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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
『
共
生
の
法
律
学
』

　

池　

田　

眞　

朗

一　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
位
置
づ
け

　

法
学
部
長
の
池
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
、
多
数
の
皆
様
に
ご
出
席
い
た
だ
き
、
有
難
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

本
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
ま
し
た
責
任
者
と
し
て
、
本
日
こ
れ
か
ら
ご
登
壇
い
た
だ
く
、
ブ
ラ
ジ
ル
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
の

二
宮
正
人
先
生
、
中
国
北
京
大
学
の
朱
大
明
先
生
の
お
二
人
の
招
待
講
演
者
を
は
じ
め
、
基
調
講
演
者
の
慶
應
義
塾
大
学
の
松
尾

弘
先
生
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ご
登
壇
者
の
、
名
古
屋
大
学
の
コ
ン
・
テ
イ
リ
先
生
、
日
本
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
法
律
家
の
会

の
桜
木
和
代
先
生
、
成
蹊
大
学
の
塩
澤
一
洋
先
生
に
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

武
蔵
野
大
学
法
学
部
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
共
は
、
そ
の
開
設
を
記
念
し
、
ま
た
今
後
の
本
学
法

学
部
の
研
究
教
育
の
方
向
性
を
広
く
世
間
に
示
す
機
会
と
し
て
、
開
設
記
念
の
連
続
行
事
を
企
画
い
た
し
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の

第
四
回
で
最
終
回
で
あ
り
ま
す
。
う
ち
二
回
は
政
治
学
科
の
主
幹
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
法
律
学
科
主
幹
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し

て
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
に
開
催
い
た
し
ま
し
た
、
第
一
回
の
「
二
一
世
紀
の
資
金
調
達
と
民
事
法
の
役
割
─
中
小
企
業
の
発
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展
と
市
民
の
幸
福
の
た
め
に
─
」（
二
〇
一
四
年
四
月
一
九
日
開
催
）
に
続
く
も
の
と
な
り
ま
す
。

二　
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
法
律
学
」
に
つ
い
て
─Sustainability

の
観
点
か
ら

　

以
下
私
か
ら
は
、
最
初
に
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
テ
ー
マ
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化

と
法
律
学
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
実
は
本
来
法
律
学
は
、
一
般
的
に
い
わ
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
向
い
て
い
る
学
問
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
世
界
の
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
に
制
定
法
を
持
ち
、
あ
る
い
は
判
例
法
の
蓄
積
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
内
容
は
、
各
国

ご
と
に
、
似
て
は
い
て
も
千
差
万
別
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
学
問
内
容
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
来
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
性
格
を
持
つ
部
分
も
か
な
り
あ
り
、
世
界
各
国
の
人
々
が
、
共
通
の
前
提
で
議
論
を
し
に
く
い
学
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
法
律
学
者
の
企
画
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
各
国
の
法
制
度
を
比
較
し
て
優
劣
を
論
じ
た
り
、
自
国

の
法
律
の
解
釈
の
参
考
に
し
た
り
す
る
と
い
う
内
容
に
な
り
が
ち
で
す
。
け
れ
ど
も
、
法
律
や
制
度
の
国
際
比
較
を
す
る
と
い
う

こ
と
で
終
わ
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
往
々
に
し
て
学
者
の
自
己
満
足
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
に
、
そ
も
そ
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
国
境
と
い
う
垣
根
が
低
く
な
っ
て
、
人
や
モ
ノ
の
国
際
的
な
交

流
、
流
通
が
盛
ん
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
理
解
で
は
、
あ
ま
り
に
も
表
面
的
に
過
ぎ
る
と
思
い
ま
す
。

　

近
年
、
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィSustainability

と
い
う
言
葉
が
だ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
日
本
語

で
は
、
持
続
可
能
性
と
訳
さ
れ
ま
す
。
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
で
は
、
ま
だ
地
球
環
境
な
ど
の
ニ
ュ
ー
ス
で
使
わ
れ
る
程
度
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
私
が
以
前
会
員
と
し
て
法
学
委
員
長
を
し
て
い
た
日
本
学
術
会
議
で
は
、
こ
れ
が
い
わ
ば
最
重
要
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と

し
て
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
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私
は
、
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
本
質
は
、
経
済
と
か
政
治
と
か
法
律
と
か
、
あ
る
い
は
文
化
と
か
の
人
の
営
み
の
あ
ら
ゆ
る

側
面
に
お
い
て
、
人
々
が
、
地
球
規
模
で
の
持
続
可
能
性
、
も
っ
と
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
言
え
ば
「
生
き
残
り
」
を
考
え
、
協

力
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
そ
う
捉
え
る
と
、
法
律
学

は
、
学
者
的
に
各
国
の
法
制
度
を
比
較
し
て
優
劣
を
論
じ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
場
合
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
、
地
球

規
模
で
の
生
き
残
り
を
考
え
る
べ
き
時
代
に
、
法
律
学
は
何
が
で
き
る
か
、
と
い
う
発
想
で
英
知
を
集
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。
本
日
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
法
律
学
」
は
、
ま

さ
に
そ
の
よ
う
な
意
味
で
ご
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

三　
「
支
援
と
共
生
」
に
つ
い
て
─w

in-w
in

の
関
係
と
は

　

つ
ぎ
に
、
副
題
と
し
た
「
支
援
と
共
生
」
に
つ
い
て
で
す
。
こ
れ
ま
た
、
そ
う
い
う
厳
し
い
時
代
だ
か
ら
助
け
合
っ
て
仲
良
く

や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
世
界
か
ら
一
流
の
登
壇
者
を
集
め
て
講
演
や
議
論
を
し
て
い
た
だ
く
ま
で
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
ず
、「
共
生
」
と
い
う
言
葉
は
、
実
社
会
に
お
い
て
も
、
ま
た
様
々
な
学
問
世
界
で
も
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
が
仏

教
で
の
重
要
な
概
念
で
も
あ
り
ま
す
。
今
日
は
こ
の
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
を
皆
さ
ん
と
と
も
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

法
哲
学
者
で
あ
る
東
京
大
学
の
井
上
達
夫
教
授
は
（
こ
の
方
は
私
が
日
本
学
術
会
議
の
法
学
委
員
会
で
ご
一
緒
し
て
い
た
方
で

す
が
）「
共
に
生
き
る
こ
と
─
こ
の
一
見
単
純
な
言
葉
は
、
無
限
に
豊
か
な
解
釈
に
開
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
釈
に

社
会
科
学
と
社
会
哲
学
の
総
体
が
関
与
し
、
依
存
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
（
（
（

。
私
は
こ
の
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文
章
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
共
生
」
と
い
う
言
葉
の
「
そ
の
解
釈
に
社
会
科
学
と
社
会
哲
学
の
総
体
が
関

与
し
、
依
存
し
て
い
る
」
と
い
う
井
上
先
生
の
評
価
は
、
ま
さ
に
過
言
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
入
り
ま
し
ょ
う
。
よ
く
マ
ス
コ
ミ
で
も
「
異
文
化
共
生
社
会
」
な
ど
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
ま

す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
一
つ
の
地
域
に
国
籍
の
異
な
る
多
様
な
人
が
暮
ら
し
て
い
る
、
と
い
う
程
度
の
意
味
で
使
っ

て
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
の
非
常
に
浅
い
使
い
方
で
あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。

　

つ
ま
り
、「
共
生
」
と
「
共
存
」
は
違
う
の
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
国
の
人
が
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、「
共

存
」
に
は
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
共
生
」
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
何
が
言
い
た
い
か
と
い
え

ば
、
共
存
は
し
て
い
て
も
、
一
部
の
人
に
だ
け
利
益
が
あ
り
幸
福
が
あ
る
、
と
い
う
状
態
で
は
、
決
し
て
「
共
生
」
の
状
態
と
は

呼
べ
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

私
の
専
門
は
民
法
と
金
融
法
で
す
が
、
最
近
の
金
融
法
で
は
、
ひ
と
昔
前
と
違
っ
て
、w

in-w
in

の
関
係
、
と
い
う
こ
と
を
よ

く
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
金
融
法
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
名
前
の
法
律
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
金
融
に
関
す
る

法
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
金
融
と
い
う
も
の
は
取
引
社
会
の
血
液
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
民
事
や
商
事
の

取
引
に
金
融
が
関
係
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
は
金
融
法
と
い
う
も
の
は
、
民
法
の
財
産
法
や
会
社
法
、
金
融
商
品
取
引

法
な
ど
か
ら
始
ま
っ
て
、
倒
産
法
や
執
行
・
保
全
法
、
税
法
等
に
ま
で
広
が
る
、
多
数
の
法
律
に
い
わ
ば
横
串
を
刺
し
て
研
究
す

る
一
大
ワ
ー
ル
ド
な
の
で
す
が
、
こ
の
分
野
で
の
研
究
の
基
本
ス
タ
ン
ス
が
変
わ
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

か
つ
て
は
、
オ
カ
ミ
が
上
か
ら
お
金
を
流
す
と
こ
ろ
か
ら
研
究
が
始
ま
り
、
融
資
を
す
る
側
の
銀
行
と
い
う
存
在
は
か
な
り
守

ら
れ
て
い
て
、
勝
手
な
こ
と
を
し
て
金
儲
け
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
は
国
の
ほ
う
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
規
制
の
法
律
が
作
ら
れ
る
、

と
い
う
の
が
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
時
代
で
し
た
。
そ
れ
が
、
二
一
世
紀
の
金
融
法
で
は
、
い
わ
ば
下
か
ら
の
、
つ
ま
り
資
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金
の
調
達
を
す
る
側
か
ら
の
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、
お
金
を
流
す
側
の
国
や
銀
行
に
も
一
定
の
リ
ス
ク
負
担
の
発
想
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
私
は
こ
の
流
れ
を
、
融
資
法
か
ら
資
金
調
達
法
へ
、
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
し
て
、
金
融

取
引
に
か
か
わ
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
こ
れ
は
貸
し
手
、
借
り
手
、
投
資
者
等
、
当
該
取
引
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
当
事
者
を
プ
レ
ー

ヤ
ー
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
う
ち
、
誰
か
一
人
は
絶
対
に
損
を
し
な
い
、
な
ど
と
い
う
ス
キ
ー

ム
は
必
ず
ど
こ
か
で
糾
弾
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
二
一
世
紀
の
金
融
で
は
、
皆
が
リ
ス
ク
を
分
け
合

い
、
す
べ
て
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
そ
れ
な
り
の
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
関
係
、
こ
れ
がw

in-w
in

の
関
係
と
い
う
こ
と
な
の
で
す

が
、
そ
う
い
う
取
引
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
金
融
法
の
世
界
で
は
、
こ
のw

in-w
in

の
関
係
が
で
き
る
こ
と
が
「
共
生
」
の
段
階
で
あ
る
と
私
は
考
え
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
法
律
学
の
他
の
分
野
に
お
い
て
も
、
観
念
す
べ
き
「
共
生
」
の
具
体
的
内
容
が
想
定
さ
れ
る
と
思
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
法
律
学
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
共
生
の
概
念
が
考
え
ら
れ
る
は
ず
な
の
で

す
。
例
え
ば
、
都
市
社
会
学
で
い
え
ば
、
一
つ
の
都
市
に
暮
ら
す
国
籍
、
性
別
、
年
代
の
異
な
る
様
々
な
市
民
層
が
、
単
に
共
に

暮
ら
す
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
お
互
い
に
こ
のw

in-w
in

の
関
係
が
で
き
、
す
べ
て
の
構
成
員
が
幸
福
を
享
受
で
き
る
、
と
い

う
状
態
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
（
（
（

。

　

つ
ま
り
、
共
生
の
概
念
で
い
うw

in-w
in

の
関
係
と
は
、
決
し
て
経
済
的
な
利
益
だ
け
を
物
差
し
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
精
神
的
な
も
の
も
含
め
て
の
幸
福
の
概
念
に
つ
な
が
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
で
「
支
援
と
共
生
」
と
う
た
っ
た
そ
の
「
支
援
」
も
、
決
し
て
い
わ
ゆ

る
チ
ャ
リ
テ
ィ
と
か
施
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
申
し
上
げ
た
「
共
生
」
の
状
態
を
実
現
す
る
た
め
の
「
支
援
」
な
の
で
す
。
で

す
か
ら
支
援
の
結
果
は
、
徐
々
にw

in-w
in

の
関
係
に
な
っ
て
い
く
べ
き
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
あ
る
時
期
に
は
支
援
さ
れ



（（

武蔵野法学第 7号

て
い
た
側
か
ら
今
度
は
支
援
し
た
側
に
も
逆
に
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
く
の
が
理
想
で
あ
り
、
そ
の
結

果
、
最
初
に
申
し
上
げ
た
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
が
維
持
さ
れ
強
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
支
援
と
い
う
も

の
は
、
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
関
係
は
決
し
て
一
方
通
行
で
は
な
い
。
一
定
の
時
間
の
経
過
の
中
で
み
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
相

互
性
が
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
で
す
。
私
が
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
副
題
で
あ
る
「
支
援
と
共
生
」
に
込
め
た
理
想

は
、
そ
の
二
つ
が
「
支
援
か
ら
共
生
へ
」
と
進
化
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

具
体
的
に
日
本
と
い
う
国
を
考
え
た
場
合
に
は
、
支
援
の
形
に
は
、
受
け
入
れ
る
支
援
と
、
出
て
い
く
支
援
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
す
る
立
場
の
支
援
と
、
さ
れ
る
立
場
の
支
援
が
あ
っ
て
、
日
本
と
い
う
国
を
考
え
た
だ
け
で
も
歴
史
的

に
見
る
と
そ
の
立
場
に
は
相
互
性
が
あ
る
こ
と
が
容
易
に
わ
か
る
は
ず
で
す
。

四　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
狙
い

　

そ
う
い
う
問
題
意
識
の
中
で
、
法
律
学
は
何
が
で
き
る
か
、
を
考
え
よ
う
と
い
う
の
が
本
日
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
な

の
で
す
。
各
国
の
法
律
の
ど
こ
が
ど
う
違
う
か
な
ど
と
い
う
議
論
で
は
な
く
、
法
律
学
の
力
で
、
支
援
と
共
生
を
ど
う
実
現
し
て

い
け
る
の
か
、
そ
し
て
地
球
規
模
の
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
ど
う
維
持
強
化
し
て
い
け
る
の
か
、
ひ
い
て
は
、
世
界
中
の
人
々

を
ど
う
幸
福
に
導
い
て
い
け
る
の
か
を
考
え
た
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
テ
ー
マ
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
は
多
様
で
あ
る
は
ず
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
ご
登
壇
い
た
だ
く
先
生

方
の
講
演
や
討
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
た
だ
い
ま
お
話
し
し
た
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
に
ど
う
か
か
わ
り
、
ど
う
い
う
側
面
に
光

を
当
て
る
も
の
な
の
か
を
、
ご
参
加
の
皆
様
方
お
一
人
お
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
考
え
、
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
本
シ
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ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
必
ず
や
実
り
の
多
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

五
「
共
生
の
法
律
学
」
と
「
共
生
」
研
究
の
意
義
─
法
律
学
に
お
け
る
「
幸
せ
」
の
追
究

　

と
い
う
わ
け
で
、
私
自
身
が
副
題
と
し
て
掲
げ
ま
し
た
「
共
生
の
法
律
学
」
の
研
究
と
い
う
の
は
、
法
律
学
が
こ
れ
ま
で
陥
り

が
ち
で
あ
っ
た
、
判
例
学
説
の
分
析
や
細
か
い
解
釈
学
の
議
論
に
終
始
す
る
よ
う
な
態
度
を
捨
て
、
法
律
学
が
、
様
々
な
集
団
の

人
々
を
ど
れ
だ
けw

in-w
in

の
関
係
に
立
て
る
よ
う
に
し
、
ど
れ
だ
け
世
界
の
人
々
を
幸
福
に
で
き
る
も
の
な
の
か
を
追
究
し

て
い
く
営
み
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
そ
も
そ
も
「
共
生
」
の
研
究
は
、「
幸
せ
」
の
研
究
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
最
初
に
ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ
た
、
仏

教
用
語
と
し
て
の
「
共
生
」
の
観
念
は
、
こ
の
世
の
中
に
生
き
と
し
生
け
る
す
べ
て
の
者
の
幸
せ
を
願
う
考
え
方
で
す
が
、
現
代

の
地
球
社
会
の
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
議
論
は
、
こ
の
仏
教
用
語
に
新
た
な
意
義
づ
け
を
与
え
る
も
の
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ

う
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
次
第
で
、
本
日
の
法
学
部
開
設
記
念
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
武
蔵
野
大
学
が
本
年
4
月
に
新
し
く
発
表
し
た

ブ
ラ
ン
ド
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
「
世
界
の
幸
せ
を
カ
タ
チ
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
も
し
っ
か
り
と
つ
な
が
る
も
の
と
な
る

は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
付
け
加
え
て
、
私
の
趣
旨
説
明
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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注
（
１
）	

井
上
達
夫
「
共
生
の
作
法
を
求
め
て
─
な
ぜ
共
生
を
語
る
の
か
」『
週
刊
読
書
人
』
一
九
八
五
号
八
頁
（
一
九
九
三
年
）。
な
お
、
こ

の
井
上
教
授
の
文
章
は
、
三
浦
倫
平
『「
共
生
」
の
都
市
社
会
学
─
下
北
沢
再
開
発
問
題
の
中
で
考
え
る
』（
新
曜
社
、
二
〇
一
六
年
）

九
頁
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）	
前
掲
注
（
（
）
で
三
浦
氏
は
、「
近
年
の
都
市
紛
争
を
共
同
性
の
危
機
と
し
て
社
会
学
的
に
捉
え
て
い
く
た
め
に
」
と
し
て
「
共
生
」

を
と
ら
え
る
視
点
を
列
挙
し
て
い
る
が
（
同
書
一
七
頁
以
下
）、
そ
こ
で
は
「
共
存
」
の
次
元
か
ら
さ
ら
に
先
に
進
み
、
ま
さ
に
「
共
に

生
き
て
い
く
た
め
の
社
会
形
成
」
と
い
う
社
会
創
発
的
な
意
味
が
そ
こ
に
は
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
」
と
記
述
し
て
い
る
も
の
の
（
同
書
（7

頁
）、
必
ず
し
も
私
見
が
金
融
法
的
に
提
示
す
るw
in-w
in

の
関
係
の
よ
う
な
視
点
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
同
書
末
尾

の
、「「
共
生
」
と
は
常
に
理
想
的
な
状
態
に
向
け
て
動
く
、
終
わ
り
の
な
い
規
範
的
な
構
想
で
あ
り
、
実
践
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
（
同

書
三
七
四
頁
）
に
は
、
私
は
強
く
共
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


