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一．

は
じ
め
に

一
九
四
二
年
四
月
実
施
の
第
二
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
は
、
い
わ
ゆ
る

翼
賛
選
挙
と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
。
翼
賛
選
挙
体
制
の
下
で
は
当
時
、
政

府
の
関
与
は
な
い
と
さ
れ
た
翼
賛
政
治
体
制
協
議
会
に
よ
る
推
薦
を
受
け

た
候
補
者
の
当
選
が
目
指
さ
れ
る
一
方
で
、
非
推
薦
者
に
対
し
て
は
執
拗

な
選
挙
妨
害
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
い
く
つ
か
の
選

挙
区
で
は
、
選
挙
妨
害
に
よ
り
、
近
代
選
挙
法
公
理
で
も
あ
る
「
選
挙
の

自
由
と
公
正
」
が
侵
さ
れ
た
と
し
て
、
選
挙
無
効
を
主
張
す
る
訴
訟
が
提

起
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
に
つ
い
て
は
当
選
を
有
効
と
す
る

判
断
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
同
選
挙

で
の
鹿
児
島
第
二
区
の
選
挙
に
つ
い
て
当
時
の
大
審
院
第
三
民
事
部
は
、

一
九
四
五
年
三
月
一
日
、
こ
れ
を
無
効
と
判
断
し
た
。
国
政
選
挙
の
無
効

判
決
と
そ
れ
に
続
く
再
選
挙
の
実
施
と
い
う
の
は
戦
後
も
見
ら
れ
な
い
道

程
で
あ
る
が
、
戦
時
の
政
治
状
況
の
只
中
で
そ
う
し
た
判
断
が
な
さ
れ
た

こ
と
は
、
現
在
以
上
に
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
こ
の
大

審
院
に
よ
る
選
挙
無
効
判
決
と
そ
の
周
辺
事
情
に
つ
い
て
、
一
次
資
料
を

丹
念
に
追
い
な
が
ら
、
そ
の
内
実
に
迫
っ
た
作
品
で
あ
る
。

本
書
は
、
著
者
の
矢
澤
・
清
永
両
氏
が
こ
れ
ま
で
の
自
身
の
研
究
を
再

編
し
て
加
筆
・
修
正
し
た
共
著
で
あ
る
。
矢
澤
氏
は
、
民
法
学
者
で
あ
り

な
が
ら
も
早
く
か
ら
本
書
に
関
す
る
研
究
を
開
始
し
、
す
で
に
研
究
論
文

を
数
本
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
清
永
氏
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
記
者
で
あ
り
な
が
ら

も
新
潮
新
書
『
気
骨
の
判
決
』（
二
〇
〇
八
年
）
を
上
梓
さ
れ
、
本
書
に

関
す
る
研
究
で
す
で
に
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
研
究
が
世
に
出
さ

れ
た
契
機
と
し
て
は
お
そ
ら
く
、
本
判
決
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
「
ド
ラ

マ
」
の
存
在
が
影
響
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
ま
ず
、
長
い
間
、
本
判
決
の

原
本
が
東
京
大
空
襲
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
所
在
が
不
明
で

あ
っ
た
が
、
近
年
そ
れ
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
「
ド
ラ
マ
」
で
あ
る
。
本

判
決
の
原
本
が
東
京
の
大
空
襲
を
潜
り
抜
け
た
こ
と
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て

は
、
本
書
の
一
五
九
頁
以
下
や
二
四
五
頁
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者

は
、
そ
の
意
味
を
深
く
心
に
刻
み
な
が
ら
、
こ
の
研
究
に
取
り
組
ん
だ
と

推
測
さ
れ
る
。
本
書
は
さ
ら
に
、
こ
の
判
決
を
下
し
た
大
審
院
第
三
民
事

部
長
の
吉
田
久
裁
判
官
に
対
す
る
深
い
愛
着
が
感
じ
ら
れ
る
作
品
と
な
っ

て
い
る
。
著
者
は
、
本
件
選
挙
無
効
判
決
に
つ
き
、
そ
の
法
解
釈
学
的
な

意
味
合
い
よ
り
も
、
吉
田
を
初
め
と
す
る
そ
の
他
の
裁
判
官
が
い
か
な
る

【
書
評
】

矢
澤
久
純
・
清
永
聡
著

『
戦
時
司
法
の
諸
相
―

翼
賛
選
挙
無
効
判
決
と
司
法
権
の
独
立
』

（
溪
水
社
、
二
〇
一
一
年
七
月
、
Ａ
５
判
・
三
七
八
頁
＋
ｘ
頁
）

新
　
井
　
　
　
誠
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経
緯
で
本
判
決
を
執
筆
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
吉
田
を
中

心
に
そ
の
苦
悩
や
判
決
の
背
景
あ
る
い
は
周
辺
事
情
な
ど
を
追
う
こ
と

で
、
詳
し
く
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
こ
の
吉
田
の

半
生
を
振
り
返
る
と
い
う
意
味
で
の
「
ド
ラ
マ
」
性
の
あ
る
作
品
と
い
え

る
。
な
お
、
こ
う
し
た
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
展
開
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け

て
か
、
こ
の
判
決
を
め
ぐ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
「
ド
ラ
マ
」
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
制

作
・
放
映
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
わ
せ
て
付
言
し
て
お
こ
う
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ

ド
ラ
マ
「
気
骨
の
判
決
」
二
〇
〇
九
年
八
月
一
六
日
放
映
）。
以
下
、
ま

ず
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

二．

本
書
の
構
成

本
書
は
全
体
が
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
一
部
が
本
論
で
、
第
二

部
が
資
料
編
と
な
る
。
第
二
部
で
は
、
本
書
で
の
主
た
る
素
材
で
あ
る
衆

議
院
議
員
選
挙
鹿
児
島
第
二
区
の
選
挙
無
効
を
言
い
渡
し
た
大
審
院
判
決

を
含
む
、
い
く
つ
か
の
選
挙
無
効
関
連
訴
訟
の
原
文
の
他
、
同
選
挙
・
再

選
挙
の
投
票
動
向
に
関
す
る
数
値
的
資
料
な
ど
、
本
書
を
読
み
進
め
て
い

く
う
え
で
も
、
あ
る
い
は
資
料
的
な
価
値
に
お
い
て
も
、
重
要
と
い
え
る

も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
そ
こ
に
は
あ
わ
せ
て
資
料
の
改
題
が
示
さ
れ

る
）。
こ
れ
ら
資
料
編
の
重
要
性
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
以
降
で
は
特
に
本

論
と
し
て
の
第
一
部
を
主
に
概
観
し
た
い
。

第
一
部
の
本
論
で
は
、
ま
ず
翼
賛
選
挙
を
め
ぐ
る
「
時
代
背
景
」（
第

二
章
）
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
続
き
「
翼
賛
選
挙
に
対
す
る
議
会
に
お
け

る
議
員
の
反
応
」（
第
三
章
）
が
論
じ
ら
れ
る
。
本
部
分
で
興
味
深
い
の

は
、
複
数
の
帝
国
議
会
議
員
に
よ
り
、
東
條
英
機
を
首
班
と
す
る
内
閣
に

対
し
、
翼
賛
選
挙
が
国
策
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
す
な

わ
ち
、
国
家
が
こ
れ
に
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
多
く
の
質
問
が
な
さ
れ
る
部
分
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
当

時
の
時
代
状
況
を
考
え
れ
ば
―
特
に
、
政
府
に
よ
る
国
体
明
徴
声
明
（
一

九
三
五
年
）
以
降
、
議
会
で
の
政
府
糾
弾
発
言
は
慎
重
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
っ
た
印
象
か
ら
す
れ
ば
―
思
い
の
ほ
か
、
鋭
く
行
わ
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
特
に
本
書
に
示
さ
れ
る
大
河
内
貴
族
院
議
員
に
よ
る

質
問
（
二
二
頁
以
下
）
は
、
執
拗
と
も
い
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

こ
う
し
た
翼
賛
選
挙
へ
の
疑
問
が
、
リ
ベ
ラ
ル
（
左
派
的
）
な
議
員
か
ら

だ
け
で
は
な
く
、
笹
川
良
一
と
い
っ
た
右
派
的
と
さ
れ
る
議
員
か
ら
も
出

て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
本
書
で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
、
翼
賛
選
挙

に
お
け
る
推
薦
候
補
者
の
選
抜
に
関
す
る
批
判
の
論
拠
部
分
は
、
発
言
者

に
よ
り
異
な
る
も
の
の
（
五
二
頁
）、
こ
う
し
た
左
右
両
派
か
ら
の
質
問

が
あ
っ
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
て
よ
い
。

次
に
第
四
章
以
降
で
は
鹿
児
島
第
二
区
の
選
挙
と
そ
れ
に
関
す
る
無
効

訴
訟
が
行
わ
れ
る
に
至
る
経
過
が
書
か
れ
て
い
る
。
順
に
示
す
と
、
第
四

章
「
鹿
児
島
第
二
区
―
冨
吉
栄
二
と
そ
の
周
辺
―
」
で
は
、
鹿
児
島
第
二

区
の
状
況
に
つ
い
て
霧
島
市
に
残
さ
れ
て
い
る
史
料
を
も
と
に
検
討
さ
れ

る
。
次
に
第
五
章
「
他
の
選
挙
区
の
状
況
と
二
つ
の
大
審
院
判
決
」
で
は
、

長
崎
第
一
区
、
福
島
第
二
区
、
鹿
児
島
第
一
区
、
第
三
区
の
選
挙
を
め
ぐ

る
選
挙
無
効
訴
訟
の
様
子
が
順
に
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
第
六
章
「
第
三
民
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事
部
の
裁
判
官
」
で
は
、
本
書
の
メ
イ
ン
と
す
る
鹿
児
島
第
三
区
の
選
挙

無
効
訴
訟
を
担
当
し
た
大
審
院
の
第
三
民
事
部
の
裁
判
官
た
ち
（
部
長
で

あ
る
吉
田
久
を
始
め
、
そ
の
他
の
陪
席
裁
判
官
〔
松
尾
實
友
、
武
富
義
雄
、

梶
田
年
、
森
田
豊
次
郎
〕）
の
生
い
立
ち
等
が
示
さ
れ
る
。
な
か
で
も
吉

田
に
つ
い
て
は
、
吉
田
の
誕
生
か
ら
裁
判
官
に
な
る
ま
で
、
さ
ら
に
戦
後

に
は
い
か
な
る
活
躍
を
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
る
。

本
書
が
、
吉
田
へ
の
愛
着
を
示
し
た
書
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
う

し
た
記
載
に
も
一
定
の
理
解
が
で
き
よ
う
。

第
七
章
か
ら
第
九
章
に
か
け
て
は
、
鹿
児
島
第
二
区
の
選
挙
訴
訟
の
進

行
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
第
七
章
「
鹿
児
島
出
張
訊

問
」
で
は
、
裁
判
官
ら
の
鹿
児
島
出
張
に
よ
る
証
拠
収
集
調
査
が
詳
し
く

述
べ
ら
れ
、
第
八
章
「
選
挙
無
効
訴
訟
の
進
行
経
過
―
『
斎
藤
隆
夫
日
記
』

か
ら
―
」
で
は
、
斎
藤
隆
夫
の
日
記
記
載
を
通
じ
て
の
選
挙
無
効
訴
訟
の

進
行
経
過
の
分
析
が
試
み
ら
れ
る
。
な
お
こ
こ
で
は
、
当
時
の
具
体
的
な

進
行
状
況
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
慎
重
な
推
測
に
基
づ
い
て
論
を
進

め
て
い
く
手
法
が
取
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
鹿
児
島
で
は
第
一
区
・
第
二

区
・
第
三
区
に
お
い
て
選
挙
無
効
訴
訟
が
起
き
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
相
互

関
係
に
関
す
る
『
斎
藤
隆
夫
日
記
』
の
記
述
の
解
釈
が
際
立
つ
。
そ
し
て

第
九
章
「
無
効
判
決
」
で
は
、
当
時
の
選
挙
法
を
め
ぐ
る
解
釈
状
況
か
ら

見
た
本
件
無
効
訴
訟
で
採
用
さ
れ
た
法
解
釈
の
特
色
に
加
え
、
本
判
決
直

後
の
吉
田
の
大
審
院
判
事
辞
職
、
さ
ら
に
本
判
決
の
原
本
の
そ
の
後
の
状

況
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
本
書
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
も
い
え
る
話

題
で
あ
る
。
続
く
第
十
章
「
再
選
挙
」
で
は
、
鹿
児
島
第
二
区
の
選
挙
無

効
判
決
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
再
選
挙
を
め
ぐ
る
状
況
が
記
さ
れ
て
い

る
。と

こ
ろ
で
、
衆
議
院
鹿
児
島
二
区
の
選
挙
を
め
ぐ
る
以
上
の
よ
う
な
状

況
を
当
時
の
法
曹
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
こ
う
し

た
事
態
の
な
か
司
法
そ
の
も
の
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
ど
の
よ
う

な
対
応
を
見
せ
る
の
か
。
こ
う
し
た
戦
時
司
法
の
姿
に
触
れ
る
の
が
第
十

一
章
「
戦
時
司
法
論
―
『
法
律
新
報
』
を
中
心
と
し
て
―
」
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
戦
前
に
発
刊
開
始
さ
れ
た
『
法
律
新
報
』
誌
（
戦
後
、
一
九
五
二

年
に
事
実
上
廃
刊
）
を
通
じ
て
、
法
曹
関
係
者
の
往
時
の
発
言
が
省
み
ら

れ
る
。
特
に
、
①
当
該
雑
誌
が
発
刊
初
期
に
は
比
較
的
リ
ベ
ラ
ル
な
雑
誌

と
し
て
裁
判
官
の
趣
味
な
ど
を
扱
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
記
事
が
あ
り
つ
つ

も
、
同
時
に
政
府
の
方
針
に
も
同
調
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
（
一
九

一
―
一
九
二
頁
）、
②
太
平
洋
戦
争
開
戦
後
、
以
上
に
述
べ
た
ユ
ニ
ー
ク

な
記
事
が
突
如
と
し
て
な
く
な
り
急
激
な
保
守
化
を
迎
え
た
こ
と
（
一
九

三
―
一
九
六
頁
）、
さ
ら
に
③
当
該
雑
誌
の
六
八
〇
号
（
一
九
四
三
年
三

月
一
五
日
号
）
以
降
は
、「
日
本
法
理
研
究
會
機
關
誌
」
と
い
う
ク
レ
ジ

ッ
ト
が
入
り
、
そ
の
後
「
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
が
相
応
し
く
な
る

ほ
ど
、
戦
争
協
力
を
声
高
に
訴
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
」（
二
〇
〇
頁
）

こ
と
、
な
ど
が
示
さ
れ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
日
本
法
理
研
究
会
」
と

は
、
刑
法
学
者
の
小
野
清
一
郎
ら
が
中
心
と
な
り
戦
前
に
発
足
し
た
、
西

洋
法
文
化
の
継
承
で
は
な
い
、
独
自
の
日
本
法
文
化
の
構
築
を
理
念
と
し

て
結
成
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
が
、
こ
の
日
本
法
理
研
究
会
と
の
協
働
に
よ

り
『
法
律
新
報
』
誌
が
単
な
る
法
曹
業
界
誌
か
ら
戦
争
協
力
誌
へ
と
変
貌

03-新井先生（縦2段）  12.1.19 6:31 PM  ページ 47



広島法学　35 巻３号（2012 年）－48

し
て
い
く
様
子
が
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
特
筆
さ
れ
る
べ
き
は
、
戦
後
の
『
法
律
新
報
』
誌
が
戦
前
の
自

己
反
省
も
な
く
再
刊
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
日
本
法
理
研
究
会
と
の
関
わ

り
が
強
く
、
戦
中
期
に
『
法
律
新
報
』
に
登
場
し
た
司
法
官
の
中
に
、
戦

後
、
そ
う
し
た
関
わ
り
が
一
切
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
司
法
官
僚
と
し
て

復
活
を
遂
げ
た
者
が
い
る
こ
と
へ
の
鋭
い
批
判
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
他
方
で
、
戦
局
が
激
し
く
な
る
中
で
司
法
権
の
独
立
を
唱
え
軍
部
の

暴
走
に
警
告
を
発
し
て
い
た
裁
判
官
た
ち
が
、
戦
後
に
お
い
て
は
逆
に
最

高
裁
発
足
時
に
こ
と
ご
と
く
排
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
生
々
し
く
示
さ

れ
（
二
二
三
―
二
二
四
頁
）、
こ
う
し
た
記
述
の
最
後
に
著
者
は
、「
そ
し

て
そ
れ
が
、
今
日
ま
で
続
く
司
法
行
政
と
司
法
官
僚
の
出
発
点
と
な
っ
て

い
る
」（
二
二
五
頁
）
と
の
見
解
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
記
述
を
通
じ
て
著

者
は
、
戦
中
期
に
司
法
権
独
立
を
訴
え
た
リ
ベ
ラ
ル
派
が
戦
後
冷
遇
さ
れ

た
状
況
を
嘆
く
の
と
同
時
に
、
他
の
司
法
官
僚
の
事
大
主
義
を
厳
し
く
糾

弾
し
よ
う
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
分
析
を
通
じ
て
最
終
章
の
第
十
二
章
「
司
法
権
の
独
立

論
と
無
効
判
決
の
意
義
」
で
は
、
再
度
本
書
の
目
的
が
再
確
認
さ
れ
つ
つ
、

司
法
権
の
独
立
論
と
の
関
係（
と
り
わ
け
個
々
の
裁
判
官
の
内
部
的
独
立
）

や
、
本
判
決
の
意
義
が
論
じ
ら
れ
る
。

三．

本
書
の
意
義
と
検
討

（
一
）

本
書
の
意
義

本
書
に
つ
い
て
は
様
々
な
観
点
か
ら
コ
メ
ン
ト
が
可
能
で
あ
る
も
の

の
、
ま
ず
は
、
そ
の
丁
寧
な
実
証
主
義
に
つ
い
て
評
価
し
た
い
。
既
述
の

よ
う
に
本
書
は
実
に
多
く
の
一
次
的
資
料
に
基
づ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て

い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
巻
頭
掲
載
の
諸
画
像
（
判
決
原
本
、

吉
田
判
事
ら
の
鹿
児
島
出
張
訊
問
中
の
写
真
）
を
見
た
だ
け
で
も
推
測
で

き
る
が
、
さ
ら
に
は
、
と
り
わ
け
本
書
第
四
章
、
第
五
章
、
第
六
章
の
記

述
で
の
調
査
対
象
に
つ
き
大
変
詳
細
な
一
次
資
料
の
収
集
と
検
証
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
ず
第
四
章
、
第
五
章
で
は
、
鹿
児
島
二
区

や
そ
の
他
の
地
域
（
長
崎
一
区
、
福
島
二
区
、
鹿
児
島
一
区
、
三
区
他
）

で
起
き
た
選
挙
無
効
訴
訟
の
検
討
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
当
時
の
現

地
の
日
刊
紙
（
鹿
児
島
日
報
、
福
島
民
報
）
の
細
か
い
記
述
に
言
及
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
の
中
に
は
、
そ
の
新
聞
を
閲
覧
す
る
現
地
調
査
な

ど
を
経
て
、
丹
念
に
一
枚
ず
つ
見
る
こ
と
で
し
か
判
ら
な
い
も
の
も
あ
ろ

う
。
ま
た
、
第
六
章
で
は
鹿
児
島
二
区
の
選
挙
無
効
判
決
を
出
し
た
裁
判

官
た
ち
の
出
自
に
関
す
る
記
述
が
示
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
吉
田
の
出
身

地
の
郷
土
史
誌
で
あ
る
岡
保
村
誌
な
ど
の
ほ
か
、
注
に
は
吉
田
の
墓
碑
の

記
載
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
（
一
二
五
頁
）。
い
さ
さ
か
ト
リ
ビ
ア
ル
と
も

い
え
る
こ
う
し
た
丹
念
な
情
報
調
査
が
、
本
書
が
全
体
と
し
て
堅
固
な
実

証
研
究
と
な
る
基
盤
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
そ
の
抑
制
的
な
推
論
の
手
法
に
つ
い
て
も
評
価
し
た
い
。
本
書

で
採
用
さ
れ
る
テ
ー
マ
は
戦
前
の
翼
賛
政
治
を
め
ぐ
る
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で

あ
る
と
は
言
い
が
た
く
、
登
場
す
る
各
ア
ク
タ
ー
も
政
治
家
で
は
な
い
司

法
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
研
究
対
象
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
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は
少
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
関
連
資
料
の
発
見
に
は
時
間
と

手
間
が
か
か
り
、
実
際
に
は
よ
く
判
ら
な
い
こ
と
も
多
く
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
う
し
た
な
か
で
著
者
は
、
一
定
の
文
献
の
読
み
取
り
か
ら
、
当
時

の
出
来
事
が
実
際
に
い
つ
行
わ
れ
た
の
か
と
い
っ
た
点
や
当
時
の
各
ア
ク

タ
ー
の
心
情
に
つ
き
、
多
く
の
推
論
に
よ
る
記
述
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
中
に
は
必
ず
し
も
一
定
の
合
理
的
推
論
が
導
き
出
せ
る
か
ど
う
か
難

し
い
大
胆
な
も
の
も
見
ら
れ
る
（
例
え
ば
、
著
者
本
人
も
「
証
明
で
き
な

い
推
論
に
な
っ
て
し
ま
う
が
」（
一
六
三
頁
）
と
断
り
つ
つ
も
以
降
で
行

っ
て
い
る
推
論
な
ど
）。
し
か
し
、
確
実
に
判
ら
な
い
場
合
に
は
判
ら
な

い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
（
例
え
ば
、
一
一
九
頁
で
の
森
田
豊
次
郎

の
肉
親
の
所
在
を
め
ぐ
る
記
載
な
ど
）、
多
く
の
場
合
に
丁
寧
か
つ
抑
制

的
に
推
論
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で

も
な
お
、
以
上
の
よ
う
な
実
証
主
義
と
抑
制
的
な
推
論
に
基
づ
い
た
分
析

に
よ
り
、
当
時
の
選
挙
無
効
判
決
の
前
後
の
状
況
が
時
系
列
で
よ
く
理
解

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
本
書
の
最
大
の
特
色
で
あ
る
。

（
二
）

若
干
の
検
討
―
憲
法
学
の
視
点
か
ら

①
「
選
挙
ノ
規
定
」
違
反
の
理
解
に
つ
い
て
　

以
上
の
よ
う
な
評
価
を
で
き
る
本
書
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
の
歴
史
学

的
あ
る
い
は
政
治
史
的
な
評
価
に
つ
き
本
書
評
で
行
う
こ
と
は
、
憲
法
研

究
者
で
あ
る
評
者
に
と
っ
て
は
手
に
余
る
作
業
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で

は
、
本
書
に
登
場
す
る
法
解
釈
論
に
つ
き
若
干
の
検
討
を
す
る
に
留
め
た

い
。
そ
れ
で
も
、
本
書
の
意
義
の
一
つ
に
は
法
学
者
に
よ
る
本
件
訴
訟
分

析
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
う
し
た
法
解
釈
の
検
討
に
は
大
い
に
意

義
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
は
、
当
時
の
選
挙
法
解
釈
を
め
ぐ
る
記
述
に
関
す
る
部
分
に
つ
い

て
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
一
四
九
頁
以
下
で
本
件
無
効
判
決
そ
の
も
の
の

検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
当
時
の
選
挙
法
解
釈
の
状
況
が
示
さ

れ
て
い
る
。
当
時
の
衆
議
院
議
員
選
挙
法
八
二
条
一
項
に
は
「
選
挙
ノ
規

定
ニ
違
反
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
選
挙
ノ
結
果
ニ
異
動
ヲ
及
ホ
ス
ノ
虞
ア

ル
場
合
ニ
限
リ
」
選
挙
の
全
部
又
は
一
部
を
無
効
と
す
る
、
と
い
う
規
定

が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
本
書
は
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
「
選
挙
ノ
規
定
ニ
違
反
ス
ル
」
と
「
選
挙
ノ
結
果

ニ
異
動
ヲ
及
ホ
ス
ノ
虞
ア
ル
場
合
」と
い
う
二
つ
の
要
件
が
あ
る
も
の
の
、

当
時
の
通
説
的
解
釈
で
は
「
選
挙
ノ
規
定
」
と
は
選
挙
執
行
の
手
続
規
定

の
み
を
指
す
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
通
説
的
解
釈
に
従
え
ば
、
本
来
、

本
件
の
よ
う
な
選
挙
干
渉
を
理
由
と
し
た
選
挙
無
効
判
決
を
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
、
と
い
っ
た
旨
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
は
、
そ
う

し
た
状
況
の
な
か
で
大
審
院
第
二
民
事
部
が
長
崎
第
一
区
の
選
挙
無
効
訴

訟
に
お
い
て
、「
選
挙
ノ
規
定
」
の
中
身
の
理
解
と
し
て
「
選
挙
干
渉
が

選
挙
の
自
由
公
正
を
害
し
て
公
選
の
趣
旨
が
没
却
さ
れ
る
ぐ
ら
い
に
至
っ

た
場
合
に
は
、
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
と
し
て
無
効
と
な
り
得
る
と
い

う
解
釈
を
示
し
て
い
た
」（
一
五
一
頁
）
と
し
、
こ
れ
を
「
斬
新
的
な
解

釈
」（
一
五
一
頁
）
と
す
る
。
さ
ら
に
本
書
は
、
こ
の
こ
と
を
受
け
て

「
単
純
に
前
記
第
一
の
要
件
で
あ
る
『
選
挙
ノ
規
定
』
の
意
味
を
広
げ
る

だ
け
で
も
良
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
手
続
規
定
違
反
に
限
定
さ
れ

ず
、
官
公
吏
の
選
挙
運
動
禁
止
の
規
定
の
違
反
も
こ
れ
に
当
た
る
と
す
れ
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ば
、
も
っ
と
簡
単
で
あ
っ
た
」（
一
五
一
頁
）
と
い
う
ふ
う
に
、（
本
来
的

に
取
ら
れ
て
も
よ
い
は
ず
と
す
る
）一
つ
の
解
釈
の
可
能
性
を
提
示
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
裁
判
所
は
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
本
書
は
、
第
二
民

事
部
が
「
新
た
な
」
解
釈
論
を
採
用
し
た
理
由
に
つ
き
「
完
全
に
推
測
の

域
を
出
な
い
議
論
で
あ
る
が
」
と
の
留
保
を
行
っ
た
う
え
で
（
第
二
民
事

部
が
示
し
た
）「
長
崎
一
区
判
決
は
、
選
挙
訴
訟
頻
発
を
避
け
る
と
い
う

理
由
の
他
に
、
実
は
、
翼
賛
選
挙
で
の
個
々
の
官
公
吏
の
個
々
の
行
動
は

あ
く
ま
で
も
規
定
違
反
で
は
な
い
、
と
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
」（
一
五
二
頁
）
と
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
は
、
た
し
か
に
「
選
挙
ノ
規
定
」
違
反
を
め
ぐ

る
長
崎
第
一
区
の
選
挙
無
効
訴
訟
の
判
決
（
大
判
昭
和
一
八
・
一
〇
・
二

九
大
民
集
二
二
巻
一
〇
三
九
頁
）
は
、
純
粋
な
選
挙
管
理
機
関
以
外
の
諸

行
為
で
も
「
選
挙
ノ
規
定
」
違
反
に
な
る
と
い
う
、
当
該
規
定
の
文
言
の

新
た
な
理
解
を
示
す
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
現
在
で
も
参
照
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
（
ち
な
み
に
日
本
国
憲
法
下
で
の
最
高
裁
は
、
現
在
の
公

職
選
挙
法
二
〇
五
条
一
項
に
お
け
る
「
選
挙
の
規
定
」
違
反
の
理
解
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
「
主
と
し
て
、
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関

が
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が

あ
る
と
き
又
は
直
接
か
よ
う
な
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
が
選
挙
法
の

基
本
理
念
た
る
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
と
き
」

（
最
判
昭
二
七
・
一
二
・
四
民
集
六
巻
一
一
号
一
一
〇
三
頁
、
最
判
昭
三

〇
・
八
・
九
民
集
九
巻
九
号
一
一
八
一
頁
、
最
判
昭
五
一
・
九
・
三
〇
民

集
三
〇
巻
八
号
八
三
八
頁
な
ど
）
と
す
る
が
、
こ
の
「
主
と
し
て
」
の
意

味
に
つ
い
て
は
、「
純
粋
の
選
挙
執
行
機
関
以
外
の
機
関
の
行
為
に
よ
つ

て
も
、
選
挙
が
無
効
に
な
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
予
想
し
て
含
み
を

持
た
せ
た
趣
旨
」（
田
中
真
次
「
選
挙
に
関
す
る
新
聞
記
事
と
選
挙
の
効

力
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
編
昭
和
三
〇
年
度
』
一
一
三
頁
）
と

解
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
つ
き
、
拙
著
「
選
挙
の
自
由
・
公
正
と
選
挙
無

効
事
由
」『
平
成
一
四
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）

二
四
頁
参
照
）。
そ
の
点
で
は
解
釈
の
新
規
性
に
つ
い
て
一
定
程
度
認
め

ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

た
だ
し
、
当
時
の
衆
議
院
議
員
選
挙
法
八
二
条
一
項
の
「
選
挙
ノ
規
定
」

に
官
公
吏
の
選
挙
運
動
禁
止
を
広
く
読
み
こ
む
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
解
釈
論
上
の
消
極
的
評
価
を

す
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
再
考
の
余
地
が
な
い
か
。
公

務
員
に
よ
る
選
挙
運
動
の
実
施
に
つ
い
て
は
現
在
で
も
、
公
職
選
挙
法
上

あ
る
い
は
国
家
公
務
員
法
上
の
禁
止
規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
効

果
は
公
務
員
個
人
に
対
す
る
刑
罰
の
付
与
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
も
そ
も
公
務
員
個
人
の
選
挙
運
動
規
制
に
関
す
る
法
律
の
対
処
方
法

は
、
選
挙
結
果
の
異
動
が
な
い
限
り
、
一
義
的
に
は
刑
罰
に
よ
る
対
応
で

あ
る
べ
き
と
い
う
認
識
が
前
提
に
な
っ
て
い
よ
う
。
他
方
で
、
選
挙
無
効

と
い
う
効
果
は
議
員
の
地
位
を
喪
失
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
非
常
に
強
い

効
果
を
伴
う
が
、
こ
う
し
た
規
定
を
時
の
権
力
が
悪
用
し
て
敵
対
す
る
議

員
の
当
選
を
無
効
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
そ

こ
で
選
挙
無
効
の
根
拠
規
定
が
恣
意
的
に
拡
大
解
釈
さ
れ
る
こ
と
は
極
力

避
け
ら
れ
る
べ
き
と
の
理
解
も
成
り
立
つ
。
つ
ま
り
旧
法
の
「
選
挙
ノ
規
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定
」
違
反
に
つ
い
て
も
ま
た
、
選
挙
法
違
反
と
い
う
摘
発
の
恣
意
性
を
排

除
す
る
た
め
に
あ
る
程
度
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
の
解
釈
に

お
い
て
そ
れ
ま
で
管
理
執
行
行
為
に
限
定
す
る
点
が
特
に
強
調
さ
れ
て
き

た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
た
場
合
に
「
選
挙
ノ
規
定
」
違

反
の
中
に
官
公
吏
の
選
挙
運
動
禁
止
規
定
を
直
に
読
み
込
ま
な
い
と
い
う

考
え
方
、
あ
る
い
は
、
管
理
行
為
以
外
に
つ
い
て
は
実
質
的
な
選
挙
阻
害

行
為
が
見
ら
れ
る
場
合
に
特
に
限
っ
て
当
該
規
定
の
対
象
と
す
る
考
え
方

に
つ
い
て
は
、
一
定
の
理
解
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
官
公
吏
の
選
挙
運
動
の
禁
止
を
「
選
挙
ノ
規
定
」
の
な
か
に
読

み
込
む
可
能
性
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
本
事
例
で
そ
の
よ

う
な
読
み
込
み
を
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
き
、「
実
は
、
翼
賛
選
挙
で
の

個
々
の
官
公
吏
の
個
々
の
行
動
は
あ
く
ま
で
も
規
定
違
反
で
は
な
い
、
と

し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
す
る
本
書
の
理
解
に
つ

い
て
は
ど
う
か
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
も
、「
新
解
釈
」
の
採
用
が
、

そ
う
し
た
思
惑
の
存
在
を
必
然
的
に
帰
結
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
す
な

わ
ち
、
選
挙
無
効
の
法
効
果
は
個
別
の
刑
罰
付
与
に
比
べ
て
重
大
な
結
果

が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
認
定
に
は
個
別
の
行
為
の
違
法
認
定
で
は
足

り
ず
、
全
体
的
な
選
挙
執
行
の
瑕
疵
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
本
件
規

定
の
要
件
と
し
て
は
、
と
り
わ
け
明
白
な
選
挙
法
原
則
（
選
挙
の
自
由
公

正
）
違
反
が
あ
る
か
否
か
の
認
定
に
つ
き
、
個
別
の
責
任
よ
り
も
様
々
な

官
公
吏
に
よ
る
組
織
的
関
与
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
個
々
人
の
行

為
そ
の
も
の
の
事
実
認
定
だ
け
で
は
当
該
規
定
違
反
と
は
で
き
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
件
と
は
別
に
官
公
吏
に
よ

る
選
挙
運
動
禁
止
規
定
違
反
に
よ
る
刑
罰
の
付
与
の
可
能
性
も
出
て
く
る

が
（
本
件
の
各
官
公
吏
の
行
為
が
そ
れ
に
当
た
る
の
か
ど
う
か
は
不
明
）、

本
判
決
は
選
挙
無
効
訴
訟
な
の
で
個
々
の
行
為
の
違
法
性
認
定
が
メ
イ
ン

に
登
場
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
（
ち
な
み
に
戦
後
も
、
選
挙
人

や
選
挙
運
動
な
ど
の
罰
則
規
定
違
反
の
行
為
に
よ
り
選
挙
の
自
由
・
公
正

が
奪
わ
れ
れ
ば
、
選
挙
無
効
と
な
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
最
高
裁
判
決

（
最
判
昭
六
一
・
二
・
一
八
判
時
一
一
八
五
号
九
六
頁
）
が
あ
る
。
こ
こ

で
も
個
別
の
行
為
の
罰
則
も
あ
わ
せ
て
問
題
と
な
る
こ
と
に
注
意
し
た

い
）。そ

れ
で
も
な
お
、
長
崎
第
一
区
の
選
挙
無
効
判
決
等
が
、「
選
挙
ノ
規

定
」
違
反
に
よ
り
明
白
な
選
挙
の
自
由
公
正
を
害
す
る
よ
う
な
場
合
の
理

解
に
関
し
て
、
選
挙
管
理
手
続
行
為
と
い
っ
た
形
式
的
部
分
だ
け
で
は
な

く
、
実
質
的
な
部
分
で
の
選
挙
法
違
反
行
為
を
選
挙
無
効
の
原
因
事
由
と

捉
え
た
こ
と
そ
の
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
と
り
わ
け
、
か
の
時
代
の
渦
中
に
、
実
質
的
な
選
挙
法
原
則
違
反
へ

の
厳
し
い
対
応
を
裁
判
所
が
図
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
意

義
は
よ
り
深
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
本
書
が
選
挙
法
解
釈
の
変
化

に
注
目
し
一
定
の
分
析
を
加
え
た
こ
と
に
は
大
変
意
義
が
あ
ろ
う
。

②
再
選
挙
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
　

憲
法
学
的
な
観
点
か
ら
見
た
場
合
に
気
に
な
る
も
う
一
つ
の
点
と
し

て
、
再
選
挙
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
本
書
で
中
心
的
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
大
審
院
第
三
民
事
部
の
選
挙
無
効
判
決
で
は
四
名
の
議
員
が
失
職
す
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
本
書
に
は
、「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
七
五
条
一
項
四
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号
に
よ
り
再
選
挙
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
文
上
は
そ
う
で
あ
っ
て

も
、
時
代
状
況
か
ら
し
て
そ
の
ま
ま
う
や
む
や
に
し
て
し
ま
う
こ
と
も
可

能
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
事
実
、
無
効
判
決
が
下
さ
れ
た
直
後

の
新
聞
記
事
で
は
、
再
選
挙
は
未
定
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
再

選
挙
の
実
施
は
、
鹿
児
島
県
の
判
断
で
あ
っ
た
。
鹿
児
島
県
が
再
選
挙
実

施
に
踏
み
切
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
選
挙
を
利
用
し
て
、
再
度
、
国

民
（
選
挙
民
）
の
士
気
高
揚
を
謀
っ
た
と
い
う
の
も
理
由
の
一
つ
で
は
あ

る
ま
い
か
。」（
一
七
三
―
一
七
四
頁
）
と
の
記
述
が
あ
る
。
し
か
し
、
本

件
の
選
挙
無
効
訴
訟
が
出
さ
れ
た
の
は
一
九
四
五
年
三
月
一
日
で
あ
り
同

年
三
月
二
〇
日
に
は
再
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
再
選
挙
・
補
欠

選
挙
を
行
う
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
日
か
ら
二
〇
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
の
当
時
の
選
挙
法
規
定
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う（
な
お
、

宮
澤
俊
義
『
選
挙
法
要
理
』（
一
元
社
、
一
九
三
〇
年
）
一
〇
五
頁
な
ど

も
参
照
）。
つ
ま
り
、
実
際
に
は
再
選
挙
は
形
式
的
要
件
に
よ
り
粛
々
と

実
施
さ
れ
た
の
で
あ
り
、「
踏
み
切
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
点
、
本
書
が
政
治
的
な
思
惑
を
背
景
に
し
て
再
選
挙
が

行
わ
れ
た
よ
う
な
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
ま
た
一

定
の
再
考
が
必
要
と
な
ろ
う
。

た
だ
、
規
範
論
の
観
点
か
ら
は
そ
う
し
た
指
摘
が
で
き
る
も
の
の
、
そ

れ
で
も
な
お
、
も
し
か
し
た
ら
様
々
な
思
惑
が
背
景
に
は
あ
っ
た
と
い
う

の
が
事
実
で
あ
る
可
能
性
も
全
て
否
定
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
難
題
を

乗
り
越
え
て
一
定
の
推
論
を
さ
れ
る
著
者
の
努
力
に
は
一
定
の
敬
意
を
表

し
た
い
。

四．

ま
と
め
に
か
え
て

以
上
、
本
書
に
つ
い
て
そ
の
概
観
や
そ
の
評
価
さ
れ
る
べ
き
点
を
示
し

つ
つ
、
憲
法
学
の
観
点
か
ら
の
留
意
す
べ
き
点
を
い
く
つ
か
提
示
し
て
き

た
。
最
後
の
部
分
で
は
法
令
理
解
に
つ
い
て
の
若
干
突
っ
込
ん
だ
検
討
内

容
を
提
示
し
て
み
た
も
の
の
、
既
述
の
よ
う
に
本
書
の
テ
ー
マ
や
そ
の
研

究
手
法
に
つ
き
評
価
で
き
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
そ
し
て
、
著
者
が

本
書
の
研
究
の
意
義
の
提
示
を
通
じ
て
、
い
か
な
る
事
態
に
あ
っ
て
も
司

法
が
な
す
べ
き
役
割
を
適
切
に
こ
な
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
強
く
主

張
し
て
い
る
点
も
印
象
的
で
あ
り
、
学
ぶ
こ
と
が
多
い
作
品
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
研
究
は
従
来
、
歴
史
家
に
委
ね
ら
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
本

書
の
前
半
で
「
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
日
本
史
の
専
門
家
が
判
決
が
下

さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
程
度
で
、
法
学
者
に
よ
る
本
格
的
研
究
は
全
く

存
在
し
な
い
」
が
、
こ
う
し
た
法
律
の
非
専
門
家
が
示
し
た
文
献
に
は

「
法
律
用
語
の
誤
用
が
多
く
見
ら
れ
る
た
め
、
法
律
用
語
を
正
し
く
使
用

し
て
こ
の
無
効
判
決
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
こ
と
は
法
律
家
の
責
務
と
も

言
え
る
」（
六
頁
）
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
回
、
矢
澤
氏
が
法
学

者
と
し
て
本
研
究
に
関
わ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た

と
い
え
る
。
他
方
で
本
研
究
テ
ー
マ
は
、
本
来
、
法
学
研
究
者
の
な
か
で

も
憲
法
学
な
ど
の
公
法
学
者
が
取
り
組
む
べ
き
対
象
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
従
来
、
と
り
わ
け
近
時
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
日
本
の
戦
前
、
戦
中

期
に
お
け
る
、
公
法
学
の
研
究
対
象
と
な
る
制
度
運
用
の
実
際
に
つ
き
検

討
す
る
研
究
は
少
な
い
。
こ
う
し
た
研
究
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
公
法
学
に
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お
け
る
戦
時
期
の
制
度
や
運
用
を
め
ぐ
る
研
究
が
本
来
的
に
は
必
要
な
こ

と
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
感
じ
つ
つ
、
書
評
を
終
え
る
こ
と

と
し
た
い
。
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