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一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
八
日
に
大
阪
大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
公
的
部
門
に
お
け
る
法
律
専
門
家
」
で
の

配
布
資
料
と
し
て
作
成
し
た
原
稿
を
基
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
法
律
専
門
家(

い
わ
ゆ
る
法
曹
以
外
の
者
も
含
む)

が
、
行
政

機
関
等
の
公
的
部
門
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、
実
務
研
修
を
含
め
て
、
そ
の
養
成
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
、

整
理
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
の
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
調
査
に

お
い
て
は
、
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
の
法
曹
や
大
学
関
係
者
ら
か
ら
協
力
を
賜
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
示
し
た
い
。

(

�)

ま

た
、
筆
者
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
に
よ
る
実
態
調
査
に
必
ず
し
も
習
熟
し
て
い
な
い
こ
と
や
、
語
学
力
や
知
識
の
不
足
に
よ
り
誤
解
を
し

て
い
る
点
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
責
任
は
す
べ
て
筆
者
に
あ
る
。

さ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
わ
が
国
の
司
法
改
革
に
お
い
て
法
曹
数
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、

(

�)

そ
の
司
法
制
度
や
法
曹
の
養
成

の
シ
ス
テ
ム
は
、
わ
が
国
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
既
に
わ
が
国
で
も
多
く
の
論
攷
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る

公
的
部
門
に
お
け
る
法
律
専
門
家

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
そ
の
養
成
と
役
割

北

村

和

生
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が
、
本
稿
の
理
解
に
必
要
な
限
り
で
、
ま
ず
は
法
曹
養
成
制
度
を
中
心
に
フ
ラ
ン
ス
と
わ
が
国
の
違
い
を
示
し
、
二
以
降
の
前
提
と
な

る
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

(

�)
（
１
）
フ
ラ
ン
ス
の
司
法
制
度

フ
ラ
ン
ス
の
司
法
制
度
は
わ
が
国
と
異
な
り
、
二
元
的
な
裁
判
制
度
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
前
の
わ
が
国
と
同
様
に
、
通

常
の
刑
事
事
件
や
民
事
事
件
を
扱
う
司
法
裁
判
所
と
行
政
事
件
を
扱
う
行
政
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
系
統
を
有
し
て
い
る
。
司

法
裁
判
所
は
、
破
毀
院(

C
o

u
r

d
e

cassatio
n)

を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
下
に
控
訴
院(

C
o

u
r

d
’ap

p
e

l)

等
の
下
級
裁
判
所
が
設
置
さ

れ
て
い
る
（
刑
事
裁
判
か
民
事
裁
判
か
で
さ
ら
に
細
か
く
分
か
れ
る)

。
行
政
裁
判
所
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
デ
タ(

C
co

n
se

il
d
’E

tat)

を

頂
点
に
、
次
に
行
政
控
訴
裁
判
所(

C
o

u
r

ad
m

in
istrativ

e
d
’ap

p
e

l)

、
さ
ら
に
そ
の
下
に
は
行
政
裁
判
所(

T
rib

u
n

al
ad

m
in

istratif)

が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
に
様
々
な
特
別
な
裁
判
所
が
存
在
す
る
。

上
記
の
裁
判
所
の
他
に
、
後
に
も
触
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
憲
法
問
題
を
扱
う
憲
法
院(

C
o

n
se

il
co

n
stitu

tio
n

n
e

l)

や
行
政
裁
判

所
と
司
法
裁
判
所
の
管
轄
が
争
い
に
な
っ
た
事
件
を
扱
う
、
権
限
争
議
裁
判
所(

T
rib

u
n

al
d
e

s
co

n
flits)

が
あ
る
。

（
２
）
フ
ラ
ン
ス
の
法
曹
養
成
制
度

フ
ラ
ン
ス
の
法
曹
養
成
制
度
は
、
法
曹
二
元
の
シ
ス
テ
ム
が
採
ら
れ
て
お
り
、
裁
判
官
と
検
察
官
を
意
味
す
る
司
法
官

(
m

ag
istrat)

と
弁
護
士(

av
o

cat)

は
異
な
る
養
成
制
度
が
採
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
述
べ
る
裁
判
官
に
は
、

通
常
、
行
政
裁
判
所
の
裁
判
官
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
政
裁
判
官
の
養
成
は
別
の
ル
ー
ト
で
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
そ
の
意
味
で
は
法
曹
三
元
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
行
政
裁
判
官
の
実
数
は
比
較
的
少
な
い
こ
と
や
、
そ
の
職
務
の

特
性
か
ら
も
、
行
政
裁
判
官
の
養
成
が
独
自
の
法
曹
養
成
制
度
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
（
以
下
で
は
、
特
に
断

ら
な
い
限
り
、
行
政
裁
判
所
の
裁
判
官
を
意
味
す
る
場
合
は
「
行
政
裁
判
官
」
と
呼
び
、
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
を
指
す
場
合
は
単
に

資 料
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「
裁
判
官
」
と
呼
ぶ)

。
ま
た
、
養
成
制
度
自
体
は
別
に
な
っ
て
い
る
が
、
後
で
も
触
れ
る
よ
う
に
裁
判
官
か
ら
弁
護
士
に
、
裁
判
官

か
ら
行
政
裁
判
官
に
、
あ
る
い
は
行
政
裁
判
官
か
ら
弁
護
士
に
そ
れ
ぞ
れ
転
身
す
る
と
い
う
例
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
法
曹

二
元
制
度
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
に
ま
っ
た
く
交
流
が
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

以
下
で
は
、
弁
護
士
、
司
法
官
、
行
政
裁
判
官
の
養
成
制
度
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

(

�)

①
弁
護
士

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
弁
護
士
に
な
る
た
め
に
は
、
弁
護
士
会
が
控
訴
院
の
所
在
地
に
設
置
し
て
い
る
、
各
地
域
圏
の
弁
護
士
養
成

学
校(

C
e

n
tre

s
�
�����

�	



d
e

la
F

o
rm

atio
n

P
ro

fe
ssio

n
n

e
lle

d
e

s
A

v
o

cats,
C

R
F

P
A
)

に
お
い
て
、
修
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
Ｃ
Ｒ
Ｆ
Ｐ
Ａ
に
入
学
す
る
た
め
に
は
、
大
学
で
司
法
教
育
研
究
所(

In
stitu

ts
d
’E

tu
d

e
s

Ju
d

iciare
s,

IE
J)

に
登
録
し
、
Ｃ
Ｒ

Ｆ
Ｐ
Ａ
に
入
学
す
る
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｃ
Ｒ
Ｆ
Ｐ
Ａ
に
入
学
す
る
た
め
の
試
験
が
、
少
な
く
と
も
弁
護
士
を
希
望

す
る
者
に
と
っ
て
は
、
わ
が
国
の
司
法
試
験
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る

(

司
法
官
を
希
望
す
る
者
に
と
っ
て
は
次
に
触
れ
る
Ｅ
Ｎ
Ｍ

の
入
学
試
験
が
わ
が
国
の
司
法
試
験
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う)

。
一
年
半
の
研
修
を
受
け
、
所
定
の
試
験
に
合
格
し
、
弁
護
士
適
格
証

明
書(

ce
rtificate

d
’ap

titu
d
e

p
ro

fe
ssio

n
n

e
le

d
e

s
av

o
cats,

C
A

P
A
)

を
交
付
さ
れ
る
と
、
弁
護
士
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｃ
Ｒ

Ｆ
Ｐ
Ａ
と
し
て
は
、
パ
リ
控
訴
院
に
対
応
す
る
弁
護
士
養
成
学
校(

E
co

le
d
e

F
o

rm
atio

n
p

ro
fe

ssio
n

n
e

lle
d

e
s

B
arre

au
x

d
e

la
C

o
u

r

d
’A

p
p

e
l

d
e

P
aris,

E
F

B
)

が
最
大
の
規
模
を
有
し
て
い
る
。

(

�)
Ｅ
Ｆ
Ｂ
は
、
年
間
約
一
二
五
〇
人
か
ら
一
五
〇
〇
人
の
修
習
生
を
抱
え

て
い
る
。

②
司
法
官

裁
判
官
や
検
察
官
と
い
っ
た
司
法
官
に
な
る
た
め
に
は
、
司
法
省
の
国
立
司
法
学
院(

E
co

le
N

atio
n

ale
d

e
la

M
ag

istratu
re

,

E
N

M
)

に
入
学
す
る
必
要
が
あ
る
。
入
学
試
験
の
種
類
は
三
種
類
あ
る
が
、
Ｃ
Ｒ
Ｆ
Ｐ
Ａ
と
異
な
り
、
難
関
の
競
争
試
験
と
考
え
ら

公的部門における法律専門家
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れ
て
い
る
。
入
学
を
許
可
さ
れ
る
修
習
生
は
年
間
百
数
十
名
で
あ
る
。

Ｅ
Ｎ
Ｍ
で
の
修
習
期
間
は
約
二
年
半
で
、
弁
護
士
の
養
成
よ
り
も
長
期
間
で
あ
り
、
教
育
レ
ベ
ル
も
比
較
的
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
二
〇
一
一
年
に
行
っ
た
大
学
関
係
者
に
対
す
る
聞
き
取
り
で
は
、
Ｃ
Ｒ
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
レ
ベ
ル
は
か
つ
て
よ
り
は
改
善
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
Ｅ
Ｎ
Ｍ
の
レ
ベ
ル
に
は
到
達
し
て
い
な
い
と
す
る
指
摘
が
聞
か
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
弁
護
士
の
養
成
と
司

法
官
の
養
成
に
質
的
な
格
差
が
あ
る
と
の
見
解
も
あ
り
、
法
曹
二
元
の
養
成
制
度
は
維
持
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
初
期
研
修
に
つ
い

て
は
一
定
程
度
両
者
を
共
通
化
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
同
じ
く
聞
か
れ
た
。

③
行
政
裁
判
官

(

�)

行
政
裁
判
官
も
司
法
官
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
裁
判
官
ら
と
異
な
る
国
家
公
務
員
の
一
種
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官

と
同
様
の
独
立
性
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
議
論
が
見
ら
れ
る
。

(

�)

コ
ン
セ
イ
ユ
デ
タ
の
初
任
時
の
等
級
で
あ
る
傍
聴
官(

au
d

ite
u

r)

は
、
他
の
高
級
官
僚
と
同
様
に
、
国
立
行
政
学
院(

E
co

le

n
atio

n
ale

d
’ad

m
in

istratio
n
,

E
N

A
)

の
卒
業
生
か
ら
選
任
さ
れ
る
。

(

�)

行
政
裁
判
所
や
行
政
控
訴
裁
判
所
の
行
政
裁
判
官
も
原
則
と
し

て
Ｅ
Ｎ
Ａ
か
ら
選
任
さ
れ
る
。

(

�)

し
か
し
、
増
加
す
る
行
政
事
件
を
担
当
す
る
行
政
裁
判
官
を
す
べ
て
Ｅ
Ｎ
Ａ
出
身
者
で
賄
う
こ
と
は
で

き
な
い
た
め
、
通
常
の
行
政
機
関
か
ら
の
出
向(�

�����
�
	


�)

の
他
、
一
定
の
要
件
を
充
足
す
る
公
務
員
や
裁
判
官
か
ら
の
選
任
と

い
っ
た
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
以
外
の
ル
ー
ト
か
ら
の
選
任
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

な
お
、
コ
ン
セ
イ
ユ
デ
タ
所
属
の
行
政
裁
判
官
と
行
政
裁
判
所

や
行
政
控
訴
裁
判
所
所
属
の
行
政
裁
判
官
は
所
属
す
る
職
団
が
別
と
さ
れ
て
い
る
。

二

大
学
や
パ
リ
政
治
学
院
に
お
け
る
実
務
研
修

法
曹
に
つ
い
て
の
実
務
研
修
に
入
る
前
に
、
大
学
等
の
教
育
機
関
に
お
け
る
実
務
研
修(

stag
e

fo
rm

atio
n)

に
つ
い
て
見
て
お
く

資 料
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べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

�)

（
１
）
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
に
お
け
る
実
務
研
修

フ
ラ
ン
ス
の
大
学
に
も
実
務
研
修
は
存
在
す
る
し
、
例
え
ば
、
マ
ス
タ
ー
の
第
二
学
年
の
段
階
で
、
行
政
機
関
や
民
間
企
業
で
実
務

研
修
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

パ
リ
第
一
大
学
で
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
こ
れ
ら
の
実
務
研
修
は
、
そ
の
後
の
学
生
の
進
路
に
特
に

影
響
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
公
的
部
門
で
の
実
務
研
修
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
と
な
る
学
生
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
り
、
直
接

的
な
影
響
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
公
務
員
に
な
る
学
生
は
、
結
局
は
、
わ
が
国
と
同
じ
く
、
公
務
員
試
験
を
通
過
す
る
か
ど
う
か
が
問

題
と
な
る
の
で
あ
り
、
大
学
在
学
中
に
国
の
行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
で
実
務
研
修
を
受
け
た
か
ど
う
か
は
、
当
該
学
生
の
進
路
に

は
あ
ま
り
影
響
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
の
法
学
部
や
あ
る
い
は
マ
ス
タ
ー
コ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
、
わ
が
国
の
法
科
大
学
院
や
あ
る
い
は

本
研
究
に
お
い
て
比
較
対
象
と
な
っ
て
い
る
、
ド
イ
ツ
の
大
学
法
学
部
や
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
と
は
そ
の
性
格
が
か
な
り
異
な

る
。
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
は
、
基
本
的
に
、
わ
が
国
の
法
学
部
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
の
で
あ
り
、
法
曹
と
な
る
学
生
は
、
全
学
生
数
か

ら
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
法
科
大
学
院
と
の
比
較
対
象
と
し
て
は
、
適
切
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
む
し
ろ
、
本
研
究
で
の
比
較
対
象
と
し
て
は
、
新
し
い
教
育
機
関
で
は
あ
る
が
、
次
に
見
る
パ
リ
政
治
学
院
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
パ
リ
政
治
学
院(

In
stitu

t
d
’E

tu
d

e
s

P
o

litiq
u

e
s

d
e

P
aris)

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
実
務
研
修

パ
リ
政
治
学
院
は
、
通
称
シ
ア
ン
ス
ポ(

S
cie

n
ce

s
P

o)

と
呼
ば
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
高
等
専
門
教
育
機
関(

G
ran

d
e

s
�
�����)

の
ひ

と
つ
で
あ
る
。
高
級
官
僚
を
養
成
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
、
最
難
関
と
さ
れ
る
高
等
専
門
教
育
機
関
で
あ
る
Ｅ
Ｎ
Ａ
に
多
く
の
卒
業
生

を
輩
出
し
て
い
る
こ
と
で
著
名
で
あ
る
。

(

�)

シ
ア
ン
ス
ポ
は
、
し
た
が
っ
て
、
官
僚
や
行
政
裁
判
官
の
養
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
が
、
弁
護
士
や
裁
判
官
と
い
っ
た
法
曹
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

公的部門における法律専門家
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し
か
し
、
近
年
に
な
っ
て
、
シ
ア
ン
ス
ポ
は
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル(

E
co

le
d
e

D
ro

it
d
e

S
cie

n
ce

s
P

o)

を
設
立
し
た
。
同
ロ
ー
ス
ク
ー

ル
を
卒
業
し
た
学
生
は
、
Ｅ
Ｎ
Ｍ
や
Ｃ
Ｒ
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
入
所
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
試
験
は
上
で
見
た
よ
う
に
実
質

的
に
は
わ
が
国
の
司
法
試
験
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
同
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
は
、
設
置
時
期
も
含
め
て
、
ほ
ぼ
わ
が
国
の
法
科
大
学
院
に

該
当
す
る
位
置
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
シ
ア
ン
ス
ポ
の
卒
業
生
は
、
例
え
ば
、
難
関
の
Ｅ
Ｎ
Ｍ
入
所
試
験
に
お
い
て
、

大
学
法
学
部
出
身
者
の
平
均
よ
り
も
高
い
合
格
率
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
シ
ア
ン
ス
ポ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
教
育
シ
ス
テ
ム
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
教
育
内
容
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
理
念
的
に
は
、
シ
ア
ン
ス
ポ
の
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
は
わ
が
国
の
法
科
大
学
院
と
も
一
定
の
類
似
性
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
比
較
の
対
象
と
し
て
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で

は
、
聞
き
取
り
調
査
に
基
づ
い
て
、
シ
ア
ン
ス
ポ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
実
務
研
修
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

(

�)

①
シ
ア
ン
ス
ポ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
教
育

シ
ア
ン
ス
ポ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
は
、
総
学
生
数
は
二
八
〇
名
程
度
で
あ
る
（
一
学
年
は
一
〇
〇
名
程
度)

。
わ
が
国
の
法
科
大
学
院

と
同
じ
く
、
い
わ
ゆ
る
法
学
未
修
者
が
含
ま
れ
る
。
入
学
資
格
と
し
て
法
律
を
専
門
的
に
学
習
し
た
こ
と
が
要
求
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
わ
が
国
と
異
な
り
、
入
学
者
は
法
学
未
修
者
か
ど
う
か
で
異
な
る
コ
ー
ス
に
入
る
わ
け
で
は
な
い
。
講
義
方
法
は
、
教
員
に
よ
る

一
方
的
な
講
義(

co
u

rs
m

ag
istral)

で
は
な
く
、
二
〇
な
い
し
三
〇
人
程
度
の
少
人
数
に
よ
る
双
方
向
的
な(

in
te

ractif)

講
義
が
行

わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
ア
メ
リ
カ
型
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
を
彷
彿
と
さ
せ
る
講
義
形
態
で
あ
り
、
わ
が

国
の
法
科
大
学
院
と
の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
聞
き
取
り
調
査
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
を
意
識
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
教
員
に
は
わ
が
国
の
法
科
大
学
院
と
同
じ
く
、
実
務
家
教
員
と
研
究
者
教
員
が
見
ら
れ
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。

資 料
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わ
が
国
の
法
科
大
学
院
で
は
法
学
未
修
者
と
法
学
既
修
者
の
学
力
差
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
シ

ア
ン
ス
ポ
に
お
い
て
は
特
に
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
、
学
生
の
約
二
〇
％
は
、
卒
業
時
に
よ
い
成
績

を
修
め
て
い
る
、
た
だ
し
、
全
体
の
約
一
五
％
の
学
生
は
や
や
苦
労
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

シ
ア
ン
ス
ポ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
修
了
後
、
多
く
の
学
生
は
Ｅ
Ｎ
Ｍ
や
Ｃ
Ｒ
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
入
所
試
験
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
外

に
も
、
民
間
企
業
や
あ
る
い
は
公
務
員
に
な
る
修
了
生
も
見
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
例
と
し
て
、
警
察

等
に
就
職
し
た
学
生
が
い
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

②
シ
ア
ン
ス
ポ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
実
務
研
修

シ
ア
ン
ス
ポ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
も
実
務
研
修
は
行
わ
れ
て
い
る
。

(

�)

外
国
で
の
研
修
も
あ
り
、
そ
の
他
に
、
通
常
の
実
務
研

修
が
一
定
の
時
期
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

同
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
学
生
が
実
務
研
修
を
受
け
る
の
は
、
民
間
企
業
や
弁
護
士
事
務
所
、
行
政
機
関
等
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は

大
学
と
同
様
で
あ
る
。
司
法
官
を
目
指
す
学
生
は
司
法
裁
判
所
で
の
研
修
を
選
択
す
る
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
る
。
一
方
で
、
行
政
機
関

と
い
っ
た
公
的
部
門
で
の
実
務
研
修
は
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
一
に
、
同
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
の
学
生
は
そ
れ
ほ
ど
行
政
機
関
で
の
研
修
に
興
味
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
彼
ら
の
多
く
は
法
曹

ま
た
は
民
間
企
業
に
就
職
す
る
も
の
が
多
く
、
行
政
機
関
へ
の
就
職
を
考
え
て
い
る
も
の
が
少
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
理
由
は
、

経
済
的
な
理
由
で
あ
る
。
経
済
的
な
理
由
と
は
、
実
務
研
修
中
の
学
生
は
、
法
の
定
め
に
よ
り
、
給
与
が
支
給
さ
れ
る
が
、
行
政
機
関

は
そ
れ
ほ
ど
研
修
生
向
け
の
予
算
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
充
分
な
給
与
の
支
給
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
引
き
替
え
、
民
間
企
業
や
大
き
な
法
律
事
務
所
で
の
研
修
で
あ
れ
ば
、
充
分
な
給
与
が
支
払
わ
れ
る
か
ら

人
気
が
高
い
と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
予
算
が
不
足
す
る
の
は
司
法
裁
判
所
も
同
様
で
あ
る
が
、
司
法
官
を
希
望
す
る
学
生
は
、
破
毀

公的部門における法律専門家
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院
を
含
む
司
法
裁
判
所
で
の
実
務
研
修
を
受
講
す
る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
実
務
研
修
で
、
例
え
ば
著
名
な
法
律
事
務
所
で
研
修
を
行
っ
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
よ
う
に
、
そ
の

後
の
就
職
に
お
い
て
有
利
に
働
く
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
履
歴
書(

Ｃ
Ｖ)

に
ど
の
事
務
所
で
研
修
を
受
け
た
か
は
記

載
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
研
修
を
受
け
た
法
律
事
務
所
等
に
そ
の
後
就
職
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
さ
れ
る
。
実
務
研
修
は
、

研
修
中
に
学
生
を
担
当
す
る
研
修
担
当
者(

�
�����

d
e

stag
e)

に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
。
実
務
研
修
の
成
績
は
評
価
表
に
記
載
さ
れ

る
。
聞
き
取
り
調
査
で
聞
い
た
限
り
で
は
五
段
階
程
度
の
評
価
が
行
わ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
シ
ア
ン
ス
ポ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
の
実
務
研
修
は
、
法
曹
と
な
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
進
路
と
関
連
は
あ

る
が
、
公
的
部
門
で
の
実
務
研
修
に
つ
い
て
は
そ
の
後
の
進
路
と
は
特
に
結
び
つ
き
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

三

弁
護
士
、
公
務
員

本
項
で
は
、
弁
護
士
の
実
務
研
修
と
公
的
部
門
の
関
係
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
、
弁
護
士
の
問
題
に
限
ら
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
的

部
門
の
法
律
専
門
家
の
状
況
に
つ
い
て
、
公
務
員
の
研
修
も
含
め
て
、
今
回
の
調
査
で
得
ら
れ
た
知
見
を
整
理
す
る
。

（
１
）
Ｅ
Ｆ
Ｂ
で
の
研
修

弁
護
士
の
研
修
は
上
で
見
た
よ
う
に
、
継
続
的
研
修(

fo
rm

atio
n

co
n

tin
u

e)

も
初
期
研
修(

fo
rm

atio
n

in
itiale)

も
い
ず
れ
も
Ｃ

Ｒ
Ｆ
Ｐ
Ａ
で
行
わ
れ
る
。
な
お
、
筆
者
が
調
査
対
象
と
し
た
の
は
パ
リ
の
Ｅ
Ｆ
Ｂ
の
み
で
、
パ
リ
以
外
の
Ｃ
Ｒ
Ｆ
Ｐ
Ａ
に
つ
い
て
は
調

査
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

(

�)

Ｅ
Ｆ
Ｂ
で
は
、
初
期
研
修
と
し
て
、
弁
護
士
事
務
所
で
の
研
修
や
Ｅ
Ｆ
Ｂ
で
の
研
修
が
行
わ
れ
る
。

(

�)

ま
ず
、
Ｅ
Ｆ
Ｂ
で
の
初
期
研
修

は
、
六
ヶ
月
間
で
、
行
政
法
や
行
政
訴
訟
に
関
す
る
研
修
と
し
て
は
「
弁
護
士
と
行
政
訴
訟(

L
’av

o
cat

e
t

le
p

ro
ce

ss
ad

m
in

istratif)

」
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と
い
う
研
修
が
行
わ
れ
て
い
る
。
研
修
期
間
は
三
日
間
（
一
八
時
間
）
で
、
越
権
訴
訟
や
行
政
賠
償
責
任
、
急
速
審
理
手
続
を
学
ぶ
と

さ
れ
る
。
三
日
間
程
度
の
研
修
で
行
政
訴
訟
の
理
解
の
た
め
に
十
分
な
期
間
と
言
え
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
担
当
教
員

や
Ｅ
Ｆ
Ｂ
の
責
任
者
で
も
あ
る
弁
護
士
の
双
方
に
質
問
し
た
が
、
い
ず
れ
の
回
答
も
三
日
間
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、
Ｅ
Ｆ
Ｂ
に
入
所
し
て
い
る
学
生
は
、
既
に
学
部
や
マ
ス
タ
ー
コ
ー
ス
等
で
五
年
程
度
の
法
律
学
を
学
ん
で
お
り
、
公
法

も
学
ん
で
い
る
か
ら
基
礎
的
な
知
識
は
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
研
修
内
容
は
実
務
的
な
書
類
の
作
成
等
が

中
心
で
あ
り
、
ま
た
、
行
政
訴
訟
に
特
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
学
生
は
全
体
の
一
割
程
度
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

Ｅ
Ｆ
Ｂ
で
の
研
修
の
後
、
公
的
部
門
を
含
め
て
、
外
部
で
行
わ
れ
る
実
務
研
修
と
し
て
、
個
別
研
修
計
画(

P
ro

je
t
�
����

���	

�

In
d

iv
id

u
e

l,
P

P
I)

と
の
名
称
の
研
修
が
、
六
ヶ
月
間
行
わ
れ
る
。

(

�)

Ｐ
Ｐ
Ｉ
に
お
い
て
は
、
修
習
生
は
研
修
先
を
選
択
し
て
研
修
に
向

か
う
が
、
研
修
先
は
国
の
行
政
機
関
や
独
立
行
政
機
関
及
び
、
地
方
公
共
団
体
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
は
、
民
間
企
業
や
、
外
国
の

機
関
も
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
Ｅ
Ｎ
Ｍ
で
の
研
修
も
あ
り
う
る
。

（
２
）
公
的
部
門
に
お
け
る
弁
護
士

①
公
的
部
門
で
の
組
織
内
弁
護
士
に
つ
い
て

ま
ず
、
本
研
究
の
比
較
対
象
と
な
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
や
ド
イ
ツ
、
さ
ら
に
は
わ
が
国
と
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
弁
護

士
の
倫
理
規
定
上
、
企
業
内
弁
護
士(

av
o

cats
e

n
e

n
tre

p
rise)

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
弁
護

士
が
弁
護
士
と
し
て
の
資
格
を
有
し
な
が
ら
企
業
内
で
活
動
す
る
と
い
う
、
イ
ン
ハ
ウ
ス
ロ
ー
ヤ
ー
や
組
織
内
弁
護
士
と
し
て
の
活
動

は
フ
ラ
ン
ス
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
制
約
は
、
民
間
企
業
だ
け
で
は
な
く
、
国
の
行

政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
と
い
っ
た
公
的
部
門
に
お
い
て
も
変
わ
り
は
な
い
。
Ｅ
Ｆ
Ｂ
で
の
聞
き
取
り
調
査
の
際
に
は
、
パ
リ
の
よ
う

な
都
市
部
の
弁
護
士
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
規
制
の
緩
和
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
地
方
の
弁
護
士
を
中
心
と
し
て
、
弁
護
士
の
中
に

公的部門における法律専門家



(阪大法学) 63 (5 296) 1692 [2014.1]

は
反
対
意
見
も
強
い
と
の
指
摘
が
聞
か
れ
た
。
ま
た
、
パ
リ
第
一
大
学
で
の
聞
き
取
り
調
査
に
お
い
て
も
、
司
法
制
度
を
専
門
と
す
る

学
者
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
規
制
を
緩
和
し
て
、
企
業
内
弁
護
士
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
は
消
極
的
な
評
価
が
見
ら
れ
る
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
実
業
界
や
都
市
部
の
弁
護
士
か
ら
は
、
規
制
の
緩
和
な
い
し
撤
廃
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
筆
者
が
調
査
を
行
っ
た
時
点
で
は
、
こ
の
よ
う
な
組
織
内
弁
護
士
と
し
て
の
活
動
は
、
た
と
え
公
的
な
部
門
で
あ
っ

て
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
弁
護
士
が
企
業
や
公
的
部
門
に
入
る
た
め
に
は
い
っ
た
ん
弁
護
士
の

身
分
を
離
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

②
行
政
訴
訟
と
フ
ラ
ン
ス
の
弁
護
士

筆
者
が
行
っ
た
調
査
で
聞
き
取
り
を
行
っ
た
弁
護
士
の
見
解
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
行
政
訴
訟
や
行
政
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
、

必
ず
し
も
多
く
の
弁
護
士
が
扱
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
興
味
を
持
つ
弁
護
士
が
多
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
小
規
模
な
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
場
合
に
は
弁
護
士
報
酬
の
問
題
も
あ
っ
た
と
の
指
摘
も
聞
か
れ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
税
法
関
連
事
件
や
、
わ
が
国
で
あ
れ
ば
入
管
事
件
に
該
当
す
る
外
国
人
に
関
す
る
訴
訟
は
、
従
来
か
ら
多
く
、
後
者
の
問

題
に
つ
い
て
は
専
門
的
に
扱
う
弁
護
士
事
務
所
も
見
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(

�)

し
か
し
、
一
般
的
に
は
、
多
く
の
弁
護
士
が
行
政

事
件
を
数
多
く
扱
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
事
件
に
つ
い
て
は
弁
護
士
の
能
力
も
多
様
で
あ

り
、
行
政
法
や
行
政
訴
訟
に
慣
れ
て
い
な
い
弁
護
士
も
見
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
に
な
っ
て
状
況
は
変
化
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
わ
が
国
と
同
じ
く
、

弁
護
士
数
が
増
加
し
、
職
域
の
拡
大
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
政
訴
訟
を
弁
護
士
が
積
極
的
に
扱
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

資 料
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（
３
）
公
的
部
門
に
お
け
る
法
律
専
門
家

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
公
的
部
門
の
内
部
で
活
動
す
る
弁
護
士
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

で
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
で
訴
訟
へ
の
対
応
や
様
々
な
行
政
活
動
の
適
法
性
の
判
断
と
い
っ
た
法
的
諸
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
い

る
の
は
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
回
の
筆
者
が
行
っ
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
限
り
は
、
そ
れ
は
、
第
一
次
的
に
は
、

大
学
の
法
学
部
等
を
卒
業
し
て
、
通
常
の
公
務
員
試
験
を
合
格
し
て
公
務
員
と
な
り
、
各
地
方
公
共
団
体
の
法
務
部
門(

se
rv

ice

ju
rid

iq
u

e)
(

�)

に
属
す
る
公
務
員
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
様
の
指
摘
は
、
ミ
デ
ィ
ピ
レ
ネ
ー
地
区
の
地
方
公
務
員
研
修
機
関
で

あ
る
Ｃ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ｔ(

C
e

n
tre

n
atio

n
al

d
e

la
fo

n
ctio

n
p

u
b

liq
u

e
te

rrito
riale)

で
の
聞
き
取
り
調
査
で
も
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

(

�)

ま

た
、
Ｃ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ｔ
で
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
近
年
、
地
方
公
共
団
体
で
も
、
法
的
な
知
識
を
要
す
る
案
件
は
増
加
し
て
お
り
、
各
地

方
公
共
団
体
で
は
法
律
専
門
家(

ju
rist)

の
採
用
が
増
加
し
て
い
る
と
の
指
摘
を
同
時
に
聞
く
こ
と
も
で
き
た
。

(

�)

他
方
、
公
的
部
門
の

内
部
で
法
的
な
問
題
の
解
決
に
あ
た
る
専
門
家
は
、
第
二
次
的
に
は
、
出
向
し
て
い
る
司
法
官
が
考
え
ら
れ
る
が
、
司
法
官
に
つ
い
て

は
次
項
で
詳
細
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
行
政
裁
判
所
で
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
デ
タ
や
破
毀
院
は
別
だ
が
、
通
常
、
弁
護
士
強
制
の
制

度
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
地
方
公
共
団
体
が
、
越
権
訴
訟
等
（
わ
が
国
の
取
消
訴
訟
に
あ
た
る
）
の
訴
訟
を

提
起
さ
れ
た
場
合
、
応
訴
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
必
ず
し
も
弁
護
士
を
介
在
さ
せ
ず
に
、
法
務
部
門
等
の
通
常
の

公
務
員
が
訴
訟
へ
の
実
質
的
な
対
応
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
上
で
見
た
よ
う
に
近
年
の
状
況
を
別
と
す
れ
ば
、
弁
護
士
自
ら
の
行
政

法
や
行
政
訴
訟
に
関
す
る
関
心
や
能
力
も
必
ず
し
も
高
い
と
は
言
え
な
い
こ
と
か
ら
も
、
実
務
的
に
は
こ
の
よ
う
な
対
応
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
行
政
裁
判
所
裁
判
官
の
経
験
を
持
つ
弁
護
士
か
ら
も
、
法
曹
有
資
格
者
で
は
な
い
公
務
員
が
作

成
す
る
訴
訟
関
連
の
書
面
等
は
適
切
な
も
の
で
、
少
な
く
と
も
在
職
中
の
経
験
か
ら
は
、
特
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
た

公的部門における法律専門家
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（
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
訴
訟
は
書
面
審
理
が
中
心
で
あ
る)

。
例
外
的
な
の
は
、
わ
が
国
の
行
政
訴
訟
で
あ
れ
ば
仮
の
権
利
救
済
に
該
当

す
る
急
速
審
理(

��
����

ad
m

in
istratif)

の
場
合
で
、
急
速
審
理
の
場
合
に
は
弁
護
士
が
介
在
す
る
こ
と
が
多
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

急
速
審
理
に
お
い
て
は
、
訴
訟
と
異
な
り
、
書
面
審
理
が
中
心
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
聞
か
れ
た
。

上
で
見
た
よ
う
な
事
情
は
、
パ
リ
市
の
よ
う
な
大
規
模
な
地
方
公
共
団
体
で
、
法
務
部
門
に
潤
沢
な
ス
タ
ッ
フ
が
い
る
と
い
う
状
況

で
あ
れ
ば
、
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
多
数
の
小
規
模
市
町
村
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
小
規
模
な
市
町
村
に

は
、
法
務
部
門
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
か
、
充
分
な
ス
タ
ッ
フ
が
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
小
規
模
市
町
村
で

は
訴
訟
等
に
お
い
て
は
弁
護
士
に
頼
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
、
こ
れ
ら
の
市
町
村
で
の
業
務
は
職
域
拡
大
を
目
的
と
す
る
弁
護
士
ら
か

ら
注
目
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
弁
護
士
が
公
的
な
部
門
で
の
活
動
を
行
う
場
合
、
訴
訟
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
的
な
業
務
に
つ
い
て
の
助
言
を
行
う
こ
と
も

あ
る
。
さ
ら
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
、
公
役
務
の
特
許(

co
n

ce
ssio

n
d

u
se

rv
ice

p
u

b
lic)

や
大
規
模
な
公
共
事
業
等
を
行
う
場

合
に
は
、
法
的
な
専
門
家
に
契
約
締
結
等
で
の
助
言
を
受
け
る
と
い
っ
た
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
的
な
役
割
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
的
な
弁
護
士
の
活
用
は
、
国
や
大
規
模
な
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

法
務
部
門
等
で
働
く
公
務
員
は
、
や
は
り
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
専
門
性
が
高
い
分
野
や
先
端
的

な
領
域
で
は
外
部
の
専
門
家
に
頼
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
事
業
の
性
格
に
よ
っ
て
は
、
行
政
組
織
上
の
理
由
か
ら
外
部

の
専
門
家
に
依
拠
す
る
こ
と
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(

�)

（
４
）
公
務
員
へ
の
研
修

最
後
に
、
公
務
員
へ
の
研
修
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
既
に
別
稿
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

(

�)

詳
細
は

そ
ち
ら
に
委
ね
、
本
稿
で
は
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
る
。

資 料
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フ
ラ
ン
ス
の
公
務
員
に
対
す
る
研
修
の
特
色
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
研
修
機
関
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
各
行
政
活

動
の
分
野
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
研
修
機
関
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
初
期
研
修
や
継
続
研
修
を
実
施
す
る
。
研
修
機
関
は
多
数
見
ら
れ

る
が
、
公
役
務
研
修
機
関
ネ
ッ
ト(

L
e
������

d
e

s
E

co
le

s
d
e

S
e

rv
ice

P
u

b
lic,

R
E

S
P)

に
よ
る
と
、
Ｅ
Ｎ
Ｍ
や
Ｅ
Ｎ
Ａ
を
含
め
て
、

三
九
機
関
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
れ
ら
の
う
ち
、
刑
事
施
設
で
働
く
公
務
員
に
対
す
る
研
修
を
行
う
、
国
立
刑
事
施
設
学
校(�

	�
���

n
atio

n
ale

d
’ad

m
in

istratio
n

��

����
�������

E
N

A
P)

で
の
研
修
に
つ
い
て
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
第
一
大
学
で
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て

聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
や
は
り
、
初
期
研
修
と
継
続
研
修
が
あ
り
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
法
的
な
知
識
に
つ
い
て
の
研
修
は
行
わ
れ
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
や
は
り
、
刑
事
施
設
に
関
す
る
刑
事
法
等
の
研
修
が
行
わ
れ
て
お
り
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
に
よ
る
実

務
的
な
研
修
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
既
に
取
り
上
げ
た
Ｃ
Ｎ
Ｆ

Ｐ
Ｔ
で
も
研
修
が
行
わ
れ
て
い
る
。

四

司
法
官

上
で
見
た
よ
う
に
、
裁
判
官
や
検
察
官
と
い
っ
た
司
法
官
の
養
成
を
行
う
の
は
、
Ｅ
Ｎ
Ｍ
で
あ
る
。
Ｅ
Ｎ
Ｍ
の
研
修
に
は
、
初
期
研

修
と
継
続
研
修
が
あ
る
。
Ｅ
Ｎ
Ｍ
は
、
主
と
し
て
、
ボ
ル
ド
ー
校
で
初
期
研
修
を
行
い
、
パ
リ
校
で
継
続
研
修
を
行
っ
て
い
る
。
筆
者

は
、
二
〇
一
二
年
三
月
に
パ
リ
の
Ｅ
Ｎ
Ｍ
を
訪
れ
、
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。

(

�)

以
下
、
調
査
時
の
聞
き
取
り
に
も
と
づ
い
て
、
公
的

部
門
に
お
け
る
司
法
官
の
採
用
と
司
法
官
の
養
成
に
お
け
る
研
修
に
つ
き
整
理
す
る
。

（
１
）
公
的
部
門
で
活
動
す
る
司
法
官

ま
ず
、
司
法
官
が
、
裁
判
所
等
の
司
法
機
関
を
除
く
、
行
政
機
関
等
の
公
的
部
門
で
働
く
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
聞
き

取
り
を
行
っ
た
。
筆
者
が
Ｅ
Ｎ
Ｍ
で
行
っ
た
聞
き
取
り
に
よ
る
と
、
司
法
官
が
公
的
部
門
に
お
い
て
働
く
こ
と
は
珍
し
く
な
い
と
い
う

公的部門における法律専門家
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こ
と
で
あ
っ
た
。
司
法
官
は
、
Ｅ
Ｎ
Ｍ
を
修
了
し
た
後
は
裁
判
官
等
の
職
団(

co
rp

s)

に
所
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
定
期
間
は
裁
判

官
や
検
察
官
と
い
っ
た
司
法
官
と
し
て
の
活
動
を
行
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
、
国
や
地
方
公
共
団
と
い
っ

た
公
的
部
門
で
活
動
す
る
こ
と
が
あ
る
。
以
下
の
よ
う
な
形
態
が
見
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(

�)

①
出
向(������

�
	


�)

に
よ
る
場
合

司
法
官
が
、
出
向
と
し
て
司
法
官
の
職
団
に
属
し
た
ま
ま
で
、
公
的
部
門
に
お
い
て
活
動
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。

(

�)

こ
の
場
合
、
司

法
官
と
し
て
の
身
分
を
失
わ
な
い
が
、
通
常
の
公
務
員
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
る
。

出
向
し
て
活
動
す
る
司
法
官
が
ど
の
よ
う
な
行
政
機
関
で
働
く
か
に
つ
い
て
は
、
特
に
限
ら
れ
た
分
野
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
国

家
行
政
機
関
の
す
べ
て
の
領
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
具
体
例
と
し
て
、
出
向
先
と
し
て
警
察
行
政
、

副
知
事(

so
u

s
�
��	�)

等
の
県(�

��	���
�	)

の
行
政
機
関
（
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
県
知
事
や
副
知
事
は
国
の
行
政
機
関
で
あ
る)

、

税
関
、
行
政
裁
判
官
、
財
務
省
や
財
務
監
察
官(

in
sp

e
cte

u
r

d
e

fin
an

ce)

や
国
防
省
も
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

(

�)

ま
た
、
地
方
公
共
団
体

に
も
出
向
す
る
司
法
官
が
見
ら
れ
る
が
、
国
の
行
政
機
関
に
比
べ
て
か
な
り
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
パ
リ
市
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
な
大
規
模
な
地
方
公
共
団
体
に
は
、
一
定
数
の
司
法
官
が
出
向
と
し
て
所
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
国
際
機
関
や
国
の
行
政
機
関
の
中
で
も
審
議
会
等
の
独
立
性
の
高
い
機
関
に
出
向
す
る
場
合
も
認
め
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
行
政
機
関
で
出
向
し
て
い
る
司
法
官
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
職
務
を
果
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
一
義

的
に
決
ま
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
場
合
に
応
じ
て
様
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
出
向
し
て
い
る
司
法

官
が
担
当
す
る
の
は
、
必
ず
し
も
法
律
専
門
知
識
が
要
求
さ
れ
る
職
務
（
例
え
ば
訴
訟
に
関
す
る
事
務
）
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
り
、
出
向
し
て
い
る
司
法
官
が
所
属
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
法
務
部
門
に
限
ら
れ
ず
、
通
常
の
行
政
官
と
同
じ
扱
い
を
受
け
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

資 料
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②
休
職(����

��
���	�
�)

に
よ
る
場
合

休
職
に
お
い
て
は
、
司
法
官
は
一
時
的
に
司
法
官
の
職
団
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。
司
法
官
は
、
こ
の
場
合
裁
判
所
に
許
可
を
受

け
た
上
で
最
大
一
〇
年
間
司
法
官
職
団
を
離
れ
、
期
間
の
経
過
後
は
司
法
官
の
職
団
に
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
法
曹
二
元
の
国
だ
が
、
休
職
中
の
司
法
官
は
、
弁
護
士
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
の
場
合
、
弁
護
士
と

し
て
の
活
動
が
順
調
で
あ
れ
ば
弁
護
士
と
し
て
の
活
動
を
継
続
し
、
順
調
で
な
け
れ
ば
司
法
官
に
復
帰
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ

る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
司
法
官
の
中
に
は
、
休
職
中
民
間
企
業
で
働
く
こ
と
も
あ
り
、
民
間
企
業
の
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
大
規

模
な
銀
行
や
高
級
ブ
ラ
ン
ド
メ
ー
カ
ー
が
見
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
２
）
司
法
官
の
養
成
と
実
務
研
修

Ｅ
Ｎ
Ｍ
で
は
初
期
研
修
と
継
続
研
修
の
両
方
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
修
に
は
、
行
政
機
関
等
の
公
的
部
門
で
の
実
務
研
修

が
含
ま
れ
て
い
る
。

①
公
的
部
門
で
の
実
務
研
修
と
初
期
研
修

Ｅ
Ｎ
Ｍ
に
入
所
を
認
め
ら
れ
た
修
習
生
は
、
Ｅ
Ｎ
Ｍ
で
初
期
研
修
を
受
け
る
。

(

�)

初
期
研
修
の
期
間
は
二
年
半
に
及
び
、
そ
の
間
、
Ｅ

Ｎ
Ｍ
で
の
理
論
的
な
研
修
も
行
わ
れ
る
。
Ｅ
Ｎ
Ｍ
で
の
研
修
内
容
は
基
本
的
に
実
務
的
な
も
の
で
あ
り
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
ケ
ー

ス
メ
ソ
ッ
ド
等
の
手
法
が
使
わ
れ
る
。
ま
た
、
裁
判
官
の
倫
理
面
に
関
す
る
研
修
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
本
の
司
法
修
習

と
同
様
に
、
弁
護
士
事
務
所
や
各
裁
判
所
や
刑
事
司
法
施
設
等
で
の
研
修
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
弁
護
士
研
修
は
二
一
週
間
で
あ
り
、

裁
判
所
で
の
研
修
は
三
六
週
間
で
あ
る
。

本
研
究
の
立
場
か
ら
は
、
Ｅ
Ｎ
Ｍ
の
初
期
研
修
で
行
わ
れ
る
外
部
研
修(

stag
e
�

�����

�)

が
ど
の
よ
う
な
内
容
か
が
主
要
な
関

心
事
と
な
ろ
う
。
外
部
研
修
は
、
二
年
半
に
及
ぶ
研
修
期
間
の
最
後
に
近
い
時
期
に
実
施
さ
れ
、
外
国
の
裁
判
所
や
行
政
機
関
等
で
行

公的部門における法律専門家
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わ
れ
る
国
外
外
部
研
修(

stag
e
��������

�
	

��

���
���)

（
四
週
間
）
の
他
に
、

(

�)

国
内
の
国
の
行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
あ
る
い
は

民
間
企
業
に
修
習
生
を
派
遣
す
る
外
部
研
修
（
五
週
間
）
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
研
修
も
修
習
生
に
は
受
講
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

裁
判
所
以
外
で
の
行
政
機
関
や
民
間
企
業
で
の
研
修
の
目
的
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
聞
き
取
り
で
は
ふ
た
つ
の
目
的
が
あ
る
と

さ
れ
た
。
第
一
に
、
研
修
先
と
な
る
行
政
機
関
や
例
え
ば
刑
事
施
設
・
警
察
に
つ
い
て
の
知
見
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁

判
官
が
様
々
な
事
件
を
扱
う
際
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
知
識
を
得
る
た
め
と
い
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
異
な
る
組
織
の

精
神
的
風
土
や
文
化
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
現
実
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
第
二
の

点
は
、
言
わ
ば
「
視
野
を
広
げ
る
」
た
め
と
い
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
宗
教
的
に
も
文
化
的
に
も
非
常
に
多
様
な
国

民
（
あ
る
い
は
外
国
人
）
が
司
法
の
対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
研
修
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
二
年
半
に
及
ぶ
初
期
研
修
期
間
の
う
ち
五
週
間
の
外
部
研
修
で
は
、
例
え
ば
行
政
機
関
の
詳
細
な
し
く
み
や
法
的
問
題
点

を
理
解
す
る
た
め
に
は
充
分
な
期
間
と
は
言
い
難
く
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
目
的
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

②
公
的
部
門
で
の
実
務
研
修
と
継
続
研
修

初
期
研
修
を
終
え
裁
判
官
等
に
な
っ
た
後
に
も
、
司
法
官
に
対
し
て
は
継
続
研
修
が
実
施
さ
れ
る
。
継
続
研
修
は
司
法
官
の
知
識
等

を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
継
続
研
修
は
二
〇
〇
七
年
に
義
務
化
さ
れ
、
全
司
法
官
が
パ
リ
で

毎
年
継
続
研
修
を
受
講
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
義
務
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
裁
判
官
の
独
立
性
の
尊
重

を
考
慮
し
て
、
そ
の
義
務
違
反
に
は
少
な
く
と
も
現
時
点
で
は
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
決
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
出
席
者
は
全
司
法
官
の
七
〜

八
割
程
度
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
控
訴
院
や
地
方
の
検
察
庁
の
ト
ッ
プ
と
い
っ
た
上
級
の
司
法
官
に
欠
席
者
が
目
立
つ
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
分
散
型
継
続
研
修(

fo
rm

atio
n

co
n

tin
u

e
����

��
����

,
F

C
D
)

と
呼
ば
れ
る
継
続
研
修
も
あ
り
、
地
方
に
勤
務
す
る

司
法
官
が
、
パ
リ
へ
の
移
動
や
パ
リ
に
滞
在
す
る
手
間
を
省
く
た
め
、
地
方
で
継
続
研
修
を
受
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

資 料
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継
続
研
修
は
、
二
〇
一
一
年
度
の
継
続
研
修
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
八
つ
の
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
経
済

生
活(

v
ie

����
��

��	

)

や
国
際
法
や
刑
事
司
法
等
の
様
々
な
実
務
的
な
問
題
を
扱
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
実
務
研
修(

stag
e)

も
含
ま

れ
る
。
中
に
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
デ
タ
や
国
民
議
会
と
い
っ
た
公
的
部
門
で
の
実
務
研
修
を
含
む
「
司
法
の
行
政(

ad
m

in
istratio

n
d
e

la
ju

stice)
」
と
い
う
継
続
研
修
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
継
続
研
修
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
デ
タ
等
で
の
研
修
を
含
ん
で
は
い
る
が
、

司
法
官
が
公
的
部
門
で
活
動
す
る
こ
と
や
公
的
部
門
に
関
す
る
法
的
な
知
見
を
獲
得
す
る
こ
と
が
目
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
予
算

の
管
理
や
組
合
と
の
交
渉
、
中
央
官
庁
と
の
調
整
と
い
っ
た
組
織
運
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
司
法
行
政
に
関
す
る

研
修
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
司
法
官
は
例
え
ば
そ
の
裁
判
官
と
し
て
の
職
務
を
行
う
上
で
は
優
秀
で
あ
っ
て
も
組
織
を
管
理
す

る
場
合
に
は
異
な
る
能
力
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
た
め
の
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

③
そ
の
他

上
記
の
よ
う
な
制
度
化
さ
れ
た
研
修
に
と
ど
ま
ら
ず
重
要
な
法
改
正
に
関
わ
っ
て
、
こ
れ
ら
と
は
別
の
研
修
の
機
会
が
お
か
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
公
法
に
関
わ
る
最
近
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
二
〇
〇
八
年
に
憲
法
が
改
正
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
は
認
め
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
、
事
後
的
な
違
憲
判
断
審
査
制
度
が
一
定
程
度
導
入
さ
れ
た
。
通
常
、
優
先
的
憲
法
問
題

(
Q

u
e

stio
n

P
rio

ritaire
d
e

�
��

��	
���

����)

の
略
語
で
Ｑ
Ｐ
Ｃ
呼
ば
れ
る
。

(

�)

本
稿
で
は
、
Ｑ
Ｐ
Ｃ
の
制
度
の
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
Ｑ
Ｐ
Ｃ
に
お
い
て
、

憲
法
問
題
を
憲
法
院
に
付
託
す
る
た
め
に
は
、
下
級
審
の
裁
判
官
と
コ
ン
セ
イ
ユ
デ
タ
ま
た
は
破
毀
院
が
フ
ィ
ル
タ
ー
と
し
て
事
件
を

選
別
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
Ｑ
Ｐ
Ｃ
が
フ
ラ
ン
ス
で
は
新
し
い
制
度
で
あ
る
こ
と
や
、
あ
る
い
は
、
憲
法
は
必

ず
し
も
司
法
官
や
弁
護
士
等
の
通
常
の
法
曹
養
成
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
扱
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
も
影
響
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
が
（
Ｅ
Ｎ
Ｍ
入
所
以
前
に
は
学
習
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が)
、
Ｅ
Ｎ
Ｍ
で
は
弁
護
士
会
や
憲
法
院
と
と
も
に
、
Ｑ
Ｐ
Ｃ

に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
さ
ら
に
、
司
法
官
等
が
研
修
す
る
機
会
を
複
数
回
設
け
た
。
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｎ
Ｍ
で
は
、
Ｑ
Ｐ
Ｃ

公的部門における法律専門家
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に
つ
い
て
の
イ
ー･

ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る
研
修
や
研
修
用
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
作
成
・
配
布
も
行
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

五

お
わ
り
に

フ
ラ
ン
ス
の
状
況
は
、
筆
者
の
理
解
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
や
や
単
純
化
の
お
そ
れ
は
あ
る
も
の
の
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
公
的
部
門
で
の
法
的
な
専
門
家
は
、
通
常
の
公
務
員
試
験
を
突
破
し
て
き
た
法
務
部
門
の
公
務
員

で
あ
る
。
次
に
、
国
の
行
政
機
関
や
大
規
模
な
地
方
公
共
団
体
で
は
、
司
法
官
が
含
ま
れ
る
。
国
の
機
関
や
大
規
模
な
公
共
企
業
に
関

わ
る
場
合
に
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
デ
タ
の
構
成
員
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
小
規
模
な
市
町
村
等
で
あ
れ
ば
、
上
記
の

存
在
に
加
え
て
、
弁
護
士
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
研
究
に
お
い
て
は
、
行
政
実
務
へ
の
調
査
は
行
う
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
た
め
、
確
定
的
な
指
摘
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

法
曹
資
格
を
有
し
な
い
通
常
の
公
務
員
が
法
的
な
問
題
の
対
処
に
あ
た
る
の
が
原
則
で
あ
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
状
況
は
わ
が
国
と
類

似
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
弁
護
士
の
増
加
に
よ
り
、
地
方
行
政
の
よ

う
な
公
的
部
門
へ
の
弁
護
士
の
進
出
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
も
含
め
て
、
今
後
は
、
わ
が
国
と
の
よ
り
実
態
に
即
し

た
比
較
研
究
が
必
要
と
な
ろ
う
。

(

�)

フ
ラ
ン
ス
で
の
聞
き
取
り
調
査
は
二
〇
一
一
年
三
月
（
第
一
回
）
と
二
〇
一
二
年
三
月
（
第
二
回
）
の
二
回
行
い
、
本
稿
は
調
査
時
の

聞
き
取
り
に
応
じ
て
ま
と
め
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
は
、

そ
の
後
の
制
度
の
変
更
等
に
つ
い
て
は
充
分
に
フ
ォ
ロ
ー
が
で
き
て
い
な
い
。

(

�)

司
法
制
度
改
革
審
議
会
報
告
書
に
よ
る
。
以
下
、
参
照
。h

ttp
://w

w
w

.k
an

te
i.g

o
.jp

/jp
/sih

o
u

se
id

o
/re

p
o

rt/ik
e

n
sy

o
/ik

e
n
-3

.h
tm

l

(

�)

フ
ラ
ン
ス
の
司
法
制
度
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
正
『
フ
ラ
ン
ス
法
〔
第
４
版]』
（
三
省
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
一
七
九
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、

法
曹
に
つ
い
て
も
、
同
書
二
一
四
頁
以
下
参
照
。
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(

�)

フ
ラ
ン
ス
の
法
曹
養
成
制
度
の
紹
介
と
し
て
、
上
石
奈
緒
「
フ
ラ
ン
ス
の
法
曹
養
成
制
度
」
日
本
弁
護
士
連
合
会
法
曹
養
成
対
策
室
報

五
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
一
頁
以
下
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
弁
護
士
制
度
の
概
要
」
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
研
究
一
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
二
頁
以

下
が
、
詳
細
な
紹
介
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
横
山
美
香
「
フ
ラ
ン
ス
法
曹
養
成
度
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
書｣

（h
ttp

://w
w

w
.co

n
g

re
.

co
.jp

/law
sch

o
o

l-p
artn

e
rsh

ip
/2

0
0

7
su

isin
_

p
ro

g
/p

d
f/fre

n
ch

.p
d

f)

、
山
本
元

(

協
力
イ
ザ
ベ
ル
・
ジ
ロ
ド
ゥ)

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
曹

像･
法
曹
養
成
に
関
す
る
調
査
報
告
」
慶
應
法
学
一
二
号(

二
〇
一
〇
年)

二
八
七
頁
以
下
も
参
照
。

(

�)

Ｅ
Ｆ
Ｂ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ａ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｆ
Ｂ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
詳
し
い
。
以
下
、
参
照
。h

ttp
://w

w
w

.

e
fb

.fr/

(

�)
V

o
ir

C
.

B
ro

y
d

e
ll,

C
on

ten
tieu

x
a

d
m

in
istra

tif,
2

0
1

1
,

p
.

2
4

e
t

s.

そ
の
他
、
司
法
研
修
所
編
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
裁
判
制

度
の
研
究』

（
法
曹
会
、
一
九
九
八
年
）
六
五
頁
以
下
。

(

�)

行
政
裁
判
官
の
独
立
に
つ
い
て
、
上
野
妙
実
子
編
著
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
と
統
治
構
造』

（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
一
年
）
一
九
六

頁
〔
上
野
妙
実
子
担
当]

。

(

�)

行
政
裁
判
所
法
典(

C
o

d
e

d
e

ju
stice

ad
m

in
istrativ

e
,

C
JA
)

L
.

1
3

3

�6

に
よ
る
。

(

�)

Ｃ
Ｊ
Ａ
のL

.
2

3
3

�2

に
よ
る
。

(

	)

Ｃ
Ｊ
Ａ
のL

.
2

3
3

�3

以
下
参
照
。

(


)

パ
リ
第
一
大
学
や
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
第
一
大
学
で
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。

(

�)
M

aste
r

2
p

ro
fe

ssio
n

n
e

l

に
お
い
て
は
、
実
務
研
修
は
義
務
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(

�)

滝
沢･

前
掲
書
二
三
三
頁
。

(

)

シ
ア
ン
ス
ポ
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
教
育
関
係
の
責
任
者(

R
e

sp
o

n
sab

le
�
�������	


�)

に
対
応
い
た
だ
き
（
第
二
回
調
査)

、

ま
た
、
同
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
教
授
か
ら
も
調
査
に
協
力
い
た
だ
い
た
（
第
一
回
調
査)

。

(

�)

シ
ア
ン
ス
ポ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
教
育
課
程
と
実
務
研
修
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
サ
イ
ト
参
照
。h

ttp
://m

aste
r.

scie
n

ce
s-p

o
.fr/d

ro
it/co

n
te

n
t/e

n
se

ig
n

e
m

e
n

ts

(

�)

Ｅ
Ｆ
Ｂ
で
は
、
Ｅ
Ｆ
Ｂ
の
所
長(

D
ire

cte
u

r)

で
あ
る
弁
護
士
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
（
第
一
回
調
査)

。
ま
た
、
シ
ア
ン
ス
ポ
や
Ｅ

Ｆ
Ｂ
で
の
講
義
も
担
当
さ
れ
、
コ
ン
セ
イ
ユ
デ
タ
裁
判
官
の
経
験
も
あ
る
弁
護
士
教
員
に
は
第
一
回
調
査
と
第
二
回
調
査
い
ず
れ
も
お
会
い
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し
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。

(

�)

研
修
内
容
に
つ
い
て
は
、
弁
護
士
会
の
修
習
生
ガ
イ
ド(

G
u

id
e

d
e
�������

av
o

cat)

の
二
〇
一
一
―
二
〇
一
二
年
度
版
を
参
考
と
し

て
い
る
。

(
�)
Ｐ
Ｐ
Ｉ
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｆ
Ｂ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。h

ttp
://w

w
w

.e
fb

.fr/E
C

-d
e

ro
u

le
m

e
n

t-sco
larite

.p
h

p

(

�)
弁
護
士
の
実
感
と
し
て
は
、
行
政
訴
訟
の
半
分
程
度
が
入
管
事
件
と
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
シ
ャ
ル

ル･

ド
ゴ
ー
ル
国
際
空
港
の
あ
る
ロ
ワ
シ
ー
な
ど
で
の
事
件
が
多
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
感
想
は
実
務
家
の
感

覚
で
あ
っ
て
実
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
。V

o
ir

C
o

n
se

il
d
’E

tat,
R

a
p

p
ort

p
u

b
lic

2
0

1
2

,
p

3
4

e
t

s.

(

�)

今
回
の
調
査
で
は
こ
れ
ら
の
法
務
部
門
へ
の
聞
き
取
り
調
査
は
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
は
弁
護
士
ら
か
ら
の
聞
き

取
り
に
よ
る
指
摘
で
あ
る
。

(

�)

Ｃ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ｔ
は
、
地
方
公
務
員
に
対
す
る
研
修
等
を
提
供
す
る
組
織
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
各
地
方
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
浦
中
千
佳

央
京
都
産
業
大
学
准
教
授
の
ご
尽
力
に
よ
り
、
第
二
回
調
査
の
際
、
ミ
デ
ィ
ピ
レ
ネ
ー
地
区
の
Ｃ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ｔ
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

(

�)

本
稿
で
「
法
律
専
門
家
」
と
は
、
法
曹
有
資
格
者
で
は
な
く
、
法
学
部
や
法
学
の
マ
ス
タ
ー
コ
ー
ス
を
経
て
公
務
員
と
な
っ
た
者
の
こ

と
を
意
味
す
る
。

(

�)

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
行
政
組
織
上
の
問
題
と
し
て
、
組
織
内
部
で
の
事
業
部
門
と
法
務
部
門
と
の
関
係
と
い
っ
た
点
が
指
摘
さ
れ
た
。

(

	)

参
照
、
浦
中
千
佳
央
「
フ
ラ
ン
ス
公
的
部
門
に
お
け
る
職
員
採
用
と
法
律
分
野
で
の
そ
の
養
成
」
阪
大
法
学
六
三
巻
二
号
（
二
〇
一
三

年
）
六
七
九
頁
以
下
。

(


)
h

ttp
://w

w
w

.re
sp

-fr.o
rg

/in
d

e
x
.p

h
p

(

�)

Ｅ
Ｎ
Ｍ
で
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
継
続
研
修
等
を
担
当
す
る
Ｅ
Ｎ
Ｍ
副
所
長(

D
ire

cte
u

r
ad

jo
in

t)

に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
（
第
二

回
調
査)

。

(

�)

行
政
裁
判
官
に
つ
い
て
、
司
法
研
修
所
編
・
前
掲
書
七
八
頁
参
照
。

(

)

あ
る
い
は
派
遣(

m
ise

�
d

isp
o

sitio
n)

に
よ
る
こ
と
も
あ
る
。
派
遣
に
よ
る
場
合
と
出
向
に
よ
る
場
合
の
違
い
は
、
給
与
の
負
担
者
の

違
い
で
あ
り
、
派
遣
に
お
い
て
は
派
遣
元
が
給
与
を
支
払
い
、
出
向
に
お
い
て
は
出
向
先
が
給
与
を
負
担
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(

�)

参
照
、
浦
中･

前
掲
論
文
六
八
一
頁
。
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(

�)

Ｅ
Ｎ
Ｍ
で
の
研
修
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
修
習
生
向
け
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト(

P
R

O
G

R
A

M
M

E
�
�
�
�
�
�
�
�	



�
�
)

参
照(

h
ttp

://w
w

w
.e

n
m

.ju
stice

.fr/_
u

se
s/lib

/5
7

6
2

/P
ro

g
ram

m
e

_
p

e
d

ag
o

g
iq

u
e

_
2

0
1

1
.p

d
f)

。
初
期
研
修
の
経
過
は
同
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
の
三
六
頁
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
が
参
照
し
、
ま
た
、
Ｅ
Ｎ
Ｍ
で
の
調
査
に
お
い
て
入
手
し
た
各
種
の
研
修
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
類
は
い
ず
れ
も
二
〇
一
一
年
度
の
も
の
で
あ
る
。

(

�)
国
外
外
部
研
修
で
は
修
習
生
の
語
学
力
の
有
無
が
や
は
り
問
題
に
な
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
の
裁
判
所
へ
派
遣
す
る
こ

と
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(

�)

Ｑ
Ｐ
Ｃ
に
つ
い
て
は
多
数
の
文
献
が
見
ら
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
辻
村
み
よ
子
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
と
現
代
立
憲
主
義
の
挑
戦』

（
有

信
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
一
三
一
頁
以
下
、
今
関
源
成
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
へ
の
事
後
審
査
制
導
入

優
先
的
憲
法
問
題(

Q
u

e
stio

n

P
rio

ritaire
d
e

��

�����
����

�����)

」
早
稲
田
法
学
八
五
巻
三
号

(

二
〇
一
〇
年)

二
一
頁
以
下
参
照
。
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