
村む
ら

請う
け

制せ
い

に
よ
る
連
帯
責
任

の
よ
う
に
、
相そ
う
　
ご互
に
助
け
あ
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
た
人
び
と
の
結
び
つ
き
は
な
く
な
り
ま
す
。
で
き
た
ば
か
り
の
小
さ
く

て
弱
い
政
府
は
頼た
よ

り
に
な
り
ま
せ
ん
。
頼
り
に
な
る
の
は
自
分
の
努
力
だ
け
で
す
。
こ
う
し
た
状
じ
ょ
う

況き
ょ
うの
も
と
で
は
、
と
も
か
く

も
人
は
が
ん
ば
っ
て
み
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
が
ん
ば
っ
て
成
功
し
た
人
は
、
自
分
の
成
功
は
自
分
の
が
ん
ば
り
の
お
か
げ
だ

と
主
張
し
ま
す
。
成
功
し
な
か
っ
た
人
は
、
あ
あ
が
ん
ば
り
が
足
り
な
か
っ
た
の
だ
な
あ
と
思
い
こ
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
本

当
は
、
成
功
し
た
人
は
運
が
良
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
ず
、
失
敗
し
た
人
は
運
が
悪
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、

で
す
。
私
は
、
こ
の
本
の
な
か
で
、
こ
う
し
た
思
考
の
パ
タ
ー
ン
に
人
び
と
が
は
ま
り
こ
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
「
通
俗
道
徳
の
わ

な
」
と
呼
び
ま
し
た
。

（
松ま
つ

沢ざ
わ

裕ゆ
う

作さ
く

『
生
き
づ
ら
い
明
治
社
会　
　

不
安
と
競
争
の
時
代
』「
お
わ
り
に
」
よ
り
）

※
（
注
）　

村
請
制　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　

領
主
に
は
ら
う
年ね
ん

貢ぐ

（
現
在
の
税
金
の
よ
う
な
も
の
）
を
個
人
単
位
で
は
な
く
村
単
位
で
は

ら
う
制
度
。
年
貢
を
は
ら
え
な
い
村
人
が
あ
ら
わ
れ
た
と
し
て
も
、
村
は
同
じ
額
の
年
貢
を
納

め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、
年
貢
を
は
ら
え
な
い
村
人
が
で
な
い
よ
う
に
し
た
り
、
助
け
た
り

す
る
こ
と
が
村
全
体
の
利
益
に
つ
な
が
っ
た
。
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問
一　
　
　

線
①
「
恤
じ
ゅ
っ

救き
ゅ
う

規き

則そ
く

は
、
前
文
と
五
つ
の
条
文
か
ら
な
る
ご
く
短
い
法
令
で
す
。」
と
あ
り
ま
す
が
、「
恤
救
規
則
」

に
関
す
る
説
明
と
し
て
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア　

現
在
（
二
〇
二
四
年
）
か
ら
約
一
五
〇
年
前
の
明
治
期
に
制
定
さ
れ
、
現
在
の
生
活
保
護
法
の
よ
う
な
役
割
を

も
っ
た
法
令
で
あ
っ
た
。

イ　

憲
法
よ
り
も
前
に
制
定
さ
れ
た
法
令
で
あ
り
、
条
件
を
満
た
し
て
い
る
救
助
対
象
者
に
一
定
の
食
費
を
支
給
す
る

こ
と
を
定
め
て
い
た
。

ウ　

生
活
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
を
、
人
び
と
が
お
た
が
い
に
協
力
し
合
っ
て
手
助
け
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を

述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

エ　

救
助
対
象
者
と
な
る
人
々
は
四
種
類
に
分
類
さ
れ
、
働
け
な
い
こ
と
や
一
人
暮
ら
し
で
あ
る
こ
と
が
救
済
対
象
と

な
る
条
件
で
あ
っ
た
。

問
二　
　
　

線
②
「
こ
こ
に
は
、『
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
』
を
お
く
る
権
利
と
い
っ
た
発
想
は
ま
っ
た
く
あ
り

ま
せ
ん
。」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
そ
の

記
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア　
「
恤
救
規
則
」
に
お
け
る
生
活
困
難
者
救
済
の
方
針
は
苦
し
ん
で
い
る
人
を
一
人
も
取
り
残
さ
ず
に
救
う
と
い
う

思
い
や
り
に
基も
と

づ
い
て
お
り
、
権
利
や
義
務
と
い
っ
た
法
令
的
な
発
想
だ
け
に
し
ば
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
。

イ　
「
恤
救
規
則
」
は
生
活
困
難
者
を
救
済
す
る
た
め
に
家
族
や
地
域
社
会
が
果
た
す
べ
き
義
務
や
必
要
性
を
定
め
た

も
の
で
あ
り
、
生
活
困
難
者
を
対
象
と
し
た
法
令
と
い
う
よ
り
も
周
囲
の
人
々
を
対
象
と
し
た
法
令
で
あ
る
と
い
う

こ
と
。

ウ　
「
恤
救
規
則
」
に
お
け
る
規
定
で
は
働
く
こ
と
が
で
き
ず
に
頼た
よ

る
相
手
も
い
な
い
孤こ

独ど
く

な
人
を
支し

援え
ん

す
る
こ
と
だ

け
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
支
援
内
容
は
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
十
分
な
救
済
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
。

エ　
「
恤
救
規
則
」
は
国
家
が
人
々
の
権
利
を
積
極
的
に
守
る
と
い
う
考
え
方
を
前
提
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
本
来

国
家
の
仕
事
で
は
な
い
生
活
困
難
者
の
救
済
を
仕
方
な
く
や
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
。

問
三　
　
　

線
③
「
こ
う
し
た
ま
ち
ま
ち
の
制
度
で
や
っ
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
次
の
１
・
２
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

１　
「
ま
ち
ま
ち
の
制
度
」
と
は
ど
の
よ
う
な
制
度
の
こ
と
で
す
か
。
解
答
ら
ん
の
「
救
済
制
度
。」
に
つ
な
が
る
よ
う

に
「
ま
ち
ま
ち
」
と
い
う
言
葉
を
言
い
か
え
て
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

２　
「
こ
う
し
た
ま
ち
ま
ち
の
制
度
で
や
っ
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
」
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
三
十
五
字
以

内
で
説
明
し
な
さ
い
。
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問
四　
　
　

線
④
「
内
務
省
の
当
初
の
考
え
」
と
は
ど
の
よ
う
な
「
考
え
」
で
す
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た
次
の
文
の　
　

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
文
中
か
ら
二
十
五
字
以
上
三
十
字
以
内
で
ぬ
き
出
し
、
そ
の
初
め
と
終
わ
り
の
三
字
を
答
え
な
さ

い
。「

恤
じ
ゅ
っ

救き
ゅ
う

規き

則そ
く

」
を　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
考
え
。

問
五　
　
　

線
⑤
「
規
則
制
定
の
翌
年
、
一
八
七
五
年
七
月
に
、
内
務
省
は
、
恤
救
規
則
の
適
用
に
は
ど
の
よ
う
な
調
査
が
必

要
か
、
と
い
う
規
則
を
別べ
っ

途と

に
制
定
し
て
い
ま
す
。」
と
あ
り
ま
す
が
、
内
務
省
が
「
規
則
を
別
途
に
制
定
し
」
た
の
は

ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
か
。
解
答
ら
ん
の
「
と
い
う
意
図
。」
に
つ
な
が
る
よ
う
に
四
十
字
前
後
で
説
明

し
な
さ
い
。

問
六　
　
　

線
⑥
「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
制
限
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
内
務
省
に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、
こ
の
規

則
が
各
府
県
に
周
知
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。」
と
あ
り
ま
す
が
、「
こ
の
規
則
が
各
府
県
に
周
知
さ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
」
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
、「
制
限
が
必
要
と
な
っ
た
」
の
で
す
か
。
三
十
字
前
後
で
説
明
し

な
さ
い
。

問
七　
　
　

線
⑦
「
一
方
、
こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
、
法
律
を
制
定
す
る
た
め
に
は
、
帝て
い

国こ
く

議
会
の
賛
成
を
得
る
こ
と
が
必
要
に

な
り
ま
し
た
。」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
１
・
２
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

１　
「
こ
の
憲
法
」
と
は
何
の
こ
と
で
す
か
。
文
中
か
ら
ぬ
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

２　
「
法
律
を
制
定
す
る
た
め
に
は
、
帝
国
議
会
の
賛
成
を
得
る
こ
と
が
必
要
に
な
」
っ
た
こ
と
で
、
生
活
困
難
者
の

救
済
制
度
を
め
ぐ
る
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
。
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選

び
、
そ
の
記
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア　

政
府
が
「
恤
救
規
則
」
に
か
わ
る
新
し
い
法
案
を
提
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
議
会
の
賛
成
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
た
め
に
生
活
困
難
者
救
済
の
新
し
い
法
案
は
成
立
し
な
か
っ
た
。

イ　
「
恤
救
規
則
」
に
か
わ
る
新
し
い
法
案
を
作
成
す
る
権
限
を
め
ぐ
っ
て
政
府
と
衆
議
院
と
の
あ
い
だ
で
対
立
が

生
ま
れ
る
と
と
も
に
、
生
活
困
難
者
に
対
す
る
社
会
の
反
感
が
高
ま
っ
た
。

ウ　
「
恤
救
規
則
」
の
制
度
上
の
問
題
点
を
政
府
に
認
め
さ
せ
て
新
し
い
法
案
を
提
出
さ
せ
た
も
の
の
、
別
の
新
た

な
問
題
点
が
浮う

か
び
上
が
っ
て
「
恤
救
規
則
」
自
体
が
廃は
い

止し

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

エ　
「
恤
救
規
則
」
に
か
わ
る
新
た
な
法
令
の
整
備
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
し
て
生
活
困
難
者
自
身
の
努
力
不
足
が
明

ら
か
に
な
り
、
生
活
困
難
者
と
ほ
か
の
人
び
と
と
の
対
立
を
ま
ね
い
た
。
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問
八　
　
　

線
⑧
「
恤
じ
ゅ
っ

救き
ゅ
う

規き

則そ
く

の
制
限
を
緩か
ん

和わ

す
る
こ
と
が
ね
ら
い
だ
っ
た
こ
と
は
間ま

違ち
が

い
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
時
「
緩
和
」
し
よ
う
と
し
た
「
恤
救
規
則
の
制
限
」
と
は
ど
の
よ
う
な
「
制
限
」
の
こ
と
で
す
か
。
そ
れ
を
説
明
し

た
次
の
文
の　
　

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
文
中
か
ら
一
語
で
ぬ
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

　
　

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
限

問
九　
　
　

線
⑨
「
生
活
に
困こ
ん
き
ゅ
う窮し

た
人
は
、
地
域
の
人
び
と
が
自
主
的
に
お
こ
な
う
救
済
に
頼た
よ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。」
と

あ
り
ま
す
が
、「
地
域
の
人
び
と
が
自
主
的
に
お
こ
な
う
救
済
」
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
り
ま
す
か
。
解
答
ら
ん
の

「
と
い
う
問
題
。」
に
つ
な
が
る
よ
う
に
文
中
か
ら
十
五
字
以
内
で
ぬ
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
十　
　
　

線
⑩
「
自
治
体
に
困
窮
者
を
救
う
『
義
務
』
が
あ
る
な
ら
ば
、
困
窮
者
に
は
『
権
利
』
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
、
と
い
う
議
論
で
す
。」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
議
論
」
の
中
で
多
く
の
議
員
は
ど
の
よ
う
な
主
張
を
し
ま
し
た
か
。

次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア　

市
町
村
が
困
窮
す
る
人
を
助
け
る
義
務
を
負
う
と
地
域
の
人
び
と
に
よ
る
自
主
的
な
救
済
が
お
こ
な
わ
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
い
、
か
え
っ
て
救
済
範は
ん

囲い

が
せ
ま
く
な
る
。

イ　

生
活
の
困
窮
は
自
身
が
努
力
を
お
こ
た
っ
た
結
果
に
よ
っ
て
発
生
す
る
本
人
の
責
任
で
あ
り
、
社
会
が
責
任
を

負
っ
て
税
金
を
使
っ
て
ま
で
し
て
助
け
る
必
要
は
な
い
。

ウ　

自
治
体
に
困
窮
者
を
救
済
さ
せ
る
に
は
多
く
の
税
金
が
必
要
と
な
る
の
で
、
生
活
困
窮
者
に
も
税
金
を
払
う
必
要

が
生
じ
、
ま
す
ま
す
生
活
が
苦
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

エ　

生
活
困
窮
者
に
権
利
を
与
え
て
し
ま
う
と
、
暴
動
を
お
こ
し
た
り
過
激
な
思
想
を
も
っ
た
り
す
る
よ
う
な
者
も
現

れ
て
し
ま
い
、
社
会
秩ち
つ

序じ
ょ

が
乱
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

問
十
一　
　
　

線
⑪
「
第
三
の
理
由
は
、
そ
も
そ
も
貧
し
い
と
い
え
ば
日
本
人
は
み
な
貧
し
い
、
と
い
う
主
張
で
す
。」
と
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
「
第
三
の
理
由
」
と
同
じ
よ
う
な
発
想
に
基も
と

づ
い
た
発
言
は
現
代
の
日
本
で
も
見
ら
れ
ま
す
。
次
の
ア
～

エ
の
中
か
ら
こ
の
「
第
三
の
理
由
」
と
同
じ
よ
う
な
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
発
言
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア　

日
本
国
内
で
は
日
本
人
の
労
働
者
も
苦
労
し
て
生
活
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
貧
困
の
た
め
に
日
本
へ
や
っ
て
来

て
い
る
外
国
人
の
労
働
者
に
対
し
て
配は
い

慮り
ょ

や
支し

援え
ん

な
ど
を
す
る
必
要
は
な
い
。

イ　

女
性
は
正
社
員
と
し
て
採
用
し
た
と
し
て
も
、
結
婚
に
よ
る
退
職
や
出
産
育
児
に
と
も
な
う
休
職
が
発
生
す
る
可

能
性
が
高
く
、
他
の
従
業
員
の
仕
事
の
負
担
が
増
え
て
困
る
の
で
雇こ

用よ
う

す
べ
き
で
な
い
。

ウ　

正
規
雇
用
と
い
う
制
度
は
、
会
社
の
経
営
が
苦
し
く
な
っ
た
と
し
て
も
社
員
を
簡
単
に
ク
ビ
に
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
う
え
に
非
正
規
社
員
と
く
ら
べ
て
経
費
も
か
か
る
の
で
廃は
い

止し

し
た
方
が
よ
い
。

エ　

少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
き
、
仕
事
も
せ
ず
に
年
金
を
受
け
取
る
老
人
が
増
え
て
い
く
と
社
会
保
障
の
負
担
が
増

え
て
財
政
が
破は

綻た
ん

し
て
し
ま
う
の
で
、
老
人
は
自
分
か
ら
社
会
を
去
る
べ
き
で
あ
る
。
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問
十
二　
　
　

線
⑫
「
あ
る
議
員
は
、
鈴
木
の
発
言
に
対
し
て
『
我わ
が

邦く
に

四
千
万
の
人
口
に
対
し
て
、
貧ひ
ん

民み
ん

そ
の
ほ
か
が
断
じ
て
自

分
は
多
い
と
は
考
え
ま
せ
ぬ
』
と
ま
で
述
べ
て
い
ま
す
。」
と
あ
り
ま
す
が
、「
あ
る
議
員
」
の
発
言
の
趣し
ゅ

旨し

と
し
て
最
も

適
当
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア　

鈴す
ず

木き

万ま
ん

次じ

郎ろ
う

は
一
年
に
約
四
〇
〇
〇
人
が
餓が

死し

や
自
殺
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
貧
困
で
苦
し
む
人
の
数
と

く
ら
べ
れ
ば
多
い
と
は
ま
っ
た
く
言
え
ず
、
餓
死
者
や
自
殺
者
よ
り
も
貧
困
者
の
救
助
こ
そ
優
先
す
る
べ
き
で
あ

る
。

イ　

鈴
木
万
次
郎
は
貧
困
を
原
因
と
し
た
死
者
数
が
一
年
で
約
四
〇
〇
〇
人
い
る
と
独
自
に
計
算
し
て
い
る
が
、

四
〇
〇
〇
万
人
の
国
民
に
つ
い
て
正
確
に
計
算
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
四
〇
〇
〇
人
と
い
う
試
算
は
多
す
ぎ
る
の
で

は
な
い
か
。

ウ　

鈴
木
万
次
郎
は
貧
困
に
よ
っ
て
餓
死
や
自
殺
す
る
者
が
一
年
に
平
均
で
約
四
〇
〇
〇
人
い
る
と
計
算
し
て
い
る

が
、
日
本
の
総
人
口
四
〇
〇
〇
万
か
ら
す
れ
ば
多
く
は
な
い
の
で
、
貧
民
救
助
法
案
に
よ
っ
て
財
源
不
足
に
な
る
こ

と
は
な
い
。

エ　

鈴
木
万
次
郎
は
貧
困
を
原
因
と
し
て
一
年
平
均
で
約
四
〇
〇
〇
人
が
死
亡
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、

四
〇
〇
〇
人
と
い
う
人
数
は
日
本
の
総
人
口
四
〇
〇
〇
万
人
の
中
で
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
ず
、
貧
民
救
助
法
案

は
不
要
で
あ
る
。
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問
十
三　
　
　

線
⑬
「
し
か
し
、
私
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。」
と
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
１
・
２
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

１　
「
そ
れ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
し
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た
次
の
文
の　
　

Ａ
・
Ｂ
に
あ
て

は
ま
る
言
葉
を　
　

Ａ
は
五
字
以
上
十
字
以
内
、　
　

Ｂ
は
十
五
字
以
上
二
十
字
以
内
で
そ
れ
ぞ
れ
文
中

か
ら
ぬ
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

　
　

衆
議
院
議
員
た
ち
が
貧
困
に
対
し
て
冷
た
か
っ
た
の
は
、　

Ａ　
　
で
あ
っ
た
た
め
に
、
豊
か
な
人
た
ち
に
よ
っ

て
議
員
が
選
ば
れ
て
お
り
、　

Ｂ　

状
況
だ
っ
た
こ
と
。

２　
「
私
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。」
と
あ
り
ま
す
が
、
文
章
Ⅰ

と
文
章
Ⅱ
と
を
合
わ
せ
て
読
ん
だ
と
き
に
、「
議
員
た
ち
が
窮
き
ゅ
う

民み
ん

救
助
法
案
に
反
対
し
た
」
の
は
、
ど
の
よ
う
な

社
会
の
状
じ
ょ
う

況き
ょ
うが
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
そ

の
記
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア　

明
治
時
代
の
政
府
は
で
き
た
ば
か
り
で
弱
小
だ
っ
た
た
め
に
生
活
困
難
者
を
救
済
す
る
の
に
十
分
な
資
金
が
な

く
、
貧
し
い
人
び
と
を
税
金
で
救
済
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
人
た
ち
を
政
府
の
方
針
に
従
わ
せ
る
だ
け
の
権
力
も

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。

イ　

明
治
時
代
の
政
府
に
は
貧
し
い
人
を
救
う
だ
け
の
財
政
的
な
余
裕
が
な
か
っ
た
う
え
に
、
明
治
維
新
と
い
う
大

き
な
変
革
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
の
人
び
と
が
大
切
に
し
て
い
た
思
い
や
り
の
精
神
が
壊こ
わ

さ
れ
て
し
ま
い
、
自
分
の

こ
と
し
か
考
え
な
い
人
が
増
え
た
か
ら
。

ウ　

明
治
時
代
に
は
日
本
国
憲
法
第
二
十
五
条
の
よ
う
に
人
び
と
の
生
存
権
を
保
証
し
た
法
令
も
な
く
、
多
く
の
人

び
と
が
成
功
と
失
敗
は
本
人
の
努
力
の
結
果
で
あ
り
、
困
窮
に
陥
お
ち
い

っ
て
し
ま
っ
た
の
は
本
人
の
責
任
で
あ
る
と
い

う
理
屈
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
か
ら
。

エ　

明
治
時
代
の
生
活
困
難
者
の
多
く
は
貧
し
い
生
活
か
ら
ぬ
け
出
す
た
め
の
努
力
が
足
り
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
活
が
苦
し
い
の
は
運
が
な
か
っ
た
だ
け
だ
と
考
え
て
自
分
で
何
と
か
し
よ
う
と
せ
ず
に

政
府
を
頼た
よ

っ
て
ば
か
り
い
た
か
ら
。
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二　

次
の
漢
字
と
言
葉
に
関
す
る
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
一　

次
の
①
～
⑤
の　
　

線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

①　

こ
の
恩
は
シ
ュ
ウ
セ
イ
忘
れ
ま
せ
ん
。

②　

七
十
歳さ
い

を
コ
キ
と
い
う
。

③　

身
の
ケ
ッ
パ
ク
を
証
明
す
る
。

④　

国
語
の
授
業
で
ハ
イ
ク
を
つ
く
る
。

⑤　

王
様
に
チ
ュ
ウ
セ
イ
を
ち
か
う
。

問
二　

次
の
①
～
④
の　
　

線
部
の
漢
字
の
読
み
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。

①　

額
を
集
め
て
話
し
合
う
。

②　

礼
法
の
所
作
を
習
う
。

③　

分
別
の
あ
る
人
。

④　

直
ち
に
出
発
す
る
。

問
三　

次
の
①
・
②
の
熟
語
の
中
に
は
、
こ
と
ば
の
組
み
立
て
か
ら
見
て
、
他
と
ち
が
っ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ

あ
り
ま
す
。
そ
の
記
号
を
答
え
な
さ
い
。

①　

ア　

映
写　
　

イ　

決
心　
　

ウ　

幸
福　
　

エ　

消
失

②　

ア　

無
事　
　

イ　

往
復　
　

ウ　

明
暗　
　

エ　

勝
敗

問
四　

次
の
①
・
②
の
漢
字
と
反
対
の
意
味
を
持
つ
漢
字
を　
　

の
中
に
入
れ
て
、
熟
語
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

（
例
）
売　

買　

①
公　
　

②
異　
　

問
五　

次
の
①
～
④
の
文
の　
　

線
の
語
が
か
か
っ
て
い
る
部
分
は
ど
こ
で
す
か
。
ア
～
エ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選

び
、
そ
の
記
号
を
答
え
な
さ
い
。

①　

冬
に
な
る
と
、
か
な
ら
ず　

わ
ア

た
し
が　

や
イ

っ
た　

遊
ウ

び
は　

雪
エ

合
戦
だ
。

②　

友
達
の　

き
ア

れ
い
に　

ま
イ

と
め
ら
れ
た　

ノ
ウ

ー
ト
を　

見
エ

せ
て
も
ら
う
。

③　

電
車
が　

駅
ア

に　

到
イ

着
す
る
と
、
車
ウ

内
か
ら　

ホ
エ

ー
ム
に　

人
が
あ
ふ
れ
だ
し
た
。

④　

わ
た
し
は　

今
で
も　

あ
ア

の
こ
ろ
の　

楽
イ

し
か
っ
た　

出
ウ

来
事
を　

覚
エ

え
て
い
る
。




