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紹
介
と
批
評

大
森
忠
夫
著

『
保
険
契
約
法
の
研
究
』

　
恩
師
・
島
谷
英
郎
教
授
が
、
定
年
で
慶
鷹
義
塾
を
去
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
そ

の
法
学
研
究
会
に
お
け
る
最
終
発
表
と
し
て
、
「
保
険
契
約
に
お
け
る
給
付
の

目
的
の
把
握
と
い
う
困
難
な
問
題
を
、
保
険
経
済
学
あ
る
い
は
保
険
技
術
論
の

説
明
に
た
よ
る
の
み
で
あ
る
か
ぎ
り
、
保
険
法
学
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
不
明

確
な
ま
ま
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
私
に
強

い
印
象
を
与
え
た
。
一
つ
に
は
、
教
授
が
常
に
、
保
険
契
約
は
保
険
と
い
う
経

済
制
度
を
構
成
す
る
た
め
の
要
素
た
る
法
形
式
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
保
険
法

を
学
ぶ
た
め
に
は
保
険
の
制
度
的
本
質
に
つ
い
て
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
私
ど
も
に
説
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
一
つ
に
は
、
教
授
が
永
年
、
保
険

契
約
の
法
理
を
孜
々
と
し
て
追
究
さ
れ
た
の
ち
に
な
お
「
根
本
に
お
い
て
不
明

確
」
と
述
べ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
学
問
に
共
通
す
る
「
は
て
し

な
い
努
力
」
と
い
う
さ
と
し
と
と
も
に
、
特
に
保
険
法
学
の
有
す
る
無
限
の
困
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難
性
に
つ
い
て
の
お
し
え
が
あ
る
も
の
と
、
私
は
お
も
つ
た
。

　
た
し
か
に
、
か
ね
て
か
ら
保
険
法
学
は
あ
の
ス
フ
ィ
ソ
グ
ス
に
擬
せ
ら
れ
る

ほ
ど
に
謎
の
部
分
を
多
く
有
し
て
来
た
．
し
か
し
、
最
近
の
学
界
の
状
況
を
見

れ
ば
、
業
績
の
量
・
質
な
ら
び
に
討
論
の
熱
気
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
わ
が
国

の
保
険
法
学
が
近
代
に
立
ち
い
た
つ
て
い
る
こ
と
を
何
人
も
認
め
ぬ
わ
け
に
は

い
か
な
い
で
あ
ろ
う
と
お
も
う
。
そ
し
て
、
私
は
、
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
に
お

け
る
保
険
法
学
の
近
代
化
が
な
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
大
森
忠
夫
教
授
の
画
期
的

労
作
「
保
険
契
約
の
法
的
構
造
」
正
・
続
な
ら
び
に
「
生
命
保
険
契
約
法
の
諸

問
題
」
（
昭
和
二
七
年
・
昭
和
三
一
年
．
昭
和
…
二
年
）
所
収
の
諸
論
文
が
決
定
的
役

割
を
は
た
し
た
と
考
え
る
も
の
の
一
人
で
あ
る
．

　
大
森
教
授
の
業
績
を
「
近
代
化
」
と
よ
ぶ
所
以
は
、
保
険
契
約
の
法
的
構
造

を
、
経
済
的
・
技
術
的
あ
る
い
は
社
会
的
・
倫
理
的
な
価
値
観
か
ら
独
立
に
、

法
的
本
質
的
に
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
点
に
あ
る
．
そ
し
て
、
保
険
契
約
の
有
償

性
・
双
務
性
・
商
行
為
性
・
善
意
契
約
性
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
解
明
さ
れ
て
来
る
の

で
あ
る
が
、
私
の
理
解
す
る
か
ぎ
り
．
保
険
契
約
の
も
つ
と
も
本
質
的
な
構
造

と
し
て
教
授
に
よ
り
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
固
有
内
在
的
射
倖
契
約

性
と
公
序
政
策
的
損
害
填
補
性
と
の
コ
ン
プ
レ
ク
ス
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
保

険
契
約
に
お
け
る
両
当
事
者
の
な
す
出
掲
の
対
価
性
は
、
こ
れ
を
保
険
料
と

危
険
負
担
と
の
間
に
も
と
め
、
一
方
、
そ
の
双
務
的
牽
連
性
は
、
こ
れ
を
保
険

料
債
務
と
（
条
件
附
）
保
険
金
債
務
と
の
間
に
も
と
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
保
険

契
約
の
損
害
填
補
性
な
い
し
は
被
保
険
利
益
の
存
在
の
必
要
性
は
、
右
の
よ
う

な
保
険
者
の
な
す
給
付
の
不
確
定
性
す
な
わ
ち
保
険
契
約
の
固
有
内
在
的
な
射

倖
契
約
性
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
、
不
法
な
賭
博
化
の
傾
向
を
防
止
す
る
意
義



と
機
能
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
0
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
な
、
契

約
に
お
け
る
損
害
唄
補
目
的
の
相
対
化
の
理
論
か
ら
、
超
過
保
険
・
評
価
済
保

険
・
保
険
代
位
と
い
つ
た
伝
統
的
理
論
で
は
例
外
と
目
さ
れ
る
諸
効
果
や
、
あ
る

い
は
新
価
保
険
と
い
つ
た
伝
統
的
理
論
で
は
反
則
と
さ
れ
か
ね
な
い
新
た
な
諸

現
象
が
、
そ
れ
ぞ
れ
保
険
契
約
法
の
体
系
の
中
に
整
然
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

そ
の
後
の
保
険
法
学
研
究
者
に
対
す
る
こ
の
相
対
主
義
理
論
体
系
の
影
響
は
、

「
一
世
を
風
靡
」
と
い
う
形
容
が
こ
れ
に
値
い
す
る
と
い
つ
て
決
し
て
過
言
で

は
な
い
。

　
私
自
身
に
つ
い
て
い
え
ば
、
損
害
保
険
契
約
に
つ
い
て
の
伝
統
的
概
念
を
も

と
に
，
大
森
保
険
法
学
に
取
り
組
む
こ
と
で
研
究
生
活
を
開
始
し
た
。
も
ち
ろ

ん
、
私
に
と
つ
て
、
単
な
る
伝
統
墨
守
が
契
機
で
あ
る
わ
け
は
な
く
て
、
契
約

類
型
の
基
準
ば
そ
の
内
容
す
な
わ
ち
契
約
当
事
者
の
効
果
意
思
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
の
場
合
、
相
対
主
義
の
理
論
は
保
険
契
約
を
無
内
容
化
し
、
し
た
が

つ
て
ま
た
当
事
者
の
効
果
意
思
を
無
内
容
化
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が

そ
の
契
機
で
あ
つ
た
。
今
日
ま
で
、
私
が
乏
し
い
才
能
で
思
い
め
ぐ
ら
し
て
来

た
か
ぎ
り
お
い
て
は
、
相
対
主
義
の
理
論
に
賛
成
す
る
に
は
い
た
つ
て
い
な
い

が
、
右
の
よ
う
な
経
過
か
ら
し
て
も
、
私
も
ま
た
大
森
法
学
に
最
も
深
甚
な
影

響
を
受
け
た
者
の
一
人
で
あ
る
こ
と
が
か
え
り
み
ら
れ
、
教
授
の
学
恩
に
心
か

ら
感
謝
を
さ
さ
げ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
「
保
険
契
約
法
の
研
究
」
は
、
大
森
教
授
の
第
四
冊
目
の

論
文
集
で
あ
り
、
前
三
冊
刊
行
以
後
に
発
表
さ
れ
た
一
四
編
の
論
文
か
ら
成

る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
保
険
契
約
を
固
有
内
在
的
な
射
倖
契
約
性
と
公
序

政
策
的
な
損
害
填
補
性
と
の
コ
ソ
プ
レ
ク
ス
と
す
る
基
本
理
論
が
、
さ
ら
に
深

　
　
　
紹
介
と
批
評

く

さ
ら
に
広
く
展
開
さ
れ
て
い
る
。

二

　
第
一
章
「
保
険
制
度
と
信
義
則
」
に
お
い
て
は
、
保
険
契
約
に
お
い
て
特
に

信
義
則
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
他
の
債
権
契
約
に
も
と
づ
く
制
度
よ
り
も
保

険
制
度
に
お
い
て
そ
の
問
題
と
さ
れ
る
程
度
が
相
対
的
に
大
ぎ
い
と
い
う
の
で

は
な
く
て
、
保
険
契
約
の
射
倖
契
約
た
る
構
造
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
特
質
た

る
「
善
意
契
約
」
性
の
問
題
と
し
て
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
．
射

倖
契
約
と
L
て
の
構
造
を
も
つ
契
約
は
、
不
労
利
得
に
よ
る
公
序
良
俗
違
反
の

危
険
と
当
事
者
間
の
不
公
平
の
危
険
と
を
固
有
す
る
た
め
、
こ
の
二
つ
を
防
止

す
る
た
め
の
特
則
と
し
て
二
面
的
な
善
意
契
約
性
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
根
拠
を
置
く
と
こ
ろ
の
商
法
上
の
諸
法
則
が
指
摘
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
「
保
険
の
団
体
性
」
か
ら
保
険
契
約
に
お
け
る
信
義
則
を
特
別

に
説
明
す
る
立
場
に
対
し
、
保
険
制
度
の
経
済
的
機
能
や
技
術
的
構
造
に
お
け

る
団
体
性
と
債
権
関
係
と
を
分
別
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
批
判
す
る
。

　
第
二
章
「
保
険
者
の
『
危
険
負
担
』
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
、
保
険
契
約

の
有
償
性
を
保
険
料
と
危
険
負
担
と
の
間
に
み
と
め
、
そ
の
双
務
性
は
保
険
料

債
務
と
（
条
件
附
）
保
険
金
債
務
と
の
間
に
み
と
め
る
教
授
の
理
論
を
、
前
著

「
保
険
契
約
の
法
的
構
造
」
所
収
の
論
文
以
後
の
こ
の
点
に
関
す
る
ド
イ
ッ
の

学
者
の
議
論
に
検
討
を
加
え
な
が
ら
、
発
展
さ
せ
て
い
る
．
特
に
零
ぎ
〆

冒
竃
鶏
の
保
険
料
債
務
と
，
危
険
負
担
債
務
と
の
間
に
双
務
性
を
認
め
る
学
説

と
、
こ
れ
を
批
判
す
る
ω
δ
冨
旨
の
学
説
を
紹
介
し
．
保
険
者
の
危
険
負
担
に

義
務
性
を
認
め
な
い
頃
塁
暴
言
と
同
説
で
あ
る
と
こ
ろ
の
の
一
。
げ
①
き
に
賛
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
　
　
　
（
一
〇
九
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

さ
れ
る
．
そ
し
て
、
右
の
危
険
負
担
が
法
形
式
的
に
は
条
件
附
保
険
金
支
払
義

務
負
担
と
い
う
形
を
と
る
と
こ
ろ
に
保
険
契
約
の
特
殊
性
を
み
と
め
ら
れ
る
。

　
第
三
章
「
火
災
保
険
普
通
保
険
約
款
第
二
条
第
二
項
の
解
釈
に
つ
い
て
」
に

お
い
て
は
、
保
険
料
領
収
前
の
保
険
者
の
責
任
を
め
ぐ
る
有
名
な
「
み
ま
き
荘

事
件
」
判
決
に
関
連
し
て
、
時
宜
を
と
ら
え
た
重
要
な
提
言
が
な
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
料
支
払
と
保
険
者
の
責
任
と
の
相
関
関
係
に
つ
き
採
用

さ
れ
て
い
る
諸
約
款
を
分
析
し
、
そ
れ
に
は
「
責
任
開
始
条
項
」
と
「
損
害
不

唄
補
条
項
」
の
二
つ
の
異
な
つ
た
型
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
問
題

と
な
つ
て
い
る
火
災
保
険
普
通
保
険
約
款
二
条
二
項
に
つ
い
て
も
、
「
損
害
不

填
補
条
項
」
と
読
む
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
と
搭
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
厳

密
な
分
析
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
明
晰
な
分
類
は
、
大
森
教
授
の
方
法
の
最
も
特

徴
的
な
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
こ
で
は
、
教
授
の
双
務
性
の
理
論
か
ら
、

右
の
約
款
条
項
と
同
時
履
行
の
抗
弁
権
と
の
関
係
が
否
定
さ
れ
る
。

　
第
四
章
「
損
害
保
険
契
約
と
定
額
保
険
契
約
」
に
お
い
て
は
、
保
険
契
約
に

お
け
る
損
害
填
補
と
い
う
目
的
を
相
対
化
す
る
基
本
理
論
か
ら
、
損
害
保
険
契

約
と
定
額
保
険
契
約
と
の
区
別
の
相
対
化
へ
と
理
論
が
展
開
さ
れ
る
。
特
に
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
U
①
切
ξ
聲
の
提
言
を
紹
介
さ
れ
、
保
険
の
定
額
化
に

対
す
る
社
会
的
需
要
と
そ
の
濫
用
の
危
険
と
の
十
二
分
な
検
討
の
上
で
、
彼
の

基
本
的
考
え
方
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
第
五
章
「
商
法
に
お
け
る
傷
害
保
険
契
約
の
地
位
」
に
お
い
て
は
、
傷
害
保

険
の
性
格
を
損
害
保
険
と
見
る
立
場
、
生
命
保
険
と
見
る
立
場
お
よ
び
ど
ち
ら

に
も
属
さ
ぬ
第
三
の
保
険
と
見
る
立
場
の
そ
れ
ぞ
れ
を
排
し
て
、
そ
の
性
格
決

定
の
基
準
の
多
元
性
を
分
析
し
、
保
険
給
付
の
決
定
方
法
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は

コ
一
三
　
　
（
一
〇
九
二
）

生
命
保
険
に
準
じ
、
し
た
が
つ
て
被
保
険
利
益
は
問
題
と
な
ら
な
い
が
、
一
方
、

保
険
事
故
の
性
質
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
損
害
保
険
で
あ
つ
て
、
保
険
事
故
の
変

動
に
関
す
る
損
害
保
険
に
つ
い
て
の
規
制
の
適
用
が
認
め
ら
れ
、
結
局
、
傷
害

保
険
契
約
は
両
要
素
を
併
せ
も
つ
中
間
的
な
性
格
の
も
の
、
と
意
義
づ
け
ら
れ

る
．
前
章
に
お
け
る
損
害
保
険
・
定
額
保
険
両
契
約
の
区
別
の
相
対
化
の
理
論

が
、
こ
こ
で
一
つ
の
具
体
例
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
右
の
相
対
化
の
理
論
は
、
従
来
損
害
保
険
に
固
有
の
制
度
と
解
さ
れ
て
来

た
と
こ
ろ
の
、
「
保
険
代
位
」
制
度
に
及
ぶ
。
す
な
わ
ち
先
ず

　
第
六
章
「
人
保
険
と
保
険
者
代
位
」
に
お
い
て
、
保
険
代
位
の
根
拠
に
つ
い

て
の
フ
ラ
ン
ス
法
上
の
議
論
を
検
討
し
、
損
害
保
険
の
場
合
に
そ
れ
が
認
め
ら

れ
生
命
保
険
の
場
合
に
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
両
保
険
の
法
的
性
質
に
も
と
づ

く
と
い
う
よ
り
も
、
伝
統
的
な
実
務
の
上
で
、
保
険
料
率
計
算
に
そ
れ
が
見
込
ま

れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
．
し
た
が
つ
て
、
生
命
保
険
に

つ
い
て
保
険
代
位
を
法
定
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
も
、
代
位
を
約
定
す
る
可

能
性
は
み
と
め
て
何
ら
差
支
え
な
い
も
の
と
結
論
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
次
に

　
第
七
章
「
傷
害
保
険
契
約
と
保
険
者
代
位
」
に
お
い
て
、
さ
ら
に
進
め
て
．

保
険
代
位
制
度
そ
の
も
の
を
、
政
策
的
配
慮
の
問
題
へ
と
相
対
化
す
る
。

　
第
八
章
「
保
険
金
支
払
義
務
と
損
害
賠
償
義
務
」
に
お
い
て
は
、
保
険
代
位

の
な
さ
れ
る
べ
き
場
合
を
、
視
点
を
か
え
て
、
多
数
当
事
者
の
債
務
に
関
す
る
法

則
と
の
関
連
の
面
か
ら
検
討
さ
れ
る
。
先
ず
、
保
険
者
と
有
責
第
三
者
が
被
保

険
者
に
対
し
不
真
正
連
帯
債
務
の
関
係
に
立
つ
と
す
る
多
数
説
を
批
判
さ
れ
、

こ
の
場
合
に
は
、
各
債
務
者
の
問
に
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
共
同
目
的
に
よ

る
結
合
は
な
く
、
し
た
が
つ
て
そ
の
間
に
負
担
部
分
の
定
め
な
る
も
の
も
存
在



し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
不
真
正
連
帯
債
務
と
称
す
る
こ
と
は
何
ら
の
実
益

な
く
か
つ
不
適
当
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
被
保
険
者
に
対
す
る
保
険
者
の
義
務

と
有
責
第
三
者
の
義
務
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
保
険
制

度
の
本
質
が
、
損
害
の
事
後
的
填
補
の
制
度
で
あ
る
よ
り
も
、
危
険
に
お
び
や

か
さ
れ
る
経
済
生
活
の
不
安
定
に
そ
な
え
る
事
前
的
配
慮
の
制
度
で
あ
る
こ
と

に
呼
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
損
害
旗
補
と
い
う
こ
と
が
保
険
者
の
給
付
の
本

質
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
保
険
者
の
給
付
に
対
し
政
策
的
限
界
を
示
す
に
過

ぎ
な
い
も
の
と
み
る
相
対
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
保
険
者
の
義
務
と
有
責
第
三

者
の
損
害
賠
償
義
務
と
の
異
質
性
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

　
第
九
章
「
保
険
金
と
損
害
賠
償
額
」
に
お
い
て
は
、
右
の
問
題
を
、
支
払
わ

れ
る
保
険
金
や
賠
償
金
の
額
が
損
害
賠
償
請
求
権
や
保
険
金
請
求
権
の
範
囲
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぽ
す
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
、

生
命
保
険
に
お
け
る
保
険
金
は
有
責
第
三
者
に
対
す
る
請
求
額
か
ら
控
除
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
昭
和
三
九
年
九
月
二
五
日
の
最
高
裁
判
決
に
賛
成
さ

れ
、
同
様
の
理
は
損
害
保
険
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
。
次
に
、
保
険

者
の
求
償
権
代
位
は
そ
の
根
拠
が
政
策
的
配
慮
に
存
し
、
こ
れ
も
ま
た
第
三
者

の
賠
償
義
務
の
範
囲
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
説
か
れ
る
．
い
ず
れ
に
し

ろ
、
保
険
金
請
求
権
は
有
償
契
約
上
の
対
価
で
あ
り
、
権
利
の
滅
失
の
代
替
物

で
は
な
い
点
で
、
損
害
賠
償
請
求
権
と
本
質
的
に
異
な
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
第
一
〇
章
「
保
険
委
付
に
よ
つ
て
移
転
す
る
権
利
」
に
お
い
て
は
、
商
法
六

六
一
条
と
六
六
二
条
の
根
拠
を
分
別
し
．
前
者
が
保
険
制
度
運
用
の
た
め
の
便

宜
的
特
例
的
措
置
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
被
害
者
が
保
険
金
を
収
受
し

　
　
　
紹
介
と
批
評

た
場
合
に
有
責
第
三
者
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
の
不
合
理
性
を
排
す
る
た
め
の
、

善
後
的
政
策
的
措
置
で
あ
つ
て
、
し
か
も
保
険
委
付
は
六
六
一
条
と
同
根
の
特

則
と
解
さ
れ
る
が
故
に
、
第
三
者
に
対
す
る
権
利
移
転
の
効
果
は
こ
れ
に
含
ま

れ
ず
、
そ
れ
は
六
六
二
条
に
し
た
が
う
も
の
と
結
論
さ
れ
る
。

　
第
コ
章
「
保
険
法
に
お
け
る
『
利
得
禁
止
』
に
つ
い
て
」
な
ら
び
に

　
第
二
一
章
「
保
険
法
に
お
け
る
『
利
得
禁
止
』
を
め
ぐ
る
ス
イ
ス
学
界
の
論

議
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
、
国
。
象
碍
の
所
説
な
ら
び
に
彼
の
問
題
提
起
に

対
す
る
ス
イ
ス
保
険
法
学
会
「
『
利
得
禁
止
』
研
究
グ
ル
ー
プ
」
の
報
告
書
の

紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
国
8
づ
蒔
は
、
相
対
主
義
を
さ
ら
に
徹
底
化
し
、
立

法
者
の
立
法
に
お
け
る
一
般
的
綱
領
と
し
て
　
「
利
得
禁
止
」
が
あ
る
と
し
て

も
、
ス
イ
ス
現
行
法
上
の
具
体
的
拘
束
的
法
則
と
し
て
は
存
在
し
な
い
も
の
と

す
る
。
大
森
教
授
は
、
絶
対
主
義
に
対
す
る
反
省
の
契
機
と
し
て
積
極
的
に
こ

れ
を
紹
介
し
な
が
ら
も
、
結
論
的
に
は
こ
れ
を
「
行
き
す
ぎ
」
と
し
て
批
判
さ

れ
る
．
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
教
授
の
相
対
主
義
は
、
「
損
害
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填
補
」
な
い
し
は
「
利
得
禁
止
」
を
契
約
要
件
と
し
て
認
め
る
立
場
で
あ
り
、

た
だ
そ
れ
が
本
質
的
・
絶
対
的
要
件
で
あ
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
る
だ
け
な
の
で

あ
る
。
特
に
、
ス
イ
ス
グ
ル
ー
プ
の
報
告
書
に
お
い
て
、
多
数
意
見
の
提
唱
す

る
立
法
論
！
「
利
得
禁
止
」
の
全
面
的
排
除
i
に
対
し
て
は
，
そ
の
濫
用

の
危
険
か
ら
む
し
ろ
こ
れ
に
反
対
さ
れ
る
。

　
第
二
二
章
「
生
命
保
険
に
お
け
る
保
険
契
約
者
の
権
利
の
性
質
」
に
お
い
て

は
、
契
約
者
の
家
族
と
契
約
者
に
対
す
る
債
権
者
と
い
う
利
害
対
立
す
る
関
係

者
間
に
お
い
て
、
契
約
者
の
権
利
の
性
質
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
に
つ
き
フ
ラ

ン
ス
法
上
の
立
法
・
判
例
・
学
説
を
考
察
さ
れ
る
．
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
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紹
介
と
批
評

い
て
は
家
族
へ
の
配
慮
が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
生
命
保
険
の
有
す
る
信
用
機

能
か
ら
し
て
、
そ
こ
に
は
問
題
が
あ
る
も
の
と
指
摘
さ
れ
る
．

　
第
一
四
章
「
保
険
金
受
取
人
の
指
定
と
包
括
遺
贈
」
に
お
い
て
は
、
保
険
金

受
取
人
と
し
て
「
相
続
人
」
と
指
定
し
た
生
命
保
険
契
約
者
が
、
そ
の
後
自
己

の
全
財
産
を
他
の
者
に
包
括
遺
贈
し
た
場
合
の
保
険
金
請
求
権
者
に
つ
い
て

の
、
昭
和
四
〇
年
二
月
二
日
の
最
高
裁
判
決
を
機
縁
と
し
て
、
本
件
当
事
者
の

主
張
事
実
に
即
し
て
い
え
ば
相
続
人
に
保
険
金
請
求
権
を
認
め
る
判
決
に
賛
成

せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
契
約
者
は
後
の
包
括
遺
贈
に
よ
り
受
取
人
指
定
の
撤
回

を
な
し
た
と
解
さ
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
保
険
法
上
の
問
題
が
本
件
に
は
ひ
そ

む
も
の
と
指
摘
さ
れ
る
。

三

　
以
上
、
き
わ
め
て
粗
雑
な
素
描
を
な
し
て
来
た
が
、
本
書
が
単
に
い
く
つ
か

の
論
文
を
一
巻
に
集
め
た
も
の
と
い
う
意
味
で
の
論
文
集
で
は
な
く
て
、
所
収

の
論
文
そ
れ
ぞ
れ
が
、
一
つ
の
基
本
理
論
の
展
開
・
深
化
で
あ
る
と
と
も
に
、

相
互
に
補
な
い
合
い
な
が
ら
大
森
保
険
法
学
の
体
系
と
い
う
大
伽
藍
を
ま
す
ま

す
壮
麗
に
す
る
も
の
と
も
た
と
え
う
る
よ
う
な
、
理
論
的
関
連
性
の
あ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
あ
ぎ
ら
か
に
し
え
た
か
と
お
も
う
。

　
も
と
よ
り
、
私
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
異
論
を
は
さ
む
べ
き
点
が
い
く
つ
か

あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
章
に
お
け
る
二
面
的
な
善
意
契
約
性
と
い
わ
れ
る
も
の

の
う
ち
、
不
労
利
得
に
よ
る
公
序
良
俗
違
反
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
特
則

と
し
て
拳
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
（
商
法
六
三
〇
条
、
同
六
＝
コ
条
な
い
し
六
一
一
西
条
、

伺
六
四
一
条
等
）
は
、
私
に
と
つ
て
は
損
害
保
険
契
約
の
目
的
が
損
害
填
補
で
あ
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る
こ
と
か
ら
の
当
然
の
法
則
で
あ
り
、
ま
た
、
当
事
者
間
の
不
公
平
の
危
険
を

防
止
す
る
た
め
の
特
則
と
し
て
拳
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
商
法
六
四
二
条

等
は
、
私
に
と
つ
て
は
契
約
の
目
的
た
る
損
害
填
補
の
可
能
性
の
有
無
す
な
わ

ち
射
倖
契
約
に
お
け
る
巴
＄
の
欠
鉄
に
つ
い
て
の
法
則
で
あ
る
．
ま
た
例
え

ば
、
第
九
章
に
お
い
て
は
、
保
険
金
請
求
権
は
有
償
契
約
上
の
対
価
で
あ
る
が

故
に
損
害
賠
償
請
求
権
と
は
異
質
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
間
題
と

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
請
求
権
の
根
拠
で
は
な
く
、
被
害
老
“
被
保

険
者
の
損
害
に
関
し
て
は
た
す
そ
の
機
能
的
内
容
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
有
償

契
約
上
の
対
価
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
は
給
付
の
内
容
に
か
か
わ

る
も
の
で
は
な
い
。
問
題
は
対
価
で
あ
る
給
付
の
内
容
で
あ
つ
て
、
も
し
そ
れ

が
損
害
填
補
で
あ
る
な
ら
ば
、
被
害
者
口
被
保
険
老
の
損
害
を
そ
の
分
だ
け
減

縮
せ
し
め
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
本
書
に
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
問
題

の
い
く
つ
か
に
関
し
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
反
対
の
立
場
か
ら
論
じ
て
来
て
い

る
。
し
か
し
、
は
じ
め
に
書
い
た
よ
う
に
、
問
題
の
所
在
ば
か
り
で
な
く
、
純

粋
に
契
約
法
的
な
分
析
と
い
う
方
法
も
ま
た
、
私
は
大
森
教
授
の
論
文
に
教
え

を
受
け
て
来
た
．

　
確
固
た
る
理
論
と
す
る
ど
い
問
題
意
識
と
、
分
析
と
比
較
法
的
考
察
と
、
そ

れ
ら
に
よ
つ
て
構
築
さ
れ
た
大
森
保
険
法
学
の
体
系
の
、
そ
の
一
層
の
展
開
と

深
化
と
を
こ
の
一
巻
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
に
、
私
は
心
か
ら
の
よ
ろ
こ

び
を
感
ず
る
。
（
昭
和
四
四
年
有
斐
閣
三
七
〇
頁
　
一
五
〇
〇
円
）
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