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、
学
生
処
分
に
お
け
る
諸
問
題
点

　
大
学
の
八
割
強
、
短
期
大
学
の
九
割
強
が
私
立
で
あ
る
わ
が
国
で
は
、

国
民
教
育
に
お
い
て
私
立
大
学
（
以
下
大
学
、
短
期
大
学
を
あ
わ
せ
て
単
に
大
学
と
い
う
）
の
果
す
役
割
は
大

き
い
。
各
大
学
は
独
自
の
建
学
の
精
神
の
下
に
創
立
さ
れ
、
一
定
の
教
育

方
針
に
基
づ
い
て
学
生
の
教
育
に
あ
た
っ
て
い
る
。
大
学
の
存
在
価
値
は
、

ま
さ
に
建
学
の
精
神
と
い
う
伝
統
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
な
か

で
も
仏
教
・
キ
ザ
ス
ト
教
等
を
基
調
と
し
た
大
学
は
そ
の
象
徴
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
大
学
は
、
建
学
の
精
神
を
具
体
化
し

た
学
則
・
学
内
慣
習
等
に
反
す
る
学
生
の
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ

の
態
様
と
軽
重
に
応
じ
て
種
々
の
懲
戒
を
行
う
こ
と
に
よ
り
建
学
の
精
神

を
維
持
し
、
教
育
方
針
の
貫
徹
を
計
っ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

　
し
か
し
一
口
に
懲
戒
と
い
っ
て
も
、
そ
の
性
質
は
必
ず
し
も
一
義
的
に

定
ま
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
教
育
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
懲
戒
を
行

学
生
処
分
と
法
治
主
義

う
こ
と
に
よ
り
被
処
分
者
に
自
覚
を
う
な
が
し
、
反
省
を
求
め
、
そ
の
人

格
形
成
に
役
立
て
る
こ
と
が
本
来
の
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、

学
校
を
営
造
物
と
み
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
営
造
物
の
管
理
運
営
に
信
規

律
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
懲
戒
の
目
的
を
内
部
規
律
の
維
持
に
設

定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
懲
戒
の
極
限
で
あ
る
退
学
処
分

の
場
合
に
は
懲
戒
者
自
身
、
被
処
分
者
に
対
す
る
教
育
の
見
込
を
断
念
す

る
こ
と
に
よ
り
内
部
規
律
の
維
持
を
計
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な

い
。
と
す
れ
ば
純
粋
に
教
育
的
観
点
か
ら
の
懲
戒
を
「
教
育
的
処
分
」
と

呼
び
、
学
校
管
理
的
観
点
か
ら
の
懲
戒
を
「
管
理
的
処
分
」
と
称
す
る
こ

と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
し
か
し
こ
う
い
い
切
る
こ
と
に
は
多
少
問
題
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
V

あ
る
）
。
学
校
の
懲
戒
に
は
こ
の
両
者
が
包
含
さ
れ
、
あ
る
場
合
に
は
そ
の

う
ち
の
い
つ
れ
か
が
、
ま
た
あ
る
場
合
に
は
そ
の
両
者
が
含
ま
れ
る
も
の

と
解
さ
れ
る
。

　
か
つ
て
学
生
処
分
が
紛
争
の
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
の
重
要
な
争
点
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七

2ss



学
生
処
分
と
法
治
主
義

五
八

な
っ
た
東
大
紛
争
で
は
「
学
生
と
し
て
の
本
分
に
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た

と
き
」
　
（
東
京
大
学
学
部
通
則
第
二
五
条
）
と
い
う
よ
う
な
一
般
条
項
を
根
拠
に
学
生
を
懲
戒
処

分
す
る
こ
と
は
、
教
授
会
に
よ
る
恣
意
的
処
分
を
可
能
に
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
、
ま
た
法
治
主
義
に
も
反
す
る
も
の
と
し
て
非
難
の
的
と
な
っ
た
。

更
に
「
教
育
的
処
分
」
観
が
攻
撃
さ
れ
、
そ
の
結
果
大
学
と
学
生
と
の
聞

で
、
以
後
従
来
学
生
の
自
治
活
動
へ
の
規
制
手
段
と
し
て
の
役
割
を
果
し

て
き
た
「
教
育
的
処
分
」
と
い
う
見
地
を
と
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
）

書
の
形
で
約
束
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
従
来
は
当
然
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

て
い
た
「
教
育
的
処
分
」
に
お
い
て
さ
え
、
現
行
実
定
法
令
並
び
に
そ
れ
に

基
づ
く
学
則
の
一
般
条
項
と
の
関
係
に
お
い
て
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
学
生
の
在
学
関
係
は
大
学
に
と
っ
て
単
な
る
営
造
物
の
利
用
者
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
V

は
な
く
、
大
学
協
同
体
の
重
要
な
構
成
員
で
あ
る
と
す
る
見
地
か
ら
は
、

学
生
に
対
し
て
高
度
の
信
頼
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
結
果
学
内
外
を
問
わ
ず

特
別
の
自
己
規
律
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
か

か
る
見
地
に
立
て
ば
、
国
法
秩
序
と
学
則
が
衝
突
し
、
あ
る
い
は
衝
突
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
も
予
測
さ
れ
る
。
特
に
独
自
の
教
育
方
針
に
基
づ

き
特
色
あ
る
学
則
を
定
め
て
い
る
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
の
発
生
は

容
易
に
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
的
に
は
、
学
則
で
学
生

の
市
民
的
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
は
可
能
か
、
も
し
可
能
と
す
る
な
ら
ば

そ
れ
は
い
か
な
る
範
囲
に
お
い
て
か
等
と
い
う
未
開
拓
の
困
難
な
問
題
を

提
起
す
る
。
か
か
る
問
題
に
関
し
て
は
、
学
生
処
分
に
つ
い
て
も
法
治
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

義
原
理
に
基
づ
く
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
シ
ョ
イ
ナ
ー
の
見
解
に
全

面
的
に
従
え
ば
、
学
外
に
お
け
る
学
生
の
私
生
活
上
の
行
動
を
学
則
に
よ

っ
て
規
律
す
る
こ
と
は
、
学
則
本
来
の
射
程
外
で
あ
り
大
学
の
領
域
を
逸

脱
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
結
論
を
容
易
に
導
き
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
が
、

果
し
て
大
学
は
学
外
に
お
け
る
学
生
の
私
生
活
上
の
行
動
を
全
く
規
律
し

え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
大
学
の
独
自
の
教
育
方
針

と
も
密
接
に
関
連
す
る
の
で
、
詳
細
な
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
殊
に
昭
和
女
子
大
事
件
の
如
く
、
学
生
の
思
想
・
信
条
に
基
づ
く
学
内

で
の
行
動
を
学
則
に
よ
り
制
限
す
る
場
合
に
は
、
憲
法
上
の
基
本
的
人
権

と
も
関
連
し
、
い
わ
ゆ
る
基
本
的
人
権
の
第
三
者
効
力
（
〇
二
＃
ミ
貯
ざ
5
σ
q
）

の
問
題
が
生
ず
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
わ
が
国
の
最
高
裁
判
所
に
よ

り
「
憲
法
一
四
条
や
一
九
条
の
規
定
は
、
直
接
私
人
相
互
間
の
関
係
に
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
一
応
の
結
論
は
示
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
規
定
の
適
用
が
私
人
間
に
お
い
て
排
除
さ
れ

る
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
一
部
の
み
か
に
つ
い
て
は
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が

な
い
の
で
明
白
で
は
な
く
、
学
説
上
は
現
在
な
お
論
争
が
続
い
て
い
る
領

域
で
も
あ
る
。

　
最
後
に
、
現
行
実
定
法
令
に
学
生
処
分
手
続
に
関
す
る
規
定
が
存
在
し

な
い
。
し
た
が
っ
て
学
生
を
い
か
な
る
手
続
で
処
分
す
る
か
は
各
大
学
の

自
治
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
が
、
被
処
分
者
に
と
っ
て
は
重
大

な
利
害
関
係
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
学
則
に
よ
り
詳
細
な
規
整
を
試
み
て

い
る
例
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
お
よ
そ
処
分
は
、
そ
の
理
由
と
な
る

べ
き
事
実
の
認
定
、
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
規
範
的
評
価
と
い
う
裁
判
類

似
の
構
造
を
も
ち
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
学
生
処
分
に
関
す
る
従
来
の
手

続
の
実
際
は
裁
判
の
観
念
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
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原
因
は
、
一
つ
は
学
生
の
在
学
関
係
を
、
国
公
立
大
学
に
つ
い
て
は
特
別

権
力
関
係
と
し
て
と
ら
え
、
私
立
大
学
に
つ
い
て
も
特
別
権
力
類
似
の
関

係
と
し
て
と
ら
え
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
今
一
つ
は
、
．
「

教
育
的
処
分
」
観
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
と
が
相
ま
っ
て
、
手
続
の
方
式
性

に
は
な
じ
ま
な
い
と
考
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

現
在
で
は
特
別
権
力
関
係
理
論
そ
の
も
の
に
疑
問
が
投
ぜ
ら
れ
、
最
高
裁

判
所
の
判
例
も
早
く
か
ら
国
立
大
学
の
在
学
関
係
解
釈
に
お
い
て
「
特
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

権
力
関
係
」
の
表
現
を
意
識
的
に
避
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
ま
た

処
分
が
必
ず
し
も
「
教
育
的
」
懲
戒
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
意
識
さ
れ

る
に
及
ん
で
、
今
や
厳
格
詳
細
な
手
続
の
要
否
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
段

階
に
達
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
学
生
処
分
に
関
し
て
は
諸
問
題
点
が
存
在
す
る
が
、
特

に
退
学
処
分
に
つ
い
て
は
個
別
具
体
的
に
明
文
を
以
て
示
さ
れ
る
学
則
上

の
処
分
事
由
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
学
独
自
の
教
育
方
針
を
具
体
的

事
実
に
そ
く
し
て
包
括
的
に
示
し
う
る
根
拠
と
な
る
学
則
に
お
け
る
一
般

条
項
が
重
大
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
一
先

ず
焦
点
を
、
学
則
の
退
学
処
分
に
関
す
る
一
般
条
項
と
法
治
主
義
と
の
関

係
に
絞
っ
て
問
題
を
展
開
し
、
ま
た
し
め
く
く
っ
て
み
る
こ
と
に
し
、
残

余
諸
問
題
の
検
討
は
他
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
。

　　　　

21註）　）

　）

’

大
沢
勝
・
現
代
私
立
大
学
論
－
私
学
危
機
の
現
状
と
そ
の
本
質
－
三
七
頁

松
尾
浩
也
「
学
生
処
分
と
学
生
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
〇
号
三
三
頁

退
学
処
分
の
教
育
的
効
果
を
広
く
解
す
れ
ば
、
か
か
る
処
分
に
お
い
て
も

学
生
処
分
と
法
治
主
義

　
　
　
な
お
本
人
の
自
覚
と
反
省
を
う
な
が
す
き
っ
か
け
と
も
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
そ
れ
は
既
に
大
学
と
は
切
離
さ
れ
た
場
に
お
け
る
本
人
の
個
人
的
自

　
　
　
戒
の
領
域
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
退
学
に
関
し
て
、
学
校
教
育
法
施
行

　
　
　
規
則
第
＝
二
条
に
「
性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
が
な
い
」
、
　
「
学
力
劣
等
で

　
　
　
成
業
の
見
込
が
な
い
」
、
　
「
学
校
の
秩
序
を
乱
し
」
た
者
等
の
文
言
が
用
い

　
　
　
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
管
理
的
処
分
」
の
性
質
が

　
　
　
強
い
と
解
さ
れ
る
。

（
3
）
　
高
柳
信
一
「
学
生
処
分
制
度
論
」
法
律
時
報
四
二
巻
二
号
一
二
七
頁

（
4
）
　
わ
が
国
の
田
中
耕
太
郎
（
教
育
基
本
法
の
理
論
七
〇
二
・
七
九
六
頁
）
、
ド
イ

　
　
ツ
の
ゲ
ル
バ
ー
（
＝
雪
ω
Ω
o
筈
①
『
u
O
o
ヨ
ら
⑩
コ
ユ
。
・
o
ゴ
①
。
。
】
）
尻
臥
三
一
コ
9
昌
①
o
げ
’

　
　
O
①
葺
ω
0
7
＄
＜
零
≦
巴
旨
＝
碧
げ
閏
p
3
一
〇
綬
’
①
罵
、
h
h
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を

　
　
と
っ
て
い
る
。

　
　
　
も
っ
と
も
田
中
耕
太
郎
博
士
は
、
学
内
で
の
行
動
の
み
を
対
象
と
し
て
お
ら

　
　
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
学
則
絶
対
服
従
の
態
度
（
前
掲
書
下
〇
五
頁
乃
至

　
　
七
一
二
頁
参
照
）
か
ら
す
れ
ば
、
あ
な
が
ち
学
内
の
行
動
に
の
み
と
ど
ま
る
こ

　
　
と
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
こ
の
辺
は
明
確
で
な
い
。

（
6
）
　
9
ω
。
冨
巨
Φ
『
㌃
Φ
。
ゴ
房
α
q
2
5
白
p
σ
q
雪
山
。
ω
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。
♂
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一
『
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窪
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層

　
　
O
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三
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。
o
冨
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く
①
弓
≦
巴
ε
＝
σ
q
。
。
げ
『
け
計
一
㊤
引
し
鵯
h
P

（
7
）
　
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
昭
和
四
八
年
一
二
月
一
二
日
民
集
二
七
巻
＝
号

　
　
一
五
三
六
頁
、
法
律
時
報
七
二
四
号
一
八
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
〇
二
号
一
一

　
　
二
頁
。

（
8
）
　
（
兼
子
仁
・
教
育
法
・
法
律
学
全
集
）
四
〇
一
～
二
頁
、
室
井
力
・
特
別
権

　
　
力
関
係
論
　
三
五
四
頁
、
和
田
英
夫
「
特
別
権
力
関
係
論
へ
の
疑
問
」
法
学
セ

　
　
ミ
ナ
i
　
＝
二
一
号
・
ご
二
二
号
。

（
9
）
　
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
判
決
昭
和
二
九
年
七
月
三
〇
日
（
民
集
八
巻
七
号

　
　
一
五
〇
一
頁
）
。
こ
れ
は
通
称
京
都
府
立
医
大
退
学
処
分
事
件
と
称
さ
れ
る
が
、

　
　
判
決
は
そ
の
中
で
学
生
処
分
に
つ
い
て
大
学
の
広
い
裁
量
権
を
認
め
つ
つ
、
そ

五
九
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学
生
処
分
と
法
治
主
義

の
論
拠
を
、
国
公
・
私
立
大
学
を
問
わ
ず
懲
戒
処
分
が
「
教
育
施
設
の
内
部
規

律
を
維
持
し
教
育
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
る
自
律
的
作
用
」
で
あ

る
こ
と
に
お
い
て
い
る
。
同
様
の
主
旨
で
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
富
山
大
学

単
位
不
認
定
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
判
決
（
昭
和
五
二
年
三

月
一
五
日
民
集
三
一
三
二
号
二
三
四
頁
、
判
例
時
報
八
四
三
号
二
二
頁
）
が
あ
る
・

二
、
大
学
協
同
体
説
を
め
ぐ
る
学
生
の
在
学
関
係

　
学
校
教
育
惨
絶
＝
条
は
「
校
長
及
び
教
員
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
監
督
庁
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
生
、
生
徒
及
び
児
童
に

懲
戒
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
体
罰
を
加
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
已
と
規
定
し
、
こ
れ
を
う
け
て
同
法
施
行
規
則
（
解
醜
一
一
」
一
三
条

三
項
は
退
学
処
分
に
つ
い
て
以
下
の
四
つ
の
事
由
を
定
め
て
い
る
。
す
な

わ
ち
「
性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
」
（
一
号
）
、
「

学
力
劣
等
で
成
業
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
」
（
二
号
）
、
「
正
当
の

理
由
が
な
く
て
出
席
常
で
な
い
者
」
（
三
号
）
、
「
学
校
の
秩
序
を
乱
し
、
そ

の
他
学
生
又
は
生
徒
と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
者
」
（
四
号
）
が
そ
れ
に
該

当
す
る
。

　
最
後
の
四
号
の
規
定
が
い
わ
ゆ
る
一
般
条
項
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
．
に
基
づ
い
て
各
大
学
の
学
則
上
の
懲
戒
規
則
も
お
よ
そ
こ
れ

と
類
似
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
学
生
懲
戒
に
お
け
る
大
学
の
特
色
は
こ

の
一
般
条
項
を
通
じ
て
具
現
さ
れ
う
る
。
し
か
し
か
か
る
広
漠
と
し
た
一

般
条
項
に
よ
り
学
生
の
身
分
を
剥
奪
し
学
外
に
排
除
す
る
こ
と
は
法
治
主

義
に
反
す
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
主
題

六
〇

で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
先
づ
大
学
と
学
生
と
の
法
的
関
係
を
明
ら

か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
学
生
は
法
上
大
学
の
主
体
的
構

成
要
素
た
る
や
否
や
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何

故
な
ら
そ
の
可
否
如
何
に
よ
っ
て
は
、
学
則
の
規
律
の
対
象
と
な
る
学
外

に
お
け
る
学
生
の
行
動
領
域
に
影
響
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お

い
て
は
田
中
耕
太
郎
博
士
が
早
く
か
ら
大
学
は
学
問
的
協
同
体
で
あ
り
、

学
生
は
単
な
る
営
造
物
の
利
用
者
で
は
な
く
、
そ
の
重
要
な
構
成
要
素
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
l
V

あ
る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
法
的
意
味
に
お
い
て
学
生
を
大
学
の

構
成
員
と
し
て
と
ら
え
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
か
つ
て
ド
イ
ツ
で
激
し
く
議
論
が
た
た
か

わ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
学
外
に
お
け
る
学
生
の
決
闘
事
件
に
関

（け

驤
鼡
繻
ﾜ
四
年
三
月
二
五
日
の
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
地
訪
箭
政
裁
判
所
の
荊
）

決
を
め
ぐ
る
ゲ
ル
バ
ー
対
シ
ョ
イ
ナ
ー
の
論
争
で
あ
る
。
決
闘
は
わ
が
国

同
様
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
犯
罪
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ド
イ
ツ
の
特
定
大
学

で
は
古
く
か
ら
学
生
決
闘
（
ζ
①
＝
ω
母
）
の
な
ら
わ
し
が
あ
り
、
そ
れ
に
関
与

し
た
学
生
が
刑
事
司
法
当
局
の
取
調
べ
を
う
け
た
後
不
起
訴
と
な
っ
た
の

で
あ
る
が
、
当
該
学
生
所
属
の
大
学
が
こ
れ
を
と
り
あ
げ
、
大
学
の
秩
序

に
対
す
る
侵
害
（
＜
Φ
房
8
b
σ
q
①
σ
q
Φ
＝
象
Φ
門
島
①
慧
ω
。
｝
［
①
O
肖
興
隆
α
q
）
で
あ
り
、

懲
戒
事
由
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
　
当
該
学
生
を
当
該
学
期

の
削
除
（
Q
。
育
Φ
雲
華
σ
Q
匹
霧
ぎ
h
Φ
置
①
＝
G
。
①
∋
①
ω
冠
房
）
　
処
分
に
し
た
と
こ

ろ
、
被
処
分
者
が
こ
れ
を
不
服
と
し
て
裁
判
所
に
処
分
の
取
消
し
を
求
め

た
と
い
う
の
が
事
案
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
裁
判
所
は
以
下
の
理
由
に
よ

っ
て
本
件
懲
戒
処
分
を
取
消
し
た
。
す
な
わ
ち
、
大
学
生
活
の
道
義
と
秩

2se



序
（
ω
ぎ
：
己
O
『
三
塁
σ
q
ら
Φ
ω
婆
巴
①
琶
ω
9
①
＝
ピ
①
げ
①
コ
ω
）
と
は
、
大
学

の
内
部
運
営
（
号
＝
暮
①
『
①
じ
σ
①
三
Φ
げ
）
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
　
学

生
の
私
的
活
動
領
域
（
o
暑
碧
①
じ
ロ
①
藝
酋
嶺
。
。
呂
げ
貯
Φ
）
に
属
す
る
学
生
決

闘
と
は
関
係
が
な
い
。
学
生
の
私
生
活
に
大
巾
に
干
渉
し
て
い
た
過
去
に

お
い
て
も
学
生
決
闘
が
懲
戒
原
因
に
な
っ
た
こ
と
は
な
く
、
現
行
実
定
法

上
の
懲
戒
規
定
に
も
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
い
ず
れ
の
実
定
懲
戒
対

象
行
為
の
構
成
要
件
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
大
学
の
懲
戒
権
は
実
定
懲

戒
規
律
法
の
み
な
ら
ず
基
本
法
（
Ω
2
＝
猪
①
油
け
N
）
上
の
基
本
権
（
9
§
㌣

話
。
ぼ
）
に
よ
っ
て
も
限
界
ず
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
大
学
が
学
生
の
私

的
生
活
領
域
に
属
す
る
学
生
決
闘
を
、
大
学
生
活
の
道
義
及
び
秩
序
に
関

す
る
も
の
と
し
て
懲
戒
対
象
と
す
る
な
ら
ば
、
基
本
法
第
二
階
に
違
反
す

る
こ
と
に
な
る
。
大
学
管
理
機
関
は
、
大
学
生
活
の
道
義
と
秩
序
に
関
し

て
学
生
を
拘
束
す
る
規
則
を
制
定
す
る
権
能
を
も
た
ず
、
か
か
る
権
能
は

実
定
法
上
文
部
大
臣
に
の
み
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
学
管
理
機
関
は
大

学
の
建
物
施
設
等
の
秩
序
維
持
の
た
め
の
規
則
を
制
定
し
う
る
の
み
で
あ

る
と
い
う
も
の
で
あ
の
た
。

　
勿
論
ド
イ
ツ
の
教
育
法
体
系
は
わ
が
国
の
そ
れ
と
異
な
る
も
の
で
あ
り
、

右
の
判
旨
を
す
べ
て
そ
の
ま
ま
わ
が
国
の
場
合
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
大
学
の
管
理
権
は
大
学
内
部
に
限
定
さ
れ
、
学
外
に
お
け
る
学

生
の
私
的
行
動
は
憲
法
・
法
律
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
べ
き
で
、
大
学
の
規
律

権
は
及
ば
な
い
と
主
張
し
て
い
る
点
は
法
治
主
義
原
理
を
強
張
す
る
も
の

と
し
て
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
基
本
法
第
二
条
は
法
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
V

主
義
原
理
な
い
し
行
政
の
法
適
合
性
の
原
理
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
お
り

学
生
処
分
と
法
治
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

連
邦
憲
法
裁
判
所
も
こ
れ
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
、
ハ
ノ

ー
ヴ
ァ
i
地
方
行
政
裁
判
所
は
、
学
生
の
自
由
を
学
則
上
の
漠
然
と
し
た

一
般
条
項
（
Ω
Φ
話
弓
巴
乙
き
・
。
9
で
拘
束
す
る
の
は
違
憲
違
法
に
な
る
と
判
断

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
態
度
に
対
し
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
8
）

ル
バ
ー
は
真
向
か
ら
批
判
を
浴
び
せ
概
略
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
第

一
に
、
大
学
の
規
律
懲
戒
権
は
そ
の
創
立
以
来
、
大
学
の
伝
統
的
固
有
秩

序
の
存
続
基
盤
（
Ω
冨
己
げ
Φ
。
。
雷
夏
蔦
①
冥
。
∋
ヨ
㊦
コ
雪
藍
鼠
Φ
含
ω
警
門
田
σ
q
①
コ
，

。
乙
コ
呂
σ
q
）
で
あ
る
が
故
に
、
学
生
決
闘
に
関
す
る
定
め
が
存
在
し
な
い
か

ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
大
学
生
活
の
道
義
と
秩
序
と
に
関
係
が
な
い
と
い
う

の
は
誤
り
で
あ
る
。
第
二
に
、
学
生
は
営
造
物
の
単
な
る
利
用
者
で
は
な
く
、

大
学
協
同
体
（
勢
至
Φ
巨
ω
穿
Φ
Ω
①
ヨ
Φ
諺
。
ゴ
p
ε
の
活
動
に
主
体
的
に
参
加
す

る
構
成
員
で
あ
る
こ
と
は
既
に
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
確
立

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
学
外
に
お
け
る
学
生
の
行
動

の
責
任
は
、
一
般
市
民
と
し
て
で
は
な
く
大
学
協
同
体
の
構
成
員
と
し
て

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
学
構
成
員
た
る
学
生
に
は
高

度
の
信
頼
と
特
別
の
自
己
規
律
（
σ
q
霧
邑
σ
q
Φ
話
ω
＜
零
臨
き
①
＝
・
己
げ
Φ
。
。
。
己
Φ
『
①

。。

⊥
|
一
N
・
卑
酔
）
が
要
求
さ
れ
、
学
外
に
お
け
る
行
動
の
責
任
か
ら
解
放
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
第
三
に
、
こ
の
よ
う
に
大
学
規
律
法
は
学
生
に
対
す

る
高
度
の
信
頼
と
自
己
規
律
を
根
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

一
般
条
項
的
存
在
形
態
を
と
る
こ
と
を
本
質
的
特
徴
と
す
る
。
た
と
え
懲
戒

事
由
が
個
別
具
体
的
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
以
て
懲

戒
事
由
の
限
定
的
法
定
（
①
×
§
ω
帥
く
①
ピ
Φ
σ
Q
等
星
零
二
＝
σ
q
）
と
考
え
る
べ
き
で
は

な
く
、
大
学
規
律
の
基
本
は
当
事
者
の
行
為
態
度
が
大
学
協
同
体
に
所
属

六
一
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学
生
処
分
と
法
治
主
義

す
る
に
値
し
な
い
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て

学
生
決
闘
に
つ
い
て
も
、
大
学
が
そ
の
任
務
達
成
上
み
つ
か
ら
に
求
め
る

べ
き
尊
厳
と
威
信
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
と
判
断
す
る
な
ら
ば
当
然
に
そ

れ
を
禁
止
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
ゲ
ル
バ
ー
の
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
シ
ョ
イ
ナ
ー
は
、
懲
戒
事
由
を

厳
密
か
つ
限
定
列
記
的
に
定
め
う
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
並
び
に
前

述
判
旨
の
如
く
大
学
の
道
義
と
秩
序
を
大
学
内
部
的
運
営
に
限
定
す
る
の

は
狭
き
に
失
す
る
と
い
う
点
で
ゲ
ル
バ
ー
と
意
見
を
同
じ
く
す
る
が
、
以

下
の
諸
点
に
お
い
て
ゲ
ル
バ
ー
と
対
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
大

学
の
自
律
権
は
尊
重
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
研
究
と
教
授
の

精
神
的
独
立
性
に
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
大
学
の
外
部
的
管
理
（
魯
も
①
話

〉
量
三
ω
弓
当
8
）
及
び
学
生
に
対
す
る
監
督
領
域
に
お
い
て
は
、
厳
重

に
法
治
国
原
理
が
貫
徹
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
現
代
の
学
生
の

多
く
が
ア
ル
バ
イ
ト
等
に
よ
り
大
学
生
活
以
外
に
属
す
る
広
汎
な
生
活
関

係
に
か
か
わ
り
を
も
ち
つ
つ
生
活
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
、
学

生
が
大
学
協
同
体
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
学
生
の
全
行
為
態

度
に
わ
た
っ
て
規
律
し
う
る
と
す
る
こ
と
は
大
学
と
し
て
の
領
域
を
逸
脱

す
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
に
、
も
し
学
生
が
政
治
的
社
会
的
意
見
の
表
明

に
よ
っ
て
学
習
を
遅
延
せ
し
め
ら
れ
又
は
大
学
か
ら
排
除
さ
れ
る
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
＞

こ
と
が
あ
れ
ば
、
大
学
の
当
該
行
為
は
基
本
法
第
三
条
（
法
の
下
の
平
等
）

に
反
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ゲ
ル
バ
ー
対
シ
ョ
イ
ナ
ー
の
論
争
に
お
け
る
両
者
の
主
張

の
一
致
点
は
、
学
生
懲
戒
規
定
に
は
一
般
条
項
が
不
可
避
で
あ
る
と
い
う

六
二

こ
と
と
、
憲
法
上
の
基
本
権
と
大
学
の
懲
戒
規
則
と
を
直
接
関
連
づ
け
て

い
る
点
に
あ
る
が
、
そ
の
相
違
の
主
な
点
は
、
一
般
条
項
の
根
拠
を
前
者

が
大
学
協
同
体
の
理
念
に
求
め
、
後
者
が
即
物
的
及
び
法
治
主
義
原
理
に
求
め

て
い
る
点
で
あ
る
。
ゲ
ル
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
大
学
に
お
い
て
極
め
て
重
要

な
も
の
は
学
問
の
自
由
の
中
に
根
ざ
す
大
学
精
神
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る

名
誉
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
大
学
規
律
権
は
舞
巴
雫

巨
ω
。
冨
b
口
守
σ
q
曾
と
し
て
の
学
生
の
特
別
の
高
潔
性
（
げ
①
・
。
。
匡
①
器
国
形
雪
－

聖
霊
σ
Q
ぎ
ε
を
擁
護
す
る
た
め
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
法
治
主
義
原

理
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
学
生
の
在
学
関
係
を
ゲ
ル
バ
ー
や
田
中
耕
太
郎
博
士
の
主
張
す
る
よ
う

に
、
法
的
概
念
と
し
て
教
員
等
と
同
質
対
等
の
意
味
で
の
大
学
協
同
体
の

構
成
員
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
果
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
実

定
法
上
大
学
と
は
「
学
術
の
中
心
と
し
て
、
広
く
知
識
を
授
け
る
と
と
も

に
、
深
く
専
門
の
学
芸
を
教
授
研
究
し
、
知
的
、
道
徳
的
及
び
応
用
的
能

力
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
」
　
（
学
校
教
育
法
第
五
二
条
）
を
目
的
と
し
て
、
学
生
を
教
育
す

る
た
め
、
法
令
に
基
づ
い
て
国
・
地
方
公
共
団
体
及
び
学
校
法
人
が
設
置

す
る
と
こ
ろ
の
、
人
的
物
的
手
段
の
総
合
体
た
る
施
設
で
あ
り
、
学
生
と

は
法
令
の
定
め
る
入
学
資
格
を
有
す
る
者
（
学
校
教
育
法
皇
五
六
条
）
の
う
ち
大
学
の
選

考
を
経
て
入
学
を
許
可
さ
れ
、
大
学
で
教
育
を
受
け
る
身
分
を
取
得
し
た

者
で
あ
る
。
大
学
と
学
生
と
は
法
律
上
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
わ
が

国
の
学
説
・
判
例
も
か
か
る
認
識
の
上
に
立
っ
て
諸
理
論
を
展
開
し
て
き

て
い
る
。
た
と
え
ば
国
公
立
学
校
の
在
学
関
係
は
講
学
上
い
わ
ゆ
る
特
別

　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

権
力
関
係
又
は
単
に
契
約
関
係
と
し
、
私
立
学
校
の
在
学
関
係
は
私
法
上
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（
1
3
｝

の
契
約
関
係
と
す
る
等
の
説
が
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
こ
こ
で
は
措
く
。

在
学
関
係
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
以
上
の
如
く
大
学
と
学
生
と
を
区
別

し
た
う
え
で
、
両
者
の
法
的
関
係
を
種
々
類
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
国

公
立
と
私
立
と
で
は
、
時
に
は
そ
の
訴
訟
形
態
に
お
い
て
行
政
訴
訟
・
民

事
訴
訟
と
い
う
相
違
が
生
ず
る
こ
と
を
除
い
て
、
在
学
関
係
に
つ
い
て
そ

の
基
調
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
大
学
は
「
そ
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項
を
学
則
等
に
よ
り
一
方
的
に
制
定
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

達
す
る
学
生
を
規
律
す
る
包
括
的
権
能
を
有
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　
法
的
概
念
以
外
の
概
念
で
大
学
を
学
生
を
も
含
め
た
意
味
に
お
け
る
大

学
協
同
体
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
が
、
法
的
に
は
大
学
と

学
生
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
大
学
は
右
の
如
く
学
生
に
対
す
る
包

括
的
規
律
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
民
は
一
般
国
民
な
い
し
一
般
市

民
と
し
て
生
活
す
る
と
共
に
、
更
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
あ
る

い
は
自
己
の
意
思
に
基
づ
き
何
等
か
の
部
分
社
会
な
い
し
特
殊
社
会
に
お

い
て
も
生
活
す
る
。
部
分
社
会
な
い
し
特
殊
社
会
に
お
い
て
は
そ
の
秩
序

を
維
持
し
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
規
律
を
必
要
と
す
る
こ
と
は

当
然
で
あ
る
。
た
と
え
ば
私
人
が
会
社
・
銀
行
等
に
勤
務
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
ら
の
定
め
る
規
則
に
従
い
、
一
般
人
と
し
て
は
う
け
な
い
権
利

・
自
由
の
特
別
の
制
限
を
う
け
て
い
る
が
如
き
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
学
生
に
対
す
る
大
学
の
包
括
的
規
律
権
は
、
ゲ
ル
バ
ー
や

田
中
耕
太
郎
博
士
主
張
の
如
く
、
学
生
を
大
学
の
主
体
的
構
成
要
素
と
み

な
す
大
学
協
同
体
の
理
念
か
ら
論
理
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
大
学
と
学
生
と
は
法
上
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
大
学
は
そ
の
目
的

学
生
処
分
と
法
治
主
義

を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
学
生
に
対
す
る
包
括
的
規
律
権

を
法
に
よ
り
付
与
さ
れ
、
学
生
は
こ
れ
に
服
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
註
）

3　2　1
v　v　v

（
4
）

（
5
）

（
6
）

87（
9
）

　
田
中
耕
太
郎
・
教
育
基
本
法
の
理
論
七
九
六
頁

＜
σ
Q
ド
匿
N
＝
u
2
け
。
。
。
冨
ω
＜
Φ
毫
巴
巳
コ
α
Q
。
。
げ
巨
二
8
倉
ω
・
①
。
。
o

　
ゲ
ル
バ
ー
と
シ
ョ
イ
ナ
i
両
者
の
論
点
は
、
高
柳
信
一
教
授
に
よ
り
報
告
が

が
な
さ
れ
て
い
る
（
法
律
時
報
四
二
巻
二
号
一
二
六
頁
以
下
）
。

　
わ
が
国
に
は
明
治
二
二
年
一
二
月
掛
〇
日
制
定
法
律
三
四
号
の
「
決
闘
罪
二

関
ス
ル
件
」
が
あ
る
。

　
ボ
ン
基
本
法
第
二
条
一
項
は
「
何
人
も
、
他
人
の
権
利
を
侵
害
せ
ず
、
か
つ

憲
法
的
秩
序
ま
た
は
道
徳
律
に
違
反
し
な
い
限
り
、
そ
の
人
格
の
自
由
な
発
展

に
た
い
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
、
そ
の
こ
項
は
「
何
人
も
、
生
命
お

よ
び
身
体
を
侵
さ
れ
な
い
権
利
を
有
す
る
。
身
体
の
自
由
は
、
不
可
侵
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
権
利
は
、
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
侵
害
さ
れ
な
い
」
と
定
め
て
い

る
（
大
西
邦
敏
監
修
比
較
憲
法
研
究
会
編
・
世
界
の
憲
法
）
。

　
こ
の
条
項
は
法
治
国
原
理
な
い
し
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
特
に
国
民
の
自
由
並
び
に
財
産
権
の
限
界
を
個
別
的
に
定
め
る
こ
と
を
、

全
く
行
政
権
の
裁
量
に
委
ね
る
漠
然
と
し
た
一
般
条
項
（
O
①
コ
雪
暮
＝
p
房
①
】
）
は
、

一
項
に
含
ま
れ
て
い
る
行
政
の
法
適
合
性
の
原
理
に
合
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
（
切
2
コ
o
Q
っ
0
7
巨
島
－
切
】
9
夏
『
Φ
〒
重
訂
N
囚
｝
2
P
囚
。
ヨ
∋
①
コ
臼
弓
N
‘
∋

Ω
2
己
σ
q
Φ
。
。
Φ
三
月
『
岳
①
野
a
①
胃
①
薯
げ
鼻
O
①
5
ω
。
三
p
三
層
ω
’
〉
亀
電
し
り
．
一
＄
●
）

　
じ
σ
＜
①
陳
Ω
国
◎
。
b
刈
9
ピ
Φ
匿
舞
欝
　
刈
⊆
コ
餌
ω
・
ω
卜
0
9

　
ゲ
ル
バ
ー
及
び
シ
ョ
イ
ナ
ー
の
主
張
点
の
要
約
に
つ
い
て
は
、
前
掲
高
柳
教
授

の
解
説
を
参
考
に
し
た
。

　
こ
の
規
定
は
日
本
国
憲
法
第
「
四
条
の
法
の
下
の
平
等
に
関
す
る
条
項
と
類
似

の
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

六
三
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　11

）

　10

）

（
1
2
）

学
生
処
分
と
法
治
主
義

　
乏
．
↓
田
①
ヨ
p
O
①
三
。
。
o
冨
ω
＝
o
o
訂
。
『
三
お
。
貫
一
霧
9
ω
・
ω
N
㎝
．

　
田
中
二
郎
・
新
版
行
政
法
上
七
九
頁
、
天
城
勲
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
教
育
関
係

法
－
五
六
頁
・
七
六
頁
、
大
阪
高
等
裁
判
所
昭
和
二
八
年
四
月
三
〇
日
判
決
（

行
裁
例
集
四
巻
四
号
九
八
六
頁
）

　
兼
子
仁
・
新
版
教
育
法
（
法
律
学
全
集
）
四
〇
五
頁
以
下
、
兼
子
一
・
民
事

法
研
究
二
巻
一
六
九
頁
～
一
七
〇
頁
、
室
井
力
・
特
別
権
力
関
係
論
四
〇
↓
頁

～
四
〇
五
頁
。

　
し
か
し
在
学
関
係
の
基
本
を
契
約
関
係
と
す
る
見
地
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を

私
法
契
約
と
考
え
る
か
、
↓
般
私
法
の
特
別
法
を
な
す
特
殊
契
約
と
考
え
る
か
、

又
は
一
種
の
公
法
契
約
と
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
説
が
分
か
れ
て
い
る
。
　
（
詳

細
は
兼
子
・
前
掲
書
四
〇
デ
、
頁
以
下
参
照
）
。

　
東
京
地
方
裁
判
所
昭
和
三
八
年
一
一
月
二
〇
日
判
決
（
通
称
昭
和
女
子
大
事

件
）
は
、
在
学
関
係
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
私
立
学
校
の
在
学
関
係
の
み
を

対
象
と
し
た
も
の
か
、
国
公
立
学
校
の
そ
れ
を
も
含
む
の
か
明
確
で
は
な
く
、

お
そ
ら
く
両
方
を
含
め
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
（
成
田
頼
明

「
私
立
大
学
学
生
の
在
学
関
係
と
そ
の
退
学
処
分
の
要
件
②
」
〈
法
律
の
ひ
ろ

ば
一
七
巻
三
号
二
四
頁
V
）
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
上
告
審
の
最
高
裁
判
所
昭

和
四
九
年
七
月
一
九
日
判
決
（
民
集
二
八
巻
七
九
〇
頁
）
は
、
こ
の
点
を
明
確

に
し
、
　
「
大
学
は
、
国
公
立
で
あ
る
と
私
立
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
学
生
の
教

育
と
学
術
の
研
究
を
目
的
と
す
る
公
共
的
な
施
設
で
あ
り
」
学
生
は
「
教
育
を

受
け
る
こ
と
を
希
望
し
て
当
該
大
学
に
入
学
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

こ
れ
は
国
公
立
学
校
に
関
す
る
限
り
、
従
来
の
特
別
権
力
関
係
理
論
を
打
破
し

て
、
い
わ
ゆ
る
在
学
契
約
関
係
説
を
と
っ
た
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ

れ
て
い
る
（
成
田
・
前
掲
同
頁
）
。

　
兼
子
仁
教
授
は
、
高
柳
信
一
教
授
の
主
張
（
「
公
法
と
私
法
」
〈
高
柳
・
高

橋
・
国
家
と
公
法
．
の
諸
問
題
・
東
大
出
版
会
〉
四
二
頁
註
五
五
）
に
の
っ
と
り

つ
つ
、
　
「
在
学
契
約
関
係
は
、
教
育
法
上
の
契
約
関
係
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」

（
1
3
）

（
1
4
）

六
四

と
さ
れ
る
教
育
法
四
〇
六
頁
）
。

　
東
京
地
方
裁
判
所
昭
和
二
五
年
二
月
＝
二
日
判
決
（
下
級
民
集
一
巻
二
号
｝

八
四
頁
通
称
武
蔵
野
音
楽
学
校
事
件
）
。
出
・
＝
Φ
鼻
Φ
r
国
ぎ
下
げ
…
σ
q
凶
＝
山
霧

甲
臥
魯
雪
σ
q
ω
－
…
傷
○
り
。
7
巳
『
①
。
算
お
ミ
あ
』
ω
N
．

　
前
記
昭
和
女
子
大
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
判
決
（
民
集
二
八
巻
七
九
三

頁
）
。
ま
た
昭
和
五
二
年
三
月
一
五
日
の
最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
（
民
集
＝
＝

巻
二
号
二
三
四
頁
）
も
「
大
学
は
、
国
公
立
で
あ
る
と
私
立
で
あ
る
と
を
問
わ

ず
、
学
生
の
教
育
と
学
術
の
研
究
と
を
目
的
と
す
る
教
育
研
究
施
設
で
あ
っ
て
、

そ
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
格
別

の
規
定
が
な
い
場
合
で
も
、
学
則
等
に
よ
り
こ
れ
を
規
定
し
、
実
施
す
る
こ
と

の
で
き
る
自
律
的
、
包
括
的
な
権
能
を
有
」
す
る
と
い
っ
て
い
る
。

三
、

一
般
条
項
に
よ
る
処
分
と
法
治
主
義
と
の
関
係

　
　
　
　
（
特
に
退
学
処
分
に
つ
い
て
）

　
前
述
の
如
く
施
行
規
則
第
一
三
条
三
項
四
号
に
基
づ
く
学
則
の
一
般
条

項
に
よ
り
、
学
生
を
退
学
処
分
に
す
る
こ
と
が
法
治
主
義
原
理
に
反
す
る

も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
の
検
討
事
項
で
あ
る
。

　
法
治
主
義
と
は
、
国
政
が
原
則
と
し
て
国
民
の
代
表
者
に
よ
り
構
成
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
議
会
に
よ
り
、
又
は
議
会
の
参
与
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た

法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
か
る
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
国
家

は
国
民
に
対
し
て
作
為
・
命
令
・
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
主

義
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
国
民
の
自
由
権
を
保
障
す
る
た
め
の
自
由
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

保
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
明
治
憲
法
も
形
式
上

は
近
代
法
治
国
家
の
例
に
な
ら
な
い
、
国
民
の
基
本
的
権
利
・
自
由
を
保
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幽
し
、
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も

の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
行
政
権
の
濫
用
に
よ
る
国
民
の
権
利
・
自
由
の
侵

害
に
対
す
る
救
済
手
段
が
不
備
で
、
違
法
の
行
政
に
対
し
て
も
訴
訟
の
途

は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
場
合
行
政
権
の
自
制
に
ま
つ
ほ
か
は
な
く
、

実
質
的
に
は
国
民
の
権
利
・
自
由
の
保
障
は
極
め
て
微
弱
な
も
の
で
あ
っ

（
2
）

た
。
と
こ
ろ
が
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、
基
本
的
人
権
の
尊

重
確
保
（
憲
法
第
一
一
条
・
第
一
三
条
・
第
九
七
条
）
を
国
家
の
至
上
目
標
と
し
、
基
本
的
人
権
に
対

す
る
違
法
な
侵
害
に
対
し
て
は
常
に
司
法
的
救
済
の
途
を
開
き
（
憲
法
第
三
二
条
・
第
七
六
条
）

最
終
的
に
は
最
高
裁
判
所
に
よ
り
そ
の
保
障
を
全
う
し
よ
う
と
し
て
い
る

（憲

@
第
八
一
条
・
第
九
八
条
一
項
）
。
第
二
に
、
法
律
は
国
民
を
代
表
す
る
国
会
の
み
が
制
定

す
る
も
の
と
し
（
憲
法
第
四
一
条
）
、
　
「
行
政
権
は
人
権
を
十
分
に
保
障
す
べ
く
合
憲

の
法
律
を
適
正
に
執
行
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
第
七
三
条
一
号
・
第
九
八
条
一
項
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
し
て
『
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
』
を
実
質
化
し
て
い
る
」
。
こ
の
よ

う
に
厳
格
な
法
治
主
義
の
下
で
、
学
則
の
一
般
条
項
に
よ
る
退
学
処
分
が
、

処
分
権
者
の
全
く
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
果

し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
施
行
規
則
第
｝
三
条
三
項
｝
号
こ
一
号
・
三
号
は
退
学
処
分
に
該
当
す

る
具
体
的
事
由
を
明
示
し
て
い
る
が
、
四
号
は
そ
の
具
体
的
事
由
を
明
示

し
て
い
な
い
。
し
か
し
四
号
の
具
体
的
内
容
は
他
の
各
号
に
明
示
さ
れ
て

い
る
具
体
的
事
由
と
同
等
な
い
し
そ
れ
以
上
の
反
価
値
的
要
素
を
含
む
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
の
も
の
で
あ
る
。
逆
か
ら
い
え
ば
、
一
号
・

二
号
二
二
号
に
明
示
さ
れ
て
い
る
具
体
的
事
由
は
、
本
来
四
号
の
内
容
に

包
摂
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
個
別
具
体
的
に
明
示
可
能
な

学
生
処
分
と
法
治
主
義

も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
四
号
の
内
容
か
ら
抽
出
し
、
四
号
と
は
別
個
に
規

定
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
四
号
の
具
体
的

内
容
の
一
部
は
、
す
で
に
他
の
各
号
に
よ
り
そ
の
輪
郭
が
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
処
分
権
者
が
四
号
の
規
定
に
基
づ
い
て
学
生
を
処
分
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
他
の
各
号
に
示
さ
れ
て
い
る
処
分
事
由
に
照
ら
し
、

処
分
の
対
象
と
な
る
行
為
の
反
価
値
性
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
場
合
処
分
権
者
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
先
づ
、
公
正
に

し
て
客
観
的
な
事
実
認
定
を
前
提
と
し
て
、
当
該
行
為
の
反
価
値
性
が
四

号
以
外
の
他
の
各
号
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
反
価
値
性
と
同
等
か
又
は
そ

れ
以
上
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
比
較
考
量
で
あ
る
。
勿
論
大
学
は
独
自
の

建
学
の
精
神
と
自
主
性
に
基
づ
き
、
独
自
の
懲
戒
事
由
を
定
め
る
こ
と
は

自
由
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
自
由
は
憲
法
そ
の
他
の
法
令
に
そ
の
限
界
を

見
出
す
の
で
あ
り
、
特
に
退
学
処
分
に
関
し
て
は
右
述
の
よ
う
な
法
令
に

よ
る
制
限
が
存
在
す
る
。

　
大
学
独
自
の
建
学
の
精
神
が
発
揮
さ
れ
う
る
一
つ
の
極
限
と
し
て
の
一

般
条
項
に
よ
る
退
学
処
分
に
お
い
て
、
学
生
の
い
か
な
る
行
為
が
大
学
の

存
立
の
基
礎
で
あ
る
建
学
の
精
神
に
、
退
学
を
以
て
対
処
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

程
に
違
背
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
判
断
は
、
施
行
規
則
一
号
な
い
し
三
号

に
定
め
る
処
分
事
由
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
処
分
権
者
は
こ
の
よ

う
に
建
学
の
精
神
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
常
に
法
令
に
示
さ
れ
て
い
る

基
準
に
従
い
あ
る
い
は
こ
れ
を
尊
重
し
、
行
為
の
反
価
値
性
の
判
断
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
更
に
、
本
人
に
改
善
の
見
込
が
あ
る
か
否
か
の
公
正
な
判
断
が
必
要
と

六
五
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学
生
処
分
と
法
治
主
義

さ
れ
る
。
施
行
規
則
の
一
号
・
二
号
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
性
行

不
良
」
　
・
「
学
力
劣
等
」
等
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
改
善
の
見
込
が
な
い
」

・
「
成
業
の
見
込
が
な
い
」
等
の
条
件
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
同

三
号
・
四
号
に
は
か
か
る
文
言
は
存
在
し
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
号

．
二
号
で
は
「
改
善
・
成
業
の
見
込
」
が
あ
れ
ば
退
学
処
分
に
さ
れ
え
な
い
が
、

三
号
・
四
号
に
お
い
て
は
そ
の
見
込
が
あ
ろ
う
と
も
退
学
処
分
に
し
う
る

と
解
す
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
建
学
の
精
神
に
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
す
と
こ
ろ
の
四
号
事
由
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
の

「
改
善
の
見
込
」
の
有
無
如
何
に
よ
っ
て
処
分
の
可
否
が
決
せ
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
拘
束
が
条
理
と
し
て
は
た
ら
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
。
と
は
い
え
「
改
善
の
見
込
」
の
有
無
如
何
の
判
断
は
、
す
ぐ
れ
て

教
育
的
専
門
事
項
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、
原
則
と
し
て
大
学
の

裁
量
に
委
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
大
学
は
退
学

処
分
事
由
に
該
当
す
る
事
実
を
認
定
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
更
に
「
改

善
の
見
込
」
の
有
無
を
判
断
し
、
し
か
る
後
に
処
分
の
可
否
を
決
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
究
極
的
に
は
、
退
学
処
分
に
関
す
る
大
学

の
裁
量
権
が
機
能
す
る
場
面
は
、
被
処
分
者
の
「
改
善
の
見
込
」
の
有
無

の
判
断
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
こ
の
判
断

に
際
し
て
も
、
被
処
分
者
の
そ
の
後
の
行
為
な
い
し
態
度
の
示
す
と
こ
ろ

に
よ
り
「
改
善
の
見
込
」
が
あ
る
と
客
観
的
に
は
認
め
ら
れ
う
る
に
も
拘

ら
ず
、
大
学
が
敢
て
処
分
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
裁
量
権
の
濫
用
と
い
う
ほ

か
は
な
い
。

　
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
の
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
大
学
に
お
い
て
、
退
学
処
分
に
該

六
六

零
す
る
明
白
な
事
実
が
存
在
し
な
い
と
い
う
被
処
分
者
の
抗
弁
を
退
け
、

大
学
が
「
彼
女
は
本
学
学
生
た
る
に
忙
わ
し
く
な
い
（
目
7
①
楓
島
畠
＝
9
島
鼻

冨
『
〃
p
ξ
9
9
。
一
Q
Q
鴇
p
ε
ω
①
σ
q
貯
民
）
」
　
と
い
う
、
前
述
の
ゲ
ル
バ
ー
の
論

旨
と
類
似
の
理
由
で
退
学
処
分
に
し
、
裁
判
所
も
こ
れ
を
認
容
し
た

（
4
）

例
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
由
で
学
生
を
退
学
処
分
に
す
る
こ
と
が
、

現
在
の
わ
が
国
で
認
め
ら
れ
る
か
は
す
こ
ぶ
る
疑
問
で
あ
る
。
退
学
処
分

は
学
生
の
教
育
を
う
け
る
権
利
を
剥
奪
す
る
最
後
的
手
段
と
し
て
慎
重
に

な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
事
実
認
定
及
び
退
学
処
分
の
判
断
は
処
分

権
者
の
全
く
の
自
由
裁
量
で
は
な
く
面
面
裁
量
に
属
し
、
大
学
が
そ
の
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

断
を
誤
っ
た
場
合
に
は
、
当
然
に
司
法
審
査
権
が
及
ぶ
と
解
さ
れ
る
。
仮

に
こ
れ
が
自
由
裁
量
で
あ
る
と
し
て
も
、
大
学
の
公
共
的
性
質
並
び
に
学

生
の
教
育
を
う
け
る
権
利
の
重
要
性
に
鑑
み
、
裁
量
権
の
範
囲
を
越
え
又

は
そ
の
濫
用
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

当
該
処
分
は
取
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
裁
量
権
の
濫
用
に
つ
い
て
こ
れ

と
類
似
の
考
え
方
は
労
働
者
の
懲
戒
解
雇
の
場
合
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
。

労
働
者
の
懲
戒
解
雇
に
あ
た
っ
て
、
処
分
権
者
の
判
断
に
客
観
的
妥
当
性

を
欠
く
過
重
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
当
該
解
雇
は
裁
判
所
に
よ
り
無
効
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
て
お
り
、
学
説
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
を
厳
格
に
適
用
す
れ
ば
、
法
律
要
件
の
認
定

に
一
般
条
項
な
い
し
不
確
定
概
念
を
用
い
る
こ
と
は
例
外
的
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
学
生
懲
戒
規
則
に
は
か
か
る
概
念

の
使
用
は
不
可
避
で
あ
る
。
し
か
も
一
般
条
項
な
い
し
不
確
定
概
念
の
解

釈
適
用
は
、
法
令
も
し
く
は
法
令
に
基
づ
く
規
則
の
解
釈
適
用
に
ほ
か
な

Z9



（
8
）

ら
ず
、
処
分
権
者
の
全
く
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
よ
い
性
質
の
も
の

で
は
な
い
。
訓
告
・
謹
慎
等
教
育
処
分
的
色
彩
が
濃
く
か
つ
単
純
な
内
部

規
律
の
範
囲
に
あ
る
懲
戒
に
お
い
て
は
、
処
分
権
者
の
専
門
的
判
断
能
力

の
承
認
と
大
学
の
自
律
性
の
尊
重
と
い
う
見
地
か
ら
、
そ
の
裁
量
権
を
承

認
す
る
こ
と
に
よ
り
法
治
主
義
原
理
を
排
除
し
、
司
法
審
査
に
な
じ
ま
な

い
と
す
る
こ
と
に
は
一
応
合
理
的
理
由
が
認
め
ら
れ
る
が
、
学
生
の
教
育

を
受
け
る
権
利
を
劉
虚
し
学
外
に
排
除
す
る
退
学
処
分
は
、
単
な
る
「
内

部
規
律
の
維
持
」
　
・
「
教
育
的
処
分
」
と
い
う
よ
り
は
、
も
は
や
「
管
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

的
処
分
」
の
色
彩
が
濃
く
、
地
方
議
会
議
員
の
除
名
処
分
と
同
様
に
司
法

審
査
権
が
及
ぶ
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

（
註
）

（
1
）
　
新
法
律
辞
典
（
有
斐
閣
）
＝
〇
一
頁

（
2
）
　
田
中
二
郎
・
行
政
法
上
三
九
頁

（
3
）
　
杉
村
章
三
郎
・
山
内
一
夫
編
精
解
行
政
法
上
四
九
頁

（
4
）
ぎ
7
§
島
濤
霧
①
¢
・
凶
…
農
》
・
・
留
客
ド
ω
・
奮
（
一
⑩
卜
・
。
・
）

（
5
）
　
大
西
芳
雄
・
覚
道
豊
治
・
最
高
裁
判
所
判
決
（
昭
和
二
九
年
七
月
三
〇
日
民

　
　
集
八
巻
七
号
一
五
〇
一
頁
）
評
釈
。
兼
子
仁
・
教
育
法
四
四
八
頁
。
前
掲
最
高

　
　
裁
判
所
判
決
第
一
審
京
都
地
方
裁
判
所
判
決
（
昭
和
二
五
年
七
月
一
九
日
行
裁

　
　
例
集
一
二
五
号
七
六
四
頁
）

（
6
）
　
行
政
事
件
訴
訟
法
第
三
条
は
「
行
政
庁
の
裁
量
処
分
に
つ
い
て
は
、
裁
量
権

　
　
の
範
囲
を
こ
え
又
は
そ
の
濫
用
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
裁
判
所
は
、
そ
の
処

　
　
分
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
勿
論
私
立
大
の
学
長
は
行

　
　
政
庁
で
は
な
い
（
東
京
地
方
裁
判
所
判
決
昭
和
三
〇
年
七
月
一
九
日
く
行
裁
例

　
　
集
六
巻
七
号
一
八
〇
四
頁
V
は
私
立
大
学
の
学
長
を
国
公
立
大
学
の
学
長
と
同

（
7
）

A　一一K98vv
じ
く
「
行
政
庁
た
る
学
長
」
と
表
現
し
た
が
、
勿
論
か
か
る
見
解
に
賛
成
す
る

も
の
で
は
な
い
）
。
国
公
立
大
学
の
学
長
の
退
学
処
分
が
「
行
政
庁
と
し
て
の
処

分
に
当
る
」
（
田
中
二
郎
・
新
版
行
政
法
上
七
一
一
二
頁
。
最
高
裁
判
所
判
決

昭
和
二
九
年
七
月
三
〇
日
〈
民
集
八
巻
七
号
｝
四
六
三
頁
〉
∀
と
さ
れ
、
行
政
事

件
訴
訟
法
第
三
〇
条
の
適
用
を
う
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
退
学
処

分
と
い
う
行
為
は
、
国
・
公
・
私
立
大
学
の
学
長
が
そ
の
判
断
に
基
づ
き
共
に

こ
れ
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
行
政
事
件
訴
訟
法
の
適
用
の
有
無

は
、
一
方
が
公
務
員
で
あ
り
他
方
が
公
務
員
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
行
政

的
監
督
系
統
上
の
身
分
の
差
違
に
由
来
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
国
公

立
大
学
の
学
長
が
そ
の
裁
量
権
を
発
動
し
て
学
生
を
退
学
処
分
に
す
る
場
合
に
、

当
該
行
為
が
司
法
審
査
の
対
象
と
な
り
又
は
な
ら
な
い
根
拠
法
令
の
内
容
は
、

私
立
大
学
の
学
長
の
同
様
の
行
為
に
対
し
て
も
、
条
理
と
し
て
適
用
さ
れ
う
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
花
見
忠
「
懲
戒
権
」
　
（
労
働
法
講
座
五
巻
」
四
～
六
頁
。
千
種
達
夫
「
判
例

を
通
じ
て
み
た
懲
戒
解
雇
」
　
（
判
例
評
論
二
号
）
九
頁
以
下

　
田
中
二
郎
・
東
大
名
誉
教
授
は
立
法
論
と
し
て
で
は
あ
る
が
「
お
よ
そ
優
越

的
な
意
思
の
発
動
た
る
作
用
に
つ
い
て
は
、
私
人
相
互
間
の
関
係
に
お
い
て
」

も
「
私
法
規
定
の
適
用
さ
れ
得
な
い
領
域
と
考
え
る
べ
き
で
、
む
し
ろ
」
　
「
立

法
的
に
一
般
私
法
関
係
と
異
な
る
特
殊
の
考
慮
を
払
う
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
」

と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
新
版
行
政
法
上
七
二
頁
）
。

　
田
村
悦
一
・
行
政
訴
訟
に
お
け
る
国
民
の
権
利
保
護
六
四
頁

　
地
方
議
会
の
議
員
に
対
す
る
懲
罰
と
し
て
の
除
名
に
つ
い
て
裁
判
権
が
及
ぶ

と
し
た
判
例
・
学
説
は
既
に
多
数
に
上
っ
て
い
る
（
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷

判
決
昭
和
二
六
年
四
月
二
八
日
〈
民
集
五
巻
五
号
三
三
六
頁
〉
、
同
大
法
廷
決

定
昭
和
二
八
年
一
月
一
六
日
〈
民
集
七
巻
一
号
＝
二
頁
〉
、
同
第
二
小
法
廷
判

決
昭
和
三
五
年
三
月
四
日
く
民
集
一
四
巻
三
号
三
三
五
頁
V
。
学
説
と
し
て
は
、

田
中
二
郎
・
新
版
行
政
法
上
八
○
頁
、
雄
川
一
郎
・
行
政
争
訟
法
八
○
頁
、
田
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上
1
1
市
原
・
行
政
法
上
巻
四
六
頁
、

の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
）
。

成
田
他
現
代
行
政
法
五
二
頁
等
が
主
な
も

　
　
　
四
、
む
す
び

　
学
生
処
分
に
お
け
る
私
立
大
学
の
特
色
の
一
つ
は
、
国
立
大
学
の
そ
れ

が
法
令
等
に
示
さ
れ
る
一
般
的
基
準
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
と
異
な
り
、

よ
り
厳
格
又
は
寛
容
か
つ
伝
統
的
校
風
に
適
合
す
る
よ
う
な
独
自
の
基
準

に
よ
る
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
国
公
立
大
学
で
は
当
然
に
退
学
処
分
に

該
当
し
又
は
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
私
立
大
学
に
お
い
て
は
そ
れ
に

該
当
し
な
い
場
合
又
は
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
法
令
に
示
さ
れ
て
い
る

基
準
は
、
退
学
処
分
事
由
の
一
応
の
基
準
を
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に

該
当
す
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ら
ず
退
学
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
の
も
の

で
も
な
い
。

　
退
学
処
分
は
、
一
、
事
実
認
定
、
二
、
当
該
事
実
の
、
学
則
に
よ
る
規

律
可
能
性
の
審
査
、
三
、
改
善
へ
の
は
た
ら
き
か
け
、
四
、
改
善
の
有
無

な
い
し
他
の
処
分
の
選
択
可
能
性
の
判
断
、
五
、
処
分
の
宜
言
、
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
退
学
処
分
に
は
、
確
か
に
「

管
理
的
処
分
」
性
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
そ
こ
に
お
い
て
な
お
「

改
善
の
見
込
」
の
有
無
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
一
般
条
項
に

よ
る
処
分
の
場
合
で
あ
っ
て
も
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
大
学
は
教
育
機

関
と
し
て
、
単
な
る
傍
観
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
法
的
又
は
道
義

的
責
任
の
如
何
は
さ
て
お
き
「
改
善
」
へ
の
は
た
ら
き
か
け
は
当
然
に
な

さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
処
分
宣
言
の
前
段
階
に
お
い
て
、
大
学
に

六
八

は
な
お
教
育
上
果
さ
ね
ば
な
ら
な
い
役
割
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
退
学
処

分
が
全
く
「
管
理
的
処
分
」
で
あ
る
と
い
い
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
疑

問
の
余
地
が
あ
る
。

　
学
生
た
る
身
分
を
剥
奪
し
学
外
に
排
除
す
る
退
学
処
分
は
、
被
処
分
者

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
大
学
に
と
っ
て
も
重
大
事
で
あ
る
。
殊
に
キ
リ
ス
ト

教
・
仏
教
等
を
以
て
建
学
の
精
神
の
礎
と
す
る
大
学
に
お
い
て
は
、
品
行

方
正
の
学
生
よ
り
も
む
し
ろ
問
題
の
あ
る
学
生
を
如
何
に
教
育
し
て
い
く

か
に
意
を
注
が
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
復
学
の
可
能
性
を
前
提
と
す

れ
ば
、
大
学
の
教
育
上
の
任
務
は
、
学
生
の
退
学
処
分
を
以
て
終
る
も
の

で
も
な
い
。
し
か
し
授
業
料
滞
納
等
を
理
由
と
す
る
除
籍
処
分
を
別
と
し

て
、
一
旦
退
学
処
分
に
な
っ
た
学
生
が
、
そ
の
後
復
学
す
る
機
会
の
希
有

な
る
こ
と
に
鑑
み
、
退
学
処
分
に
関
し
て
は
、
公
正
に
し
て
厳
密
詳
細
な

処
分
手
続
を
明
文
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
専
任
講
師
－
法
学
）
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