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記
念
講
演
会
と

パ
ネ
リ
ス
ト
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
の
紹
介高　

　

田　
　

倫　
　

子

は　

じ　

め　

に

　

法
学
研
究
科
の
高
田
篤
教
授
は
、
二
〇
一
二
年
度
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
を
受
賞
し
た
。
日
独
学

術
交
流
の
促
進
を
目
的
と
し
て
一
九
七
九
年
に
創
設
さ
れ
た
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
は
、
学
問
上
優
れ
た
業
績
を
挙
げ
、
両
国
の
文
化
・
社
会

の
相
互
理
解
に
貢
献
し
た
日
本
人
研
究
者
を
対
象
と
し
て
、
毎
年
一
名
に
授
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
高
田
教
授
は
、
ド
イ
ツ
公
法
学

の
統
治
機
構
の
分
野
、
と
り
わ
け
民
主
制
論
に
関
し
て
顕
著
な
業
績
を
残
し
た
ほ
か
、
憲
法
学
研
究
の
方
法
論
の
整
序
に
も
取
り
組
み
、

ド
イ
ツ
の
議
論
も
参
照
し
な
が
ら
、
憲
法
理
論
（V

erfassungstheorie

）
を
、
実
定
憲
法
の
解
釈
に
か
か
る
憲
法
解
釈
学
の
メ
タ
レ

ベ
ル
に
位
置
づ
け
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
有
力
な
研
究
者
を
招
聘
し
て
学
会
・
研
究
会
・
講
演
会
を
開
催

す
る
な
ど
、
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
法
研
究
の
振
興
に
力
を
尽
く
し
、
さ
ら
に
は
、
ド
イ
ツ
法
を
専
攻
す
る
後
進
研
究
者
の
育
成
に
も

意
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
功
績
が
評
価
さ
れ
て
、
こ
の
度
の
受
賞
と
な
っ
た
。

　

二
〇
一
二
年
六
月
一
九
日
に
ベ
ル
リ
ン
の
大
統
領
官
邸
に
お
い
て
受
賞
式
が
行
わ
れ
、
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ガ
ウ
ク
連
邦
大
統
領
か
ら
高
田



記念講演会とパネリストによるコメントの紹介 

（阪大法学）63（6-175）　1879〔2014. 3 〕

教
授
に
同
賞
が
授
与
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
一
一
月
一
八
日
に
大
阪
大
学
中
之
島
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
大
阪
大
学
大
学
院

法
学
研
究
科
・
高
等
司
法
研
究
科
の
共
催
に
よ
り
、「
高
田
篤
教
授
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
受
賞
記
念
講
演
会
『
日
独
学
術
交
流
と
公
法
学
』」

が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
講
演
会
に
は
、
本
研
究
科
教
職
員
の
み
な
ら
ず
、
国
内
外
か
ら
の
著
名
な
来
賓
、
ド
イ
ツ
法
研
究

を
通
じ
て
受
賞
者
と
親
交
を
築
い
た
研
究
者
、
そ
の
薫
陶
を
受
け
た
学
生
・
院
生
・
卒
業
生
な
ど
、
総
勢
一
二
〇
余
名
が
祝
福
に
駆
け

つ
け
た
。

　

以
下
は
、
本
講
演
会
に
お
け
る
高
田
教
授
の
受
賞
記
念
講
演
に
対
し
て
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
下
さ
っ
た
四
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
、

す
な
わ
ち
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ブ
ム
ケ
（Christian Bum

ke

）
教
授
（
ド
イ
ツ
・
ブ
ツ
ェ
リ
ウ
ス
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
）、
崔
光
濬

（T
sche K

w
ang Jun

）
教
授
（
韓
国
・
慶
熙
大
学
校
）、
石
部
雅
亮
名
誉
教
授
（
大
阪
市
立
大
学
）、
そ
し
て
棟
居
快
行
教
授
（
大

阪
大
学
〔
当
時
〕）
の
コ
メ
ン
ト
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
ブ
ム
ケ
教
授
と
崔
教
授
の
講
演
は
ド
イ
ツ
語
で
な
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ

ら
を
日
本
語
に
翻
訳
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
、
ま
た
四
人
の
コ
メ
ン
ト
す
べ
て
に
つ
い
て
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
当
日
の
内
容
を

そ
の
ま
ま
収
録
す
る
の
で
は
な
く
要
約
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
、
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。
な
お
、
ブ
ム
ケ
教
授
は
、
当
日
の
原

稿
に
修
正
を
加
え
た
も
の
を
、O

saka U
niversity Law

 Review
 N

o.61

（2014

）
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
以
下
ご
紹
介
の
順
序
は
、

当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
同
様
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ブ
ム
ケ
教
授
の
コ
メ
ン
ト

　

ブ
ム
ケ
教
授
は
、
本
講
演
会
に
参
列
し
、
高
田
教
授
の
き
わ
め
て
知
的
な
示
唆
に
富
む
考
察
に
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
が
で
き
て
た
い

へ
ん
光
栄
で
あ
る
と
述
べ
た
後
、
次
の
二
点
を
取
り
上
げ
た
。

　

第
一
点
目
は
、
高
田
教
授
が
強
調
し
た
、
法
学
の
「
普
遍
化
（U

niversalisierung
）」
の
思
想
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ブ
ム
ケ
教
授
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は
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
国
家
の
学
術
文
化
は
、
異
な
る
経
験
と
認
識
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
間
の

交
流
は
、
普
遍
化
の
思
想
と
結
び
つ
き
得
る
が
、
そ
れ
は
規
範
的
な
正
し
さ
に
関
す
る
弱
い
基
準
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
公
法
上
の

秩
序
問
題
に
対
す
る
法
的
解
答
の
比
較
を
、
私
法
に
お
け
る
機
能
的
な
法
の
比
較
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
後
者
の
機
能
分
析
は
、
個
々
の
文
化
を
越
え
て
広
が
る
共
通
の
法
問
題
と
は
何
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
の
余
地

は
ど
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
比
較
や
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
普
遍
化
の
思
想
は
、

「
正
し
い
」
ま
た
は
「
適
切
な
」
法
的
解
答
を
探
り
当
て
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
主
的
憲
法
国
家
は
、

自
ら
の
秩
序
や
正
統
性
を
自
分
自
身
か
ら
獲
得
す
る
。
し
か
し
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
秩
序
は
、「
合
理
性
（Rationalität

）」
の
思
想

に
も
依
拠
し
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
モ
デ
ル
ま
た
は
ル
ー
ル
か
ら
容
易
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

ブ
ム
ケ
教
授
は
さ
ら
に
、
高
田
教
授
が
述
べ
た
公
法
に
お
け
る
普
遍
化
の
基
準
に
つ
い
て
敷
衍
し
、
そ
れ
を
個
々
の
憲
法
規
定
の
理

解
に
用
い
ら
れ
る
伝
統
的
な
作
業
方
法
を
越
え
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
例
え
ば
、「
法
律
の
留
保
」
と
い
う
憲
法
要
請
の
背
後
に
は
、

議
会
と
政
府
の
関
係
と
い
う
問
題
が
控
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
律
の
留
保
原
則
は
、
一
九
世
紀
の
立
憲
君
主
制
に
お
い
て
も
、
二

〇
世
紀
の
立
憲
民
主
制
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
秩
序
の
内
で
き
わ
め
て
異
な
っ
て

い
る
。
普
遍
化
の
思
想
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
正
し
い
規
範
的
解
答
の
余
地
を
、
民
主
的
憲
法
国
家
の
系
列
に
限
定
せ
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
法
の
秩
序
要
求
は
、
非
民
主
的
秩
序
を
も
包
含
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
政
治
秩
序
に
と
っ
て
決
定
的
に
重

要
な
基
点
は
、
民
主
的
憲
法
国
家
の
理
念
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
議
会
制
民
主
主
義
に
お
い
て
、
憲
法
秩
序
の
中
心
に
あ
る
の
は
議
会

で
あ
り
、
外
交
が
政
府
の
い
わ
ば
「
当
然
の
」
家
産
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
し
て
も
、
海
外
派
兵
は
議
会
の
同
意
の
下
で
の
み
許

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
要
請
が
、
普
遍
的
に
観
察
可
能
な
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
憲
法
に
議
会
留
保
の
明
文
規
定
を
含
ま
な
い
ド

イ
ツ
と
日
本
の
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
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第
二
点
目
に
ブ
ム
ケ
教
授
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
国
家
を
越
え
る
学
術
対
話
に
と
っ
て
の
「
人
（Persönlichkeit

）」
の
重
要
性
で

あ
る
。
月
並
み
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
実
り
多
い
学
術
交
流
に
と
っ
て
き
わ
め
て
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
高
田
教

授
は
、
こ
の
課
題
へ
の
対
処
に
お
い
て
理
想
的
な
先
駆
者
・
模
範
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
の
授
与
に
よ
っ
て
見
事
に

際
立
た
せ
ら
れ
た
。
高
田
教
授
は
、
学
界
を
牽
引
す
る
国
法
学
者
・
行
政
法
学
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
全
ド
イ
ツ
に
築

き
上
げ
、
ま
た
自
身
の
院
生
に
、
ド
イ
ツ
の
学
者
と
対
話
し
た
り
、
ド
イ
ツ
に
長
期
滞
在
し
た
り
す
る
機
会
を
提
供
し
た
。
開
放
的
な

好
感
の
持
て
る
や
り
方
で
、
そ
の
気
質
か
ら
す
れ
ば
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
慎
重
な
態
度
を
と
る
学
者
に
も
、
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
強

い
興
味
を
抱
か
せ
た
。

　

ブ
ム
ケ
教
授
は
、
高
田
教
授
と
の
出
会
い
か
ら
、
学
術
活
動
と
そ
の
上
に
築
か
れ
る
交
流
に
関
し
て
、
次
の
三
つ
の
理
想
を
学
ん
だ

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
精
神
を
開
放
す
る
こ
と
（O

ffenheit

）、
関
心
を
抱
く
こ
と
（A

ufm
erksam

keit

）、
そ
し
て
謙
虚
で
あ
る
こ

と
（Bescheidenheit

）
で
あ
る
。
第
一
に
、
法
学
の
交
流
は
、
先
入
観
の
な
い
開
放
的
な
精
神
に
よ
っ
て
の
み
成
功
す
る
。
他
者
へ

の
理
解
は
、
自
己
を
理
解
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
元
性
は
、
普
遍
性
の
思
想
の
前
提
で
も
あ
る
。
第
二
に
、
他
国
の

法
学
の
文
化
に
関
心
を
持
っ
て
接
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
者
か
ら
学
び
、
区
別
と
認
識
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
具
体
例
を
挙
げ

る
と
、
ド
イ
ツ
国
法
学
は
、
憲
法
理
論
（V

erfassungstheorie

）
と
憲
法
解
釈
学
（V

erfassungsdogm
atik

）
と
の
区
別
を
、
日

本
の
憲
法
学
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
国
法
学
は
、
こ
の
相
違
を
見
落
と
し
が
ち
で
あ
り
、
実
務
に
役
立
つ
解
答
を
述
べ
る

だ
け
で
学
問
に
従
事
し
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
第
三
に
、
ド
イ
ツ
法
学
と
日
本
法
学
と
の
交
流
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
の
継
受

は
も
は
や
問
題
で
は
な
く
、
学
ぶ
者
と
教
え
る
者
は
両
国
の
側
に
同
様
に
存
在
す
る
。
大
切
な
の
は
、
両
国
が
、
民
主
的
憲
法
国
家
の

理
念
を
中
心
と
す
る
共
通
項
を
浸
透
さ
せ
、
展
開
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
本
的
な
ル
ー
ル
を
普
遍
化
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題

に
対
処
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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崔
光
濬
教
授
の
コ
メ
ン
ト

　

崔
教
授
は
、
高
田
教
授
の
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
受
賞
に
つ
い
て
、
本
学
の
す
べ
て
の
構
成
員
に
心
か
ら
祝
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
こ
の

功
績
が
、
そ
の
他
多
く
の
人
々
に
も
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
こ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
高

田
教
授
の
ご
尊
父
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
田
敏
教
授
は
、
日
本
の
公
法
学
と
日
独
学
術
交
流
の
発
展
に
人
生
を
捧
げ
、
大
阪
大
学
で

数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
学
生
を
育
て
て
き
た
。
続
い
て
言
及
さ
れ
た
の
は
、
高
田
教
授
よ
り
以
前
に
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
を
受
賞
し
た

三
三
名
の
日
本
人
研
究
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
九
年
に
初
の
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
を
受
賞
し
た
偉
大
な
生
化
学
者
、
沼
教
授
に
始

ま
る
彼
ら
先
人
達
が
、
日
独
学
術
交
流
に
尽
力
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
今
日
と
い
う
日
は
こ
れ
ほ
ど
喜
び
に
満
ち
て
い
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。

　

ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
を
受
賞
し
た
研
究
者
は
み
な
、
日
本
の
み
な
ら
ず
海
外
に
お
い
て
も
高
く
評
価
さ
れ
、
尊
敬
さ
れ
て
い
る
。
高
田
教

授
は
、
本
人
曰
く
気
ま
ず
い
（peinlich

）
状
況
に
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
立
派
な
研
究
者
達
と
同
じ
リ
ス
ト
に
自
分
が
名
を
連
ね
る
の

を
ま
っ
た
く
不
相
応
に
思
っ
て
い
る
と
、
何
度
も
語
っ
て
い
た
。
そ
の
度
に
、
崔
教
授
は
、「
ま
あ
ね
…
…
そ
う
か
も
ね
」
と
答
え
る

だ
け
で
、
そ
れ
以
上
何
も
言
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
本
講
演
会
で
は
終
に
沈
黙
を
破
る
こ
と
を
決
意
し
、
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
を
受
賞

す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
比
較
の
文
脈
拘
束
性
の
観
点
か
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

高
田
教
授
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
比
較
法
学
の
文
脈
拘
束
性
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
今
日
、
多
く
の
比
較
法
研
究
者
が
、
外
国
法

を
単
な
る
情
報
や
自
ら
の
論
拠
の
支
え
と
し
て
用
い
、
そ
の
際
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
あ
る
外
国
法
の
文
脈
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
過

ち
を
犯
し
て
い
る
。

　

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ジ
ー
ボ
ル
ト
は
、
医
者
、
植
物
学
者
、
地
図
製
作
者
、
そ
し
て
民
族
学
者
で
あ
っ
た
。
ご
存
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知
の
通
り
、
彼
は
日
本
の
研
究
者
で
あ
り
専
門
家
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
韓
国
の
研
究
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

ジ
ー
ボ
ル
ト
は
、
一
九
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
初
め
て
、
韓
国
の
民
族
、
文
化
、
そ
し
て
言
語
を
徹
底
的
に
調
査
し
、
そ
れ
ら

を
西
洋
世
界
に
紹
介
し
た
。
た
し
か
に
、
彼
は
一
度
も
韓
国
に
行
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
韓
国
の
研
究
を
行
う
た
め
に
、
当
時
長

崎
に
滞
在
し
て
い
た
韓
国
人
に
接
触
し
て
い
た
。
会
合
の
際
に
は
い
つ
も
、
画
家
が
彼
に
同
行
し
、
人
々
を
描
い
た
り
韓
国
語
を
書
い

た
り
し
て
い
た
。

　

ジ
ー
ボ
ル
ト
の
一
生
を
眺
め
る
と
、
彼
は
単
な
る
情
報
収
集
家
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト

と
同
じ
く
、
異
文
化
に
遭
遇
し
た
と
き
に
、
人
や
文
化
を
文
脈
と
と
も
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
両
研
究
者
が
取
り
組
ん
だ

こ
と
こ
そ
が
、
文
脈
拘
束
的
な
研
究
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
、
高
田
教
授
は
法
学
の
分
野
に
お
い
て
企
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
崔
教
授
は
、
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
を
未
来
に
対
す
る
賞
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
つ
ま
り
、
高
田
教
授
は
、
文
脈
拘
束
的
な
比

較
法
学
を
、
今
後
も
推
進
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
、
韓
国
や
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
も
、
そ
こ
に
含
ま

れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
高
田
教
授
の
素
晴
ら
し
い
研
究
成
果
を
、
近
い
う
ち
に
韓
国
で
も
享
受
し
得
る
と
楽
観
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
フ
ン
ボ
ル
ト
奨
学
生
と
し
て
、
ま
た
彼
の
友
人
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
法
学
者
と
し
て
も
、
高
田
教
授
の

偉
大
な
計
画
を
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
、
ま
た
同
時
に
、
そ
う
す
る
こ
と
を
光
栄
に
も
思
っ
て
い
る
。

石
部
雅
亮
教
授
の
コ
メ
ン
ト

　

石
部
教
授
は
ま
ず
、
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
政
府
の
支
援
す
る
学
術
賞
は
多

数
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
は
格
別
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
本
賞
の
選
考
に
お
い
て
は
、
研
究
業
績
の
み
な
ら
ず
、
日

独
学
術
交
流
に
対
す
る
貢
献
も
評
価
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
は
、
例
え
ば
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
の
主
催
す
る
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フ
ン
ボ
ル
ト
研
究
賞
と
は
異
な
り
、
ベ
ル
リ
ン
の
ベ
ル
ビ
ュ
ー
宮
殿
に
お
い
て
大
統
領
か
ら
直
接
授
与
さ
れ
、
ま
た
受
賞
式
典
後
の
レ

セ
プ
シ
ョ
ン
に
は
、
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
の
関
係
者
や
日
独
文
化
外
交
に
関
わ
る
要
人
も
参
列
す
る
。
石
部
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
賞
の

意
義
に
鑑
み
て
、
高
田
教
授
の
受
賞
に
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
北
川
善
太
郎
教
授
以
来
と
な
る
関
西
の
法
学
研
究
者
に
よ

る
久
々
の
受
賞
に
喜
び
を
示
し
た
。

　

石
部
教
授
の
コ
メ
ン
ト
も
ま
た
、
こ
の
点
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
石
部
教
授
は
、
高
田
教
授
の
講
演
「
公
法
学
に
お

け
る
日
独
学
術
交
流
の
意
義
」
に
関
し
て
、
基
礎
法
学
の
立
場
か
ら
、
公
法
学
だ
け
で
は
な
い
法
学
全
体
の
日
独
交
流
の
歴
史
的
展
開

と
そ
の
将
来
の
展
望
を
語
っ
た
。

　

法
学
分
野
に
お
け
る
日
独
学
術
交
流
は
、
明
治
時
代
に
始
ま
っ
て
以
来
、
二
度
の
大
戦
に
よ
る
中
断
を
除
き
、
現
在
ま
で
絶
え
る
こ

と
な
く
続
い
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
日
本
学
研
究
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
八
六
八
年
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
に
ド
イ
ツ
の
大
学
で
学
ん

だ
法
学
分
野
の
日
本
人
留
学
生
の
数
は
、
約
二
五
〇
名
に
の
ぼ
る
と
い
う
。
現
在
ま
で
の
総
数
は
、
調
査
さ
れ
て
い
な
い
が
、
何
千
名

に
な
る
か
分
か
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
明
治
時
代
に
お
い
て
、
法
学
分
野
の
「
文
明
開
化
」
は
、
西
洋
法
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
の
継
受
に
よ
る
法
典
編
纂
と

法
学
の
成
立
と
し
て
現
れ
た
。
こ
の
時
代
の
日
独
学
術
交
流
は
、
法
典
の
準
備
か
ら
完
成
ま
で
の
第
一
期
と
、
学
問
と
し
て
の
法
学
が

形
成
さ
れ
た
第
二
期
と
に
区
分
さ
れ
る
。
第
一
期
に
お
い
て
、
法
典
編
纂
者
は
、
ド
イ
ツ
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
も
と
よ
り
、
諸
外
国
の

法
を
広
く
参
照
し
た
。
た
し
か
に
、
憲
法
典
を
始
め
と
す
る
公
法
は
、
明
治
政
府
の
プ
ロ
イ
セ
ン
型
立
憲
君
主
制
へ
の
シ
フ
ト
に
よ
り
、

ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
色
濃
く
反
映
し
た
。
し
か
し
、
日
本
民
法
典
が
「
比
較
法
の
成
果
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
法
は
、

そ
の
出
発
点
か
ら
し
て
雑
種
法
（M

ischrecht, m
ixed law

）
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
雑
種
法
は
、
法
の
歴
史
に
お
い
て
決
し
て

特
異
な
も
の
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
法
で
す
ら
、
ロ
ー
マ
法
、
カ
ノ
ン
法
、
そ
し
て
固
有
法
の
混
合
で
あ
る
。
比
較
法
学
に
お
い
て
雑
種
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法
の
問
題
が
改
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
現
在
、
日
本
法
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
期
の
特

徴
は
、
北
川
教
授
が
述
べ
た
通
り
、「
学
説
継
受
」
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
、
ド
イ
ツ
法
学
は
日
本
法
学
に
圧
倒
的
な
影
響
を
与
え
た
。

そ
れ
は
、
北
川
教
授
の
具
体
的
論
証
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
民
法
典
の
法
文
が
ド
イ
ツ
の
法
理
論
に
合
致
す
る
よ
う
改

鋳
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
法
を
万
能
と
す
る
考
え
方
へ
の
反
省
期
が
到
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済

変
動
に
伴
う
社
会
対
立
や
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
背
景
と
し
て
、
法
学
に
お
い
て
も
新
た
な
価
値
理
念
の
模
索
が
始
ま
っ
た
。
こ
こ

で
は
、
英
米
法
に
目
が
向
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
法
に
対
す
る
眼
差
し
も
変
化
し
た
。
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
や
マ
ル
キ
シ
ズ
ム

の
導
入
は
、
当
時
の
社
会
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
苦
闘
の
証
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
我
が
国
の
い
わ
ゆ
る
「
市
民
法
学
」
は
、
自

由
よ
り
も
平
等
に
、
自
由
権
よ
り
も
生
存
権
に
重
点
を
置
い
た
。
さ
ら
に
、
英
米
法
や
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
法
社
会
学
の
影
響
を
受
け
て

判
例
研
究
が
始
ま
り
、「
生
け
る
法
」
の
探
求
が
説
か
れ
た
。
こ
の
時
期
の
法
学
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
法
学
に
も
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
戦
後
法
学
は
こ
の
時
期
に
立
ち
戻
り
、
こ
こ
か
ら
法
学
を
再
建
し
た
の
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
法
学
と
の
交
流
が
本
格
的
に
再
開
し
た
の
は
、
一
九
六
〇
・
七
〇
年
代
で
あ
っ
た
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ド
イ
ツ
学

術
交
流
会
お
よ
び
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
の
留
学
制
度
が
こ
れ
に
大
い
に
貢
献
し
た
こ
と
で
あ
る
。
若
い
法
学
研
究
者
が
、
こ
れ
ら
奨
学
金

の
恩
恵
を
受
け
て
ド
イ
ツ
に
留
学
で
き
た
こ
と
の
意
義
は
、
計
り
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
現
地
で
ド
イ
ツ
法
学
を
学
ん
だ
結
果
と
し

て
、
ド
イ
ツ
法
学
と
日
本
法
学
と
を
直
結
さ
せ
て
同
視
す
る
従
来
の
傾
向
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
法
お
よ
び
そ
の
法
学
の
特
色
を
、
歴
史

的
諸
条
件
の
下
で
内
在
的
に
把
握
し
た
り
、
精
密
な
比
較
法
的
方
法
を
通
じ
て
、
日
独
両
法
の
独
自
の
発
展
と
構
造
を
明
ら
か
に
す
る

傾
向
が
出
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
、
日
本
法
学
は
ド
イ
ツ
法
学
か
ら
の
自
立
を
意
識
的
に
追
求
し
、
ド
イ
ツ
法

を
批
判
的
に
考
察
す
る
と
同
時
に
、
日
本
法
の
独
自
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
日
独
の
法
学
者
間
の
学
問
的
対
話
も
進
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展
し
、
日
独
法
学
会
、
ド
イ
ツ
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
大
学
間
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
通
じ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
、
対
話
の
機
会
も
増
大

し
た
。
来
日
す
る
ド
イ
ツ
の
学
者
の
日
本
法
に
対
す
る
理
解
も
一
段
と
深
ま
り
、
日
本
法
を
専
攻
す
る
ド
イ
ツ
の
研
究
者
も
育
っ
て
き

た
。
さ
ら
に
、
日
本
の
研
究
者
が
ド
イ
ツ
語
で
著
書
・
論
文
を
執
筆
し
、
日
本
法
の
歴
史
や
現
状
を
ド
イ
ツ
に
向
け
て
発
信
す
る
よ
う

に
も
な
っ
た
。

　

石
部
教
授
は
、
以
上
の
歴
史
的
展
開
を
ふ
ま
え
て
、
日
独
学
術
交
流
の
将
来
の
あ
り
方
を
次
の
よ
う
に
展
望
す
る
。
ま
ず
、
日
本
法

の
外
国
法
か
ら
の
自
立
は
、
孤
立
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
し
た
現
在
に
お
い
て
、
自
国
の
法
に
閉
じ
こ

も
る
こ
と
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
。
英
米
法
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
、
イ
ス
ラ
ム
法
、
東
ア
ジ
ア
法
な
ど
の
、
世
界
の
諸
法
に
見
ら
れ

る
共
通
の
法
と
固
有
の
法
に
目
を
配
り
、
そ
の
中
で
日
本
法
の
独
自
の
立
場
を
明
確
に
示
す
必
要
が
あ
る
。
最
近
の
比
較
法
学
に
お
い

て
は
、
ア
メ
リ
カ
法
一
辺
倒
の
傾
向
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
に
染
ま
ら
な
い
よ
う
用
心
す
べ
き
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
法
は
、
そ
の
独
自
性
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
一
九
世
紀
以
来
ド
イ
ツ
法
学
が
造
り
上
げ
、
錬
磨
し
て
き
た
法
の
理
念
、
原
理
、
概
念
、

体
系
、
言
語
な
ど
の
法
学
的
装
置
に
よ
っ
て
、
世
界
の
法
文
化
圏
の
中
で
な
お
主
要
な
地
位
を
占
め
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
、
ド
イ

ツ
法
の
こ
の
よ
う
な
特
色
は
軽
視
さ
れ
、
個
別
の
法
適
用
の
研
究
や
ケ
ー
ス
研
究
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
む
ろ
ん
否

定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
推
進
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
法
の
断
片
化
・
個
別
化
を
、
将
来
的
に
は
放
置

で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
務
家
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
法
学
を
学
び
か
つ
教
え
る
者
に
と
っ
て
、
歴
史
研
究
と
比
較
研
究
、
そ
れ

ら
を
通
じ
た
理
論
化
と
体
系
化
は
、
そ
の
本
来
の
領
分
で
あ
る
。
憲
法
や
民
法
の
改
正
が
議
論
さ
れ
る
今
日
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な

ド
イ
ツ
法
学
の
経
験
と
業
績
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

我
が
国
の
ド
イ
ツ
と
の
交
流
も
世
代
交
代
期
に
入
り
、
若
い
清
心
な
力
が
大
き
な
支
え
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
大
学
の
環
境
が

変
化
す
る
な
ど
、
新
た
な
課
題
に
も
直
面
し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
不
屈
の
精
神
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
独
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の
学
術
交
流
が
ま
す
ま
す
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
祈
念
す
る
。

棟
居
快
行
教
授
の
コ
メ
ン
ト

　

棟
居
教
授
は
ま
ず
、
高
田
教
授
を
ド
イ
ツ
立
憲
主
義
の
最
良
の
理
解
者
で
あ
り
、
同
時
に
日
本
の
政
治
シ
ス
テ
ム
へ
の
建
設
的
な
批

判
者
で
あ
る
と
評
価
し
、
高
田
教
授
へ
の
ジ
ー
ボ
ル
ト
賞
の
授
与
に
よ
っ
て
、
日
独
の
相
互
理
解
が
今
後
さ
ら
に
深
ま
る
こ
と
は
疑
い

な
い
と
し
た
。
続
く
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
点
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
第
一
に
、
日
独
の
相
互
理
解
の
必
要
性
一
般
に
つ
い

て
、
第
二
に
、
そ
れ
に
対
す
る
高
田
教
授
の
具
体
的
な
貢
献
に
つ
い
て
述
べ
た
。

　

第
一
に
、
日
本
と
ド
イ
ツ
は
良
き
理
解
者
を
必
要
と
し
て
い
る
。
日
本
と
ド
イ
ツ
は
、
と
も
に
遅
れ
て
近
代
化
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、

世
界
の
最
先
端
に
短
期
間
で
追
い
つ
く
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
際
、
両
国
は
、
古
い
も
の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
伝
統
を
巧
み

に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
自
分
自
身
を
探
し
、
そ
の
優
れ
た
点
を
発
展
の
原
動
力
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
化
を

成
し
遂
げ
た
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
自
己
省
察
で
あ
り
、
日
本
に
と
っ
て
均
質
性
と
改
良
の
精
神
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
へ
の
あ
こ
が
れ
、
つ
ま
り
自
分
の
本
来
の
姿
に
戻
ろ
う
と
す
る
傾
向
は
、
近
代
化
と
、
そ
の
さ
ら

な
る
発
展
の
た
め
の
武
器
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
分
ら
し
く
振
舞
う
こ
と
は
、
異
な
る
存
在
を
認
め
な
い
こ
と
に
つ
な
が
る
危
険
性

を
常
に
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
両
国
が
近
隣
諸
国
に
と
っ
て
良
い
友
人
で
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
保
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
共
通
の
潜
在
的
特
徴
を
持
つ
日
本
と
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
、
相
互
に
有
益
な
処
方
箋
と
な
る
の
は
、「
独
自
で
あ
る
こ
と

に
お
い
て
よ
く
似
て
い
る
」
両
国
が
、
互
い
に
よ
り
よ
く
知
り
合
う
こ
と
で
あ
る
。
両
国
の
国
民
は
、
自
分
の
や
り
方
が
最
も
優
れ
て

い
る
と
信
じ
て
い
る
が
、
異
な
る
視
点
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
異
な
る
元
素
同
士
の
化
学
反
応
に
よ
っ
て
、
両
国
は
、
い
ま
だ
引
き
出

さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
近
く
に
い
る
他
人
と
、
よ
り
上
手
に
つ
き
あ
う
方
法
を
学
ぶ
で
あ
ろ
う
。



講　　　演

（阪大法学）63（6-184）　1888〔2014. 3 〕

　

さ
ら
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
Ｉ
Ｔ
化
が
進
ん
だ
現
代
に
あ
っ
て
、
自
国
の
「
古
き
良
き
も
の
」
を
武
器
と
す
る
発
展
は
、
も
は
や
限

界
に
達
し
て
い
る
。
二
一
世
紀
に
ど
の
よ
う
な
国
家
像
を
作
り
上
げ
る
か
と
い
う
課
題
を
前
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
自
分
自
身
の

「
古
き
良
き
も
の
」
に
戻
る
べ
き
だ
と
は
、
誰
も
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、
す
べ
て
を
忘
れ
て
ア
メ
リ
カ
や
中
国
を
目
指
そ
う

と
す
る
こ
と
が
、
誤
っ
た
不
可
能
な
目
標
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
現
代
に
お
い
て
、
自

国
の
製
造
業
の
優
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
他
の
国
々
に
輸
出
し
続
け
、
革
新
的
で
品
質
の
良
い
製
品
が
世
界
に
広
ま
る
よ
う
努
力
す
べ
き
で

あ
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｔ
化
し
た
現
代
に
お
い
て
、
も
の
づ
く
り
の
伝
統
的
な
精
神
、
す
な
わ
ち
人
間
の
感
性
が
最
も
優
れ
た
測
定
器
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
を
、
唱
え
続
け
る
べ
き
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
棟
居
教
授
は
、
上
記
の
よ
う
に
日
本
と
ド
イ
ツ
が
と
も
に
時
代
の
岐
路
に
立
つ
中
で
、
高
田
教
授
が
両
国
の
架
け
橋
と
な

っ
て
き
た
こ
と
に
言
及
し
、
そ
の
研
究
業
績
を
取
り
上
げ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
業
績
の
中
で
、
棟
居
教
授
が
特
に
強
調
し
た
の
は
、
法
治

国
家
の
研
究
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
真
の
先
駆
者
は
、
高
田
敏
教
授
で
あ
る
。
彼
ら
父
子
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
お
二
人
を
区
別
す
る

た
め
に
用
い
る
呼
び
方
に
よ
れ
ば
、「
大
高
田
（Großtakada

）」
と
「
高
田
ジ
ュ
ニ
ア
」
は
、
研
究
共
同
体
で
も
あ
る
。
彼
ら
は
、

実
質
的
法
治
国
家
と
い
う
概
念
を
、
そ
れ
が
戦
後
ド
イ
ツ
で
唱
え
ら
れ
た
文
脈
と
と
も
に
、
す
な
わ
ち
形
式
的
法
治
国
家
が
全
体
主
義

に
対
し
て
無
力
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
と
と
も
に
、
日
本
に
導
入
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
同
時
に
、
日
本
で
は
法
治
国
家
概
念
が
、

ド
イ
ツ
に
は
な
い
特
有
の
課
題
を
今
日
な
お
背
負
っ
て
い
る
こ
と
を
、
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
課
題
と
は
、
日
本
で
は
、
形
式
的

法
治
国
家
の
思
想
で
す
ら
、
共
同
体
的
な
伝
統
の
下
で
し
ば
し
ば
軽
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
い
て
実
質
的
法
治
国
家
の
思
想
を
主
張
す
る
と
き
、
そ
れ
が
実
定
法
に
よ
る
規
律
と
い
う
当
然
の
要
請
を
緩
和
す
る
た
め

に
利
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
法
に
正
義
を
植
え
付
け
る
と
き
、
実
定
法
に
対
し
て
、
伝
統
的
な
、
あ
る
い
は
恣
意
的
な
公
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序
良
俗
の
観
念
を
優
位
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
法
治
国
家
を
唱
え
る
と

い
う
営
み
は
、
ま
る
で
ブ
ド
ウ
の
枝
を
地
面
に
植
え
る
と
同
時
に
、
ブ
ド
ウ
を
収
穫
し
ワ
イ
ン
を
醸
造
す
る
か
の
よ
う
な
、
切
羽
詰
ま

っ
た
、
ほ
と
ん
ど
自
己
矛
盾
に
近
い
困
難
な
作
業
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
明
治
期
に
ド
イ
ツ
の
偉
大
な
法
の
精
神
を
受
容
し
た
と
き
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
国
の
政
治
を
現
代
に
適

合
さ
せ
て
ゆ
く
上
で
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
は
、
た
と
え
痛
み
を
伴
う
と
し
て
も
、
避
け
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
高
田
教
授
に
よ
る

法
治
国
家
の
研
究
が
、
今
回
の
受
賞
を
通
じ
て
、
研
究
者
の
間
の
共
有
財
産
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
日
本
社
会
に
浸
透
し
て
ゆ
く
こ
と

を
願
っ
て
い
る
。


