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も
と
も
と
は
法
律
を
勉
強
し
た
く
て

法
学
部
に
入
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
大
学

卒
業
後
、
職
業
と
し
て
政
治
学
に
関
わ

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
法
律
と
関
係

の
深
い
政
治
制
度
論
に
関
心
を
も
っ
て

き
ま
し
た
。
今
回
は
、
一
般
向
け
の
書

籍
な
が
ら
深
い
学
術
的
な
背
景
を
持
ち
、

「
や
っ
ぱ
り
制
度
っ
て
大
切
」
と
あ
ら

た
め
て
思
わ
せ
て
く
れ
た
本
を
ご
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
人
を
活
か
す
制
度

　

制
度
の
意
義
や
役
割
は
、
制
度
だ
け

を
み
て
い
て
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
、
個
人
や
集
団
の
行
動
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
る
か
を
確
認
す
る
こ
と

で
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
日
常
生
活
で

も
学
校
の
規
則
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理

組
合
の
ル
ー
ル
な
ど
は
、
そ
こ
に
関
わ

る
人
た
ち
の
行
動
に
影
響
を
与
え
ま
す
。

単
純
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
場
で
人
々

の
「
適
切
な
」
行
動
を
導
き
だ
す
制
度
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が
「
良
い
」
制
度
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

身
近
な
制
度
の
な
か
で
、
組
織
に
属

し
て
働
い
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
重

要
な
制
度
が
人
事
制
度
で
す
。
そ
れ
は

人
々
が
「
適
切
な
」
行
動
を
と
る
よ
う

に
、
つ
ま
り
、
一
生
懸
命
働
い
て
業
績

を
あ
げ
て
い
く
よ
う
に
仕
向
け
る
役
割

を
担
っ
て
い
ま
す
。
近
年
、
そ
こ
に
能

力
や
業
績
に
応
じ
て
給
与
を
決
定
す
る

「
成
果
主
義
」
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
橋
（
二
〇
一
〇
）
は
こ
の
「
成
果
主

義
」
を
痛
烈
に
批
判
し
ま
し
た
。
成
果

主
義
は
人
件
費
抑
制
の
口
実
で
し
か
な

い
と
し
、
日
本
型
の
年
功
制
を
復
活
さ

せ
る
こ
と
が
人
々
の
業
績
を
高
め
、
企

業
の
成
長
に
つ
な
が
る
と
主
張
し
ま
す
。

　

こ
の
本
の
い
う
「
日
本
型
年
功
制
」

は
、
働
き
手
の
あ
い
だ
で
競
争
が
あ
り
、

格
差
も
生
ま
れ
る
と
い
う
点
で
、
い
わ

ゆ
る
年
功
序
列
と
は
少
し
異
な
り
ま
す
。

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
単
純
な
賃

金
に
よ
る
動
機
づ
け
は
意
味
が
な
く
、

む
し
ろ
次
の
仕
事
の
内
容
で
報
い
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
働

き
手
が
将
来
の
見
通
し
を
立
て
ら
れ
る

よ
う
な
給
与
体
系
こ
そ
が
働
き
手
の
企

業
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
確
保

し
、
今
を
が
ん
ば
る
こ
と
を
可
能
に
さ

せ
る
、
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
ま
す
。

こ
の
本
の
強
み
は
、
単
な
る
規
範
的
な

主
張
で
は
な
く
、
実
験
や
統
計
に
基
づ

い
て
「
日
本
型
年
功
制
」
の
効
果
を
説

い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

同
じ
人
で
も
人
事
制
度
の
あ
り
方
次

第
で
よ
く
働
き
も
す
れ
ば
、
職
場
か
ら

逃
げ
だ
す
か
も
し
れ
な
い
。
制
度
の
役

割
の
大
き
さ
、
ゆ
え
に
制
度
を
作
る
こ

と
の
重
大
さ
を
感
じ
ま
す
。
さ
ら
に
、

制
度
を
知
る
こ
と
は
、
人
を
知
る
こ
と

で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

人
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
。
制
度
に

対
す
る
人
々
の
対
応
を
み
る
こ
と
で
、

人
の
求
め
る
も
の
が
明
ら
か
に
な
り
ま

す
。
翻
っ
て
、
そ
れ
が
よ
り
良
き
制
度

を
確
立
す
る
ヒ
ン
ト
と
も
な
る
わ
け
で

す
。

●
秩
序
を
生
み
出
す
制
度

　

視
点
を
日
常
生
活
か
ら
国
家
の
レ
ベ

ル
に
移
す
と
、
法
律
の
王
様
、
憲
法
が

あ
り
ま
す
。
憲
法
の
存
在
意
義
を
考
え

る
う
え
で
重
要
な
立
憲
主
義
を
論
じ
た

の
が
長
谷
部
（
二
〇
〇
四
）
で
す
。
と
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い
っ
て
も
、
立
憲
主
義
と
は
何
か
、
を

単
に
述
べ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

立
憲
主
義
と
は
「
国
家
権
力
の
制
限

だ
」
と
定
義
し
た
う
え
で
、
な
ぜ
立
憲

主
義
が
必
要
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

説
明
し
て
い
ま
す
。
ゲ
ー
ム
理
論
な
ど

も
使
わ
れ
、
通
常
の
法
律
学
の
本
の
イ

メ
ー
ジ
か
ら
は
だ
い
ぶ
か
け
離
れ
た
印

象
を
受
け
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
議
論
の

始
め
方
も
ド
キ
ッ
と
す
る
も
の
で
す
。

い
わ
く
、
民
主
主
義
で
決
め
て
良
い
こ

と
と
、
決
め
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
線
引
き
を
し
、
民
主
主
義
が

そ
の
境
界
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
の

が
立
憲
主
義
の
眼
目
で
あ
る
、
と
。

「
民
主
主
義
は
常
に
良
い
も
の
だ
」
と

思
っ
て
い
る
と
か
な
り
戸
惑
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
立
憲
主
義
は
権
威
主
義
を

推
奨
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

民
主
主
義
に
お
い
て
も
権
力
が
手
を
突

っ
込
ん
で
良
い
部
分
は
限
定
さ
れ
て
い

る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

な
ぜ
そ
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
民

主
主
義
を
多
数
決
と
同
義
と
し
た
う
え

で
、
多
数
決
で
決
め
て
は
い
け
な
い
こ

と
ま
で
多
数
派
の
意
向
に
そ
っ
て
決
め

る
と
秩
序
が
崩
壊
す
る
か
ら
、
と
い
う

の
が
本
書
の
答
え
で
す
。
多
数
決
で
決

め
て
は
い
け
な
い
こ
と
と
は
、
比
較
不

能
な
価
値
（
例
え
ば
宗
教
的
価
値
）
の

優
劣
で
す
。
個
人
に
と
っ
て
捨
て
る
こ

と
の
で
き
な
い
価
値
を
捨
て
る
よ
う
少

数
派
に
強
要
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
抵

抗
を
強
め
、
社
会
全
体
の
得
る
べ
き
利

益
を
損
な
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
な

る
と
、
民
主
主
義
の
手
続
き
が
立
ち
入

ら
な
い
領
域
を
決
め
て
お
い
た
ほ
う
が

良
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
あ
ら
か
じ
め

そ
の
領
域
を
明
ら
か
に
し
て
お
け
ば
、

多
く
の
人
が
安
心
し
て
そ
の
政
治
の
枠

組
み
に
参
加
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま

す
。

　

権
力
が
小
さ
い
方
が
秩
序
は
安
定
す

る
、
と
い
う
の
は
、
示
唆
に
富
ん
だ
議

論
で
す
。
こ
れ
は
人
事
制
度
で
触
れ
た

「
見
通
し
」
に
通
じ
る
考
え
方
で
す
。

誰
が
権
力
者
に
な
る
か
で
物
事
が
大
き

く
変
わ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
人
々
の
生

活
は
不
安
定
に
な
り
ま
す
。
経
済
活
動

も
萎
縮
し
ま
す
。
政
治
の
役
割
に
そ
れ

ほ
ど
期
待
し
な
く
て
も
大
丈
夫
な
社
会

が
目
指
す
べ
き
社
会
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

●
人
類
の
歴
史
、
制
度
の
歴
史

　

さ
ら
に
視
点
を
歴
史
的
に
も
地
理
的

に
も
大
き
く
広
げ
て
政
治
制
度
と
政
治

秩
序
の
起
源
や
発
展
、
そ
し
て
そ
れ
が

衰
え
て
い
く
様
を
描
い
た
の
が
、
二
巻

で
構
成
さ
れ
る
フ
ク
ヤ
マ
の
著
作
で
す

（Fukuyam
a 2011, 2014

）。

　

か
な
り
の
大
著
で
、
読
み
終
え
る
の

に
ず
い
ぶ
ん
と
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
話
の
筋
を
理
解
す
る
の
に

は
そ
れ
ほ
ど
苦
労
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
明
瞭
だ
か
ら
で
す
。
二

巻
は
政
治
秩
序
の
基
礎
に
あ
る
の
は
政

治
制
度
だ
と
し
、
そ
の
重
要
な
柱
と
し

て
、
国
家
、
法
の
支
配
、
ア
カ
ウ
ン
タ

ブ
ル
な
政
府
の
三
つ
を
指
摘
し
ま
す
。

国
家
と
は
統
治
し
て
い
く
た
め
の
機
構
、

特
に
能
力
主
義
に
も
と
づ
く
官
僚
機
構

の
確
立
を
指
し
、
法
の
支
配
は
、
立
憲

主
義
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
て
、
権
力

者
が
法
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し

ま
す
。
そ
し
て
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
な

政
府
と
は
、
権
力
者
が
市
民
の
利
益
を

優
先
す
る
よ
う
な
政
府
の
こ
と
で
、
市

民
の
利
益
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
権
力

者
を
取
り
除
く
手
続
き
を
含
み
ま
す
。

こ
の
三
つ
は
互
い
に
独
立
し
て
形
成
さ

れ
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国

の
政
治
秩
序
の
状
態
を
決
め
て
い
る
と

い
う
の
が
議
論
の
核
で
す
。

　

制
度
の
問
題
は
人
が
何
を
求
め
る
の

か
と
い
う
問
題
と
不
可
分
で
あ
る
と
述

べ
ま
し
た
が
、
こ
の
二
巻
は
こ
の
点
で

も
お
も
し
ろ
い
見
方
を
し
て
い
ま
す
。

普
通
、
人
々
は
個
人
単
位
で
そ
れ
ぞ
れ

の
利
益
が
最
も
大
き
く
な
る
よ
う
な
行

動
を
と
る
と
い
う
前
提
を
置
き
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
こ
の
二
巻
は
、
人
間
は

自
分
の
遺
伝
子
を
次
世
代
に
継
承
さ
せ

る
欲
求
、
つ
ま
り
血
縁
・
同
族
へ
の
優

先
的
な
配
慮
を
重
視
す
る
と
考
え
ま
す
。

ゆ
え
に
、
政
治
秩
序
の
形
成
は
、
血

縁
・
同
族
的
な
私
的
人
間
関
係
を
、
政

治
制
度
に
よ
っ
て
公
的
な
領
域
か
ら
排

除
す
る
営
み
だ
と
み
て
い
ま
す
。

　

二
巻
が
壮
大
な
歴
史
を
相
手
に
し
な

が
ら
明
瞭
な
議
論
を
展
開
で
き
て
い
る

の
は
、
政
治
制
度
の
発
展
に
焦
点
を
絞

っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
先
に
触
れ
た
人

事
制
度
や
立
憲
主
義
な
ど
で
も
み
ら
れ

る
制
度
と
人
と
の
相
互
関
係
が
歴
史
の

な
か
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
人
類
の
歴
史
は
制
度
形
成
の
歴
史

だ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
え

て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
実
の

と
こ
ろ
、
人
間
の
本
性
を
見
極
め
よ
う

と
す
る
歴
史
で
も
あ
り
ま
す
。
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