
は
じ
め
に

一
昨
年
来
、東
京
税
理
士
会
等
の
尽
力
に
よ
っ
て
、

多
く
の
大
学
・
大
学
院
等
に
税
理
士
補
佐
人
講
座
が

設
置
さ
れ
、多
く
の
税
理
士
が
、訴
訟
法
等
の
知
識
を

修
得
す
る
た
め
学
ん
で
い
る
。
筆
者
も
、
昨
年
ま
で

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
お
い
て
「
法

人
税
法
特
殊
講
義
」
の
科
目
を
担
当
し
、
数
多
く
の

勉
強
熱
心
な
税
理
士
た
ち
と
と
も
に
法
人
税
法
の
判

例
研
究
を
行
っ
た
。
本
稿
で
は
、
租
税
訴
訟
及
び
実

務
に
お
け
る
判
例
研
究
の
重
要
性
を
広
く
周
知
す
べ

く
、
上
述
の
授
業
内
容
の
理
念
部
分
を
要
約
し
た
。

�

判
例
の
意
義

ま
ず
、
判
例
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
と
い

う
の
も
、
法
律
学
に
お
い
て
「
判
例
」
と
い
う
言
葉

は
多
用
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
意
味

は
使
わ
れ
る
場
面
に
応
じ
て
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
本
稿
で
は
、
英
米
法
に
お
い
て
言
わ
れ
る

「ra
tio
d
e
c
id
e
n
d
i

」
に
相
当
す
る
も
の
を

判
例
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

英
米
法
に
お
い
て
、「ra

tio
d
ecid
en
d
i

」

と
は
、
特
定
の
裁
判
に
お
け
る
事
実
関
係
を
前
提
と

し
て
、
裁
判
判
決
（
決
定
等
も
含
む
）
の
理
由
中
で

示
さ
れ
た
法
解
釈
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
き
先
例
拘

束
性
が
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
英
米
法
で
は
、
裁
判
判
決
は
い
わ
ゆ
る
先

例
拘
束
性
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
先
例
拘
束
性
の
生

じ
る
裁
判
判
決
の
「ra

tio
d
ecid
en
d
i

」
と

先
例
拘
束
性
の
発
生
し
な
い
「
傍
論
（o

b
ite
r

d
ic
tu
m

）」
と
を
区
分
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
確
か
に
、
英
米
法
国
と

は
異
な
り
、
日
本
で
は
、
裁
判
判
決
の
先
例
拘
束
性

は
承
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
判
決
が
先
例
に
拘
束
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
も
、「
最

高
裁
判
所
の
判
例
」
と
相
反
す
る
判
断
に
つ
き
上
告

受
理
若
し
く
は
上
告
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
民
事
訴

訟
法
３
１
８
条
１
項
・
刑
事
訴
訟
法
４
０
５
条
２
号

及
び
３
号
）
等
に
鑑
み
る
と
、「
特
定
の
事
実
関
係
を

前
提
と
し
て
裁
判
判
決
の
理
由
中
で
示
さ
れ
た
法
解

釈
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「ra

tio
d
e
c
id
e

n
d
i

」
は
、
少
な
く
と
も
事
実
上
の
拘
束
力
を
持

っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
あ
な
が
ち
不
当
と
は
言
え

な
い
で
あ
ろ
う
。

�

判
例
研
究
の
必
要
性

判
例
研
究
と
は
、
裁
判
判
決
の
中
か
ら
「
特
定
の

事
実
関
係
を
前
提
と
し
て
裁
判
判
決
の
理
由
中
で
示

さ
れ
た
法
解
釈
」
で
あ
る
「
判
例
」
を
特
定
し
、
そ

れ
に
つ
き
分
析
を
加
え
る
（
射
程
距
離
を
読
む
）
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
判
例
研
究
が
必
要
な

の
で
あ
ろ
う
か
？
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
一
言
触
れ

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

判
例
研
究
の
必
要
性
は
、
実
務
に
お
け
る
判
例
の

重
要
性
に
基
づ
く
。
極
言
す
れ
ば
、
判
例
が
実
務
を

支
配
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
我
々
の
日
常
生
活
に
お
い
て
発
生
す
る
様
々

な
法
的
紛
争
は
、
法
令
に
基
づ
き
、
究
極
的
に
は
裁

判
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
こ
の
裁
判
に
お
い
て
、

裁
判
官
は
、
当
事
者
の
主
張
を
聞
き
、
事
実
を
確
認

す
る
と
と
も
に
（
事
実
認
定
）、適
用
さ
れ
る
べ
き
法

規
定
の
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
（
法
解

釈
）、当
該
法
規
定
を
認
定
事
実
に
適
用
し
て
結
論

（
判
決
）
を
導
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
下
さ
れ
た
裁

判
判
決
は
、
確
か
に
特
定
の
具
体
的
紛
争
を
解
決
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な
法
的
拘
束
力
を
持
つ

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
判
決
の
中
に
含
ま

れ
て
い
る
判
例
は
、
そ
の
判
決
以
後
に
生
じ
る
同
種

の
法
的
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
基
準
と
な
り
う
る

（
判
例
の
先
例
的
価
値
）。将
来
、
判
決
の
対
象
と
な

っ
た
の
と
同
種
の
法
的
紛
争
が
生
じ
た
と
き
、
人
々

は
や
は
り
先
の
判
決
と
同
じ
判
決
が
な
さ
れ
う
る
こ

と
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
事
案
が
異
な

れ
ば
、
人
々
は
先
の
判
決
と
は
異
な
る
判
断
を
期
待

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
判
例
が
存

在
す
る
と
き
、
そ
の
判
例
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
々
は
、
同
種
の
法
的
紛
争
が
生
じ
た
と
き
、

そ
の
紛
争
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
の
か
を
予
測

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
（
予
測
可
能
性
と
法
的
安

定
性
）。換
言
す
れ
ば
、
我
々
は
、
判
例
研
究
を
通
じ

て
、
現
実
社
会
に
妥
当
し
て
い
る
具
体
的
法
ル
ー
ル

と
い
う
も
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

当
該
ル
ー
ル
を
事
前
に
理
解
し
て
い
れ
ば
、
当
該
ル

ー
ル
を
自
己
の
有
利
に
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
る

し
、
ま
た
、
当
該
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
法

的
紛
争
を
避
け
、
訴
訟
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
こ
と
も

で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
将
来
の
紛
争
回

避
と
安
定
し
た
生
活
設
計
を
す
る
た
め
に
は
、
判
例

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
特
に
、
訴
訟
実
務
家
が
裁
判
に
関
与
す
る

場
合
、
判
例
を
無
視
し
て
弁
論
す
る
こ
と
は
暴
虎
馮

河
の
た
ぐ
い
の
行
い
で
あ
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
に
お
い
て
、
自
己
の
請
求
の

趣
旨
通
り
の
判
決
を
も
ら
う
た
め
に
は
裁
判
官
を
納

得
さ
せ
る
弁
論
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
確
か
に
、
裁

判
官
は
、
裁
判
に
お
い
て
は
上
意
下
達
の
組
織
的
原

理
に
し
た
が
う
存
在
で
は
な
く
、
独
立
し
て
そ
の
職

権
を
行
使
し
、
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る

の
で
あ
っ
て
（
日
本
国
憲
法
７６
条
３
項
）、既
存
の
判

例
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
当
該
事
件
に
つ
き
正
し

い
と
思
う
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

日
本
の
裁
判
制
度
が
審
級
制
度
を
採
用
し
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
れ
ば
、
下
級
裁
判
所
が
上
級
裁
判
所
の
判

例
に
反
し
た
判
決
を
下
し
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら

く
、
上
訴
に
よ
っ
て
当
該
判
決
は
破
棄
さ
れ
て
し
ま

う
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
日
本
で
は
最
高
裁
判
所
が
唯

一
の
最
上
級
か
つ
終
審
の
裁
判
所
で
あ
る
た
め
、
下

級
裁
判
所
が
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
反
す
る
よ
う
な

判
決
を
下
す
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。
こ
の
点
を
考

慮
す
れ
ば
、
裁
判
官
は
、
判
例
、
特
に
最
高
裁
判
所

の
判
例
に
し
た
が
っ
て
判
決
を
下
す
こ
と
が
十
分
に

予
期
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
に
お
い
て
勝
訴
す

る
た
め
に
は
、
既
存
の
判
例
が
あ
る
か
ぎ
り
、
ど
う

し
て
も
そ
れ
に
し
た
が
っ
た
立
論
を
展
開
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
判
例
は
、
社
会
生
活
上
の
法
的

安
定
性
を
確
保
し
、
予
測
可
能
性
を
確
立
す
る
た
め

に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
裁
判
に
お
け
る
敗

訴
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
た
め
に
も
判
例
を
研
究
す
る

こ
と
は
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

�

判
例
研
究
の
方
法

こ
こ
で
は
、
判
例
研
究
は
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き

か
を
述
べ
る
。

ま
ず
、
判
例
研
究
の
第
一
の
作
業
は
、
当
該
事
件

に
お
け
る
事
実
関
係
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
判
例
は
、
あ
く
ま
で
も
当
該
事

件
の
事
実
関
係
を
前
提
と
し
た
法
解
釈
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
特
に
、
事
件
の
事
実
関
係
が
特
殊
な
も
の

で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
よ
り
一
般
化
で
き
る
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
は
、
判
例
の
射
程
距
離
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
。
た
と
え
ば
、
平
成
１６
年
６
月
２４
日
最

高
裁
判
所
判
決（
シ
ル
バ
ー
精
工
事
件
）は
、米
国
Ｉ

Ｔ
Ｃ
訴
訟
の
和
解
に
基
づ
く
支
払
金
と
い
う
特
殊
な

事
実
を
前
提
と
し
て
下
さ
れ
た
判
決
で
あ
る
こ
と
を

考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
判
例
の
射
程
距
離
は
広
い
と
は

言
え
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
事
例
判
決
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

あ
く
ま
で
も
裁
判
所
が
認
定
し
た
事
実
に
依
拠
す
る

こ
と
で
あ
る
。
判
例
研
究
者
が
実
際
に
関
与
し
た
事

件
を
扱
う
場
合
、
判
決
に
書
か
れ
て
い
な
い
よ
う
な

事
実
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
背

後
に
あ
る
事
情
を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
判
例
を
理

解
す
る
上
で
役
に
立
つ
こ
と
も
決
し
て
稀
で
は
な
い

が
、
む
し
ろ
、
害
に
な
る
こ
と
の
方
が
多
い
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
裁
判
官
は
あ
く
ま
で
も
当
該
事
件
に
お
い

て
認
定
し
た
事
実
に
の
み
依
拠
し
て
判
決
を
下
す
の

で
あ
っ
て
、
判
例
研
究
者
が
裏
事
情
に
基
づ
き
判
決

を
評
価
し
て
し
ま
う
場
合
、
既
に
偏
見
か
ら
逃
れ
ざ

る
を
得
ず
、
冷
静
か
つ
中
立
的
な
判
例
の
理
解
が
妨

げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
租
税
判
例
研
究
に
お
け
る
事
実
把
握
の

際
、
細
か
な
数
値
は
重
要
で
は
な
い
点
に
も
留
意
す

べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
税
理
士
の
場
合
、
事
件
に
お

け
る
詳
細
な
税
額
計
算
に
こ
だ
わ
る
こ
と
も
稀
で
は

な
い
。
確
か
に
実
際
の
裁
判
に
お
い
て
は
税
額
の
適

否
が
問
題
と
な
る
た
め
、
税
額
計
算
が
正
し
い
か
否

か
は
重
要
な
争
点
で
あ
る
が
、
判
例
研
究
に
と
っ
て

よ
り
重
要
な
の
は
、
む
し
ろ
課
税
要
件
事
実
の
認
定

と
そ
の
事
実
を
前
提
に
し
た
法
解
釈
で
あ
る
。
細
か

な
税
額
計
算
の
数
値
に
拘
泥
す
る
よ
り
、
基
本
的
な

事
実
関
係
の
把
握
に
専
念
し
た
方
が
良
い
。

次
に
行
う
べ
き
判
例
研
究
の
作
業
は
、
判
例
の
発

見
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、当
該
裁
判
判
決
の
中
か
ら
判

例＝

「ra
tio

d
e
c
id
e
n
d
i

」
を
見
つ
け
出

す
作
業
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
判
例
研
究
の
核
心

を
な
す
。先
述
し
た
よ
う
に
、判
例
研
究
の
第
一
の
目

的
は
、
将
来
の
裁
判
所
の
行
動
を
予
測
す
る
た
め
、

後
世
の
同
種
の
事
件
に
お
い
て
も
先
例
と
し
て
尊
重

さ
れ
る
べ
き
法
解
釈
（
判
例＝

ra
tio

d
eci-

d
en
d
i

）
を
知
る
こ
と
に
あ
る
。そ
の
た
め
、判
決

の
中
か
ら
、
先
例
と
し
て
の
価
値
を
持
た
な
い
傍
論

部
分
を
切
り
取
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
判
例
と
傍
論
の
分
別
作
業
は
容
易
な

も
の
で
は
な
い
。ま
ず
、こ
の
作
業
前
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
判
決
に
お
け
る
裁
判
官
の
論
理

を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。裁
判
官
は
、認
定
し
た
事

実
の
上
に
立
っ
て
、
取
り
上
げ
る
べ
き
法
的
論
点
を

そ
の
順
番
に
し
た
が
っ
て
判
断
し
て
い
く
こ
と
で
、

最
終
的
な
結
論
、す
な
わ
ち
判
決
に
至
る
。こ
れ
ら
の

複
数
存
在
す
る
法
的
論
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
理
由
と
結

論
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
な
し
て
い
る
。判
例
研
究
者
は
、

判
決
に
表
れ
た
裁
判
官
の
思
考
を
再
現
し
、
裁
判
官

は
最
終
的
結
論
に
至
る
ま
で
ど
の
よ
う
な
順
番
で
法

的
論
点
を
整
理
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

法
的
論
点
に
つ
き
裁
判
官
は
い
か
な
る
判
断
を
下
し

た
の
か
、を
丹
念
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ

の
裁
判
官
の
頭
の
中
を
覗
き
、
論
点
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

を
構
築
し
て
い
く
作
業
を
正
確
に
こ
な
す
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
判
例
を
正
し
く
発
見
す
る
こ
と
に
成
功
す

る
で
あ
ろ
う
。す
な
わ
ち
、判
例
は
、当
該
事
件
で
の

結
論
を
直
接
に
導
く
直
近
の
法
的
論
点
に
関
す
る
裁

判
官
の
判
断
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
以
外

の
法
的
論
点
は
、傍
論
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
判
例
発
見
作
業
の
過
程
で
留
意
す

べ
き
点
は
２
点
あ
る
。
ま
ず
、
判
決
が
一
般
的
法
解

釈
を
示
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
原
則
と
し
て
判
例

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
裁
判
は
あ
く
ま
で
も
具

体
的
な
事
実
関
係
に
基
づ
く
特
定
の
法
的
紛
争
を
解

決
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な
法
理
論
を
打
ち

立
て
る
た
め
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
般
的
な
法
解
釈
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
次
に
、判
例
は
、常
に
判
決
文
の
理
由
中
の
記
載

か
ら「
抜
き
書
き
」さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
例

の
文
章
を
判
例
研
究
者
自
身
の
言
葉
で
ま
と
め
て
し

ま
う
と
、既
に
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
し
ま
う
。判
例

を
で
き
る
か
ぎ
り
客
観
的
に
把
握
す
る
た
め
、
判
例

研
究
者
自
身
の
言
葉
で
置
き
換
え
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
判
例
を
発
見
し
た
後
に
、
当
該
判
例
の

射
程
距
離
を
読
む
作
業
が
控
え
て
い
る
。
実
務
に
お

い
て
、
こ
の
作
業
が
最
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
当
該
判
例
の
射
程
距
離
が
ど
こ
ま
で
及

ぶ
か
を
測
定
す
る
こ
と
は
、
将
来
に
お
け
る
裁
判
判

決
を
見
越
す
こ
と
に
繋
が
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
判
例
の
射
程
距
離
を
読
む
に
あ
た
り
、
当
該
判

例
が
強
い
判
例
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
弱
い
判
例
で

あ
る
か
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
強
い
判

例
で
あ
れ
ば
、
同
種
の
事
件
に
対
し
当
然
に
強
い
拘

束
力
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
弱
い
判
例
に

過
ぎ
な
い
場
合
、
別
の
判
断
が
下
す
可
能
性
も
大
い

に
残
っ
て
い
る
と
予
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般

的
に
言
っ
て
、
下
級
裁
判
所
の
判
例
と
比
べ
て
最
高

裁
判
所
の
判
例
は
強
い
判
例
に
属
す
る
こ
と
は
常
識

で
あ
ろ
う
。
同
じ
最
高
裁
判
所
判
例
に
お
い
て
も
、

何
度
も
同
じ
趣
旨
が
確
認
さ
れ
た
判
例
は
強
い
判
例

で
あ
る
と
い
え
る
し
（
確
定
し
た
判
例
）、そ
の
反

面
、
昔
に
一
度
し
か
下
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
判
例

は
、
弱
い
判
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
判
例
の
強
弱
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
判
例
の
位

置
づ
け
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。ま
た
、様
々

な
例
を
想
定
し
、
そ
れ
に
つ
き
果
た
し
て
あ
る
判
例

で
下
さ
れ
た
結
論
と
同
一
の
結
論
が
な
さ
れ
る
か
ど

う
か
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
み
る
こ
と
も
、
判

例
の
射
程
距
離
を
読
む
こ
と
に
役
立
つ
。
こ
の
点

で
、
更
正
の
請
求
を
通
じ
た
実
額
経
費
計
算
へ
の
変

更
を
否
定
し
た
昭
和
６２
年
１１
月
１０
日
最
高
裁
判
所
判

決
と
修
正
申
告
を
通
じ
て
実
額
経
費
計
算
へ
の
変
更

を
肯
定
し
た
平
成
２
年
６
月
５
日
最
高
裁
判
所
判
決

は
、
射
程
距
離
を
読
む
訓
練
を
す
る
格
好
の
材
料
を

提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
判
例
研
究
と
し
て
、
判
例
の
当
否
を
論

じ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
た
だ
し
、
こ
の
論
評
は
慎

重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
一
部
の
性
急
な
実

務
家
の
場
合
、
判
例
研
究
と
称
し
て
、
以
上
の
よ
う

な
事
件
に
お
け
る
事
実
関
係
の
把
握
や
判
例
の
発
見

を
お
ざ
な
り
に
し
、
裁
判
判
決
が
下
し
た
結
論
や
一

般
的
な
法
解
釈
を
批
判
す
る
こ
と
に
の
み
目
を
向
け

る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
判
例
研
究
の
本
旨
で
は
な
い
し
、
ま

た
、
生
産
的
な
こ
と
と
も
思
わ
れ
な
い
。
何
度
も
繰

り
返
す
が
、
判
例
研
究
の
第
一
の
目
的
は
、
将
来
の

裁
判
所
の
行
動
を
予
測
す
る
た
め
、
後
世
の
同
種
の

事
件
に
お
い
て
も
先
例
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
法

解
釈
（
判
例＝

ra
tio

d
e
c
id
e
n
d
i

）
を
知

る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
判
例
の
当
否
を
論
じ
る

こ
と
は
二
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
確
か
に
判
例

の
当
否
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
例
変
更
を
促
す

余
地
が
あ
り
う
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か

し
、
一
般
的
な
法
解
釈
の
理
論
を
考
え
る
研
究
者
な

ら
と
も
か
く
、
現
実
の
法
的
紛
争
を
適
切
に
処
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
務
家
に
と
っ
て
、
判
決
の
結

論
や
一
般
的
な
法
解
釈
を
表
面
的
に
論
じ
た
と
し
て

も
、
次
の
法
的
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
指
針
と
な

る
わ
け
で
は
な
く
、
徒
に
法
的
紛
争
を
増
や
し
、
敗

訴
リ
ス
ク
が
高
ま
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
の
当
否
を
論
じ
る
以
前

に
、
当
該
事
件
の
事
実
関
係
、
当
該
判
決
の
論
理
構

造
、
判
例
の
発
見
及
び
判
例
の
射
程
距
離
測
定
を
十

全
に
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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