
爪
法
改
正
の
現
、
、
と
そ
の
惜
題

法
務
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
法
制
審
議
会
が
、
か
ね
て
法
務
大
臣
か
ら
出

さ
れ
て
い
た
現
行
刑
法
典
を
全
面
的
に
改
正
す
る
こ
と
の
要
否
に
関
す
る
諮
閥

凾
和
三
八
年
五
月
諮
問
第
二
0
号
)
に
対
し
て
、
「
刑
法
に
全
面
的
改
正
を
加
え
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
要
綱
は
別
添
の
改
正
要
綱
に
よ
る
」
と
決
定
し
、
「
改
正

刑
法
草
案
」
な
る
も
の
を
最
終
答
申
案
と
し
て
採
択
し
九
の
は
、
咋
年
の
五
月

二
十
九
日
で
あ
っ
九
。
こ
の
「
改
正
刑
法
草
案
」
(
以
下
「
草
案
L
と
略
称
す
る
)
と

い
う
の
は
、
法
制
審
議
会
が
右
の
諮
問
に
答
え
る
九
め
に
設
置
し
た
刑
事
法
特

別
部
会
と
い
う
と
こ
ろ
で
足
か
け
一
 
0
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
作
成
さ
れ
、
昭

和
四
十
七
年
三
月
に
部
会
草
案
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
の
中
身
か
ら
、
刑
の

宣
告
猶
予
に
関
す
る
規
定
を
削
り
、
執
行
猶
予
の
要
件
で
あ
る
一
0
万
円
以
下

の
罰
金
を
二
0
万
円
に
改
め
る
と
い
う
修
正
を
加
え
九
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。

改
正
「
要
綱
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
四
亘
二
七
三
条
よ
り
な
り
、
内
容
的
に

も
直
ち
に
制
定
法
に
な
り
う
る
ほ
ど
に
完
結
し
九
草
案
で
あ
る
。
明
治
四
十
年

に
制
定
さ
れ
九
現
行
刑
法
と
比
較
す
る
と
、
ま
ず
条
文
が
口
語
化
さ
れ
九
こ

と
、
条
文
数
が
一
0
0
条
余
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
四
0
美
余
の
犯
罪
が
新
設

さ
れ
、
五
0
に
近
い
犯
罪
の
法
定
刑
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
精
神

障
害
者
に
対
す
る
保
安
処
分
制
度
が
導
入
さ
れ
を
と
が
顕
著
な
特
徴
を
な
し

て
い
る
。
こ
の
「
草
案
」
が
発
表
さ
れ
て
以
来
、
こ
れ
に
対
し
て
専
門
家
の
間

だ
け
で
な
く
、
国
民
各
層
か
ら
多
く
の
覺
が
出
さ
れ
、
そ
の
圧
倒
的
多
数
が

批
判
的
な
い
し
反
対
の
意
思
表
示
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
刑

法
と
い
う
国
民
生
活
と
密
接
に
関
係
す
る
基
本
法
典
が
全
面
的
に
改
正
き
れ
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
幅
広
い
国
民
諾
が
形
成
き
れ

た
の
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
現
時
点
に
お
い
て
刑
法
を
全
面
的
に
改
正
し
よ
う
と
す
る
場

合
、
日
本
国
憲
法
の
基
本
理
念
に
従
っ
て
明
治
愈
法
下
に
制
定
さ
れ
た
現
行
刑

法
の
問
題
点
を
国
民
の
自
由
と
安
全
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
根
本
的
に
洗
い

上

田

健

^

'、、、
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直
す
と
い
う
作
業
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
が
法
学
部
も
そ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
「
草
案
L
 
を
対
象
と
し
て
幾
度
か
検
討
会
を
重
ね
た
。
そ
の
結
果
残

念
な
が
ら
今
回
の
「
草
案
」
の
基
本
的
な
特
色
は
重
罰
化
、
過
度
の
犯
罪
化
、

モ
ラ
ル
に
対
す
る
干
渉
の
強
化
、
問
題
の
多
い
保
安
処
分
の
新
設
に
あ
り
、
そ

れ
は
「
刑
罰
の
軽
減
、
非
犯
罪
化
、
精
神
障
害
者
に
対
す
る
治
療
優
先
と
い
っ

た
刑
法
改
正
の
現
代
的
要
誰
正
面
か
ら
衝
突
す
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、
あ
る

べ
き
刑
法
と
し
て
と
ぅ
て
い
馨
で
き
な
い
と
の
結
論
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
で

法
学
部
教
授
団
声
明
を
出
し
て
政
府
に
対
し
、
こ
の
よ
う
に
「
独
善
的
な
刑
罰

主
義
お
よ
び
国
家
公
共
の
治
安
優
先
に
傾
き
、
人
権
尊
重
に
対
す
る
配
慮
を
欠

く
」
草
案
を
す
べ
て
白
紙
に
も
ど
す
よ
う
強
く
要
請
し
た
の
で
あ
っ
た
。

法
需
教
授
団
声
明
に
示
さ
れ
た
右
の
よ
う
な
見
解
は
わ
が
国
の
刑
事
法
研

究
者
の
圧
倒
的
多
数
の
見
解
(
と
く
に
平
野
竜
一
・
平
場
安
治
編
『
刑
法
改
正
」
日
本
評
論

社
刊
、
お
よ
ぴ
法
律
時
報
四
六
巻
六
号
『
刑
法
改
正
の
問
題
点
』
の
特
集
記
事
を
み
ら
れ
北
い
)

と
共
通
す
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
急
士
会
、
日
本
精
神
神
経
学
会
、
日
本
新

聞
協
会
を
は
じ
め
と
し
て
各
界
か
ら
出
さ
れ
た
公
式
声
明
と
も
、
む
ろ
ん
重
点

の
置
き
ど
こ
ろ
に
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
な
点
で
一
致
し
て
い
る
と
見

て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
数
多
い
批
判
的
見
解
と
は
裴
腹
に
、
「
草
案
」
の
立
場
を
全
面

的
に
支
持
し
、
あ
る
い
は
積
極
的
に
こ
れ
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
側
の
見
解
は

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
九
。
し
か
し
反
対
論
が
一
通
り
出
つ

く
し
、
刑
法
改
正
問
題
の
帰
趨
が
見
え
た
か
に
思
わ
れ
る
最
近
に
な
っ
て
、

「
草
案
」
の
全
面
的
推
進
論
者
の
反
撃
が
い
っ
せ
い
に
開
始
さ
れ
恕
し
た
の
は

注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
刑
法
改
正
は
国
家
権
力
の
あ
り
方
そ
の
も
の
と
密

接
に
結
び
つ
く
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
こ
う
し
九
新
し
い

動
向
を
ど
こ
ま
で
も
注
祝
し
相
応
の
態
度
決
定
を
な
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

反
撃
は
ま
ず
、
法
務
省
が
本
年
八
月
に
刑
法
改
正
を
ど
ぅ
考
え
る
か
ー

法
制
審
議
会
の
改
正
草
案
と
こ
れ
に
対
す
る
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1
』
と
題
す

る
国
民
向
け
の
P
R
文
書
を
公
刊
し
て
今
回
の
「
草
案
を
政
府
と
し
て
ほ
と

ん
ど
そ
の
ま
ま
の
形
で
極
め
て
積
極
的
北
立
法
化
す
る
慧
を
暗
に
表
示
し
た

こ
と
、
お
よ
び
法
務
省
最
高
顧
問
と
し
て
ま
た
法
制
刑
審
事
法
特
別
部
会
会

長
と
し
て
「
草
案
」
作
成
に
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
小
野
清
一
郎
博

士
が
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
月
十
五
日
号
と
十
月
一
日
号
の
二
回
に
わ
た
り
『
改
正
刑

法
草
案
の
批
判
に
対
す
る
再
批
判
』
と
題
し
て
こ
れ
ま
で
の
主
な
反
対
意
見
に

対
し
て
は
じ
め
て
全
面
的
な
反
論
を
展
開
し
九
こ
と
に
始
ま
る
。
『
刑
法
改
正

を
ど
ぅ
考
え
る
か
』
は
そ
の
冒
頭
で
「
刑
法
改
正
の
問
題
が
広
く
国
民
各
階
層

の
間
で
論
議
さ
れ
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
法
制
審
議
会
の
作
っ
た
改
正
刑
法

草
案
の
内
容
を
で
き
る
限
り
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
」
と
し

て
五
十
四
の
問
題
に
つ
い
て
一
問
一
答
式
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
的

に
は
こ
れ
ま
で
に
批
判
の
多
か
っ
九
点
に
対
す
る
「
草
案
」
の
弁
護
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
極
め
て
攻
撃
的
な
反
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
論
法
は
、
「
こ
れ
ま

で
に
あ
ら
わ
れ
九
批
判
や
反
対
の
意
見
は
ほ
と
ん
ど
『
改
正
草
案
』
に
対
す
ろ

誤
解
に
基
づ
く
も
の
」
と
し
九
り
、
「
自
分
の
立
場
だ
け
が
絶
対
に
正
し
い
と

い
う
前
提
に
立
っ
九
一
方
的
な
主
張
」
と
き
め
つ
け
る
こ
と
に
終
始
す
る
だ
け

で
、
わ
れ
わ
れ
の
卒
直
な
疑
問
に
答
え
る
だ
け
の
説
得
性
を
も
っ
て
い
な
い
と

い
う
の
が
、
こ
の
文
書
を
一
読
し
た
筆
者
の
卒
直
な
印
象
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ

「
刑
法
の
全
面
改
正
は
ど
ぅ
し
て
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
し
と
い
う
、
今
回
の

二
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改
正
問
題
で
最
も
議
曾
多
い
点
に
つ
い
て
は
明
治
四
十
年
梨
の
現
行
刑
法

の
古
さ
や
戦
後
に
お
け
る
社
会
情
勢
の
変
化
を
考
慮
し
刑
法
蛋
に
現
代
の
社

会
生
活
に
マ
ッ
チ
し
た
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
も
っ
と
も
な
理
由
を

挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
軍
国
主
義
花
や
か
な
り
し
頃
の
昭
和
十
五
年
に

作
ら
れ
た
仮
案
の
晶
謬
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
昭
和
三
ナ
六
年
の
準
俳

案
が
土
台
と
な
っ
た
今
回
の
「
草
案
」
の
よ
う
な
形
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
に
つ
い
て
は
説
得
的
磊
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
別
の
個

所
で
「
仮
案
は
、
当
時
の
第
一
級
の
実
務
家
お
よ
び
学
者
の
多
年
に
わ
た
る
共

同
作
業
の
結
果
と
し
て
上
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
に
相
当
の
敬
愆
を
払
う

こ
と
は
当
然
と
い
っ
て
ょ
い
で
し
ょ
う
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
改
正
詮
者

の
倫
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
ま
九
「
棗
は
処
罰
の

範
囲
を
不
当
に
拡
大
し
て
い
る
と
い
う
批
判
」
に
対
し
て
は
、
「
加
害
者
の
立

場
に
立
つ
者
の
人
権
を
論
す
る
あ
ま
り
・
・
・
・
・
・
刑
法
の
最
も
大
き
な
任
務
が
国

民
の
安
全
を
保
護
す
る
点
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
識
論
」
だ
と
し
て
唾
く
一
蹴

し
、
あ
た
か
も
「
草
案
」
が
四
十
を
超
え
る
数
の
犯
罪
を
糎
し
、
批
し
う

る
行
為
な
ら
ぱ
可
能
な
隈
り
処
綱
規
定
の
中
に
と
り
こ
も
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
、
そ
れ
こ
そ
忘
れ
九
よ
う
な
答
え
方
を
し
て
い
る
。
六
十
に
近
い
犯
罪
の
法

定
刑
が
引
き
上
げ
ら
れ
九
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
を
「
重
く
す
べ
き
者
は

重
く
、
軽
く
す
べ
き
も
の
は
軽
く
し
た
も
の
」
で
あ
っ
て
重
剖
器
と
い
う
批

判
は
あ
九
ら
ず
、
逆
に
死
刑
を
科
し
う
る
犯
罪
を
現
在
の
十
七
種
か
ら
十
八
種

に
減
ら
し
九
こ
と
を
強
鯛
す
る
有
様
で
あ
る
。
草
案
の
批
料
た
ち
が
つ
ね

に
日
本
国
愈
法
と
そ
の
精
神
を
評
価
の
基
準
と
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
草
案
の
い
ず
れ
か
の
規
定
が
憲
法
に
違
反
す
る
と
い
う
具
体
的
な
主
張
は
さ

)し

す
が
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
す
」
な
ど
轟
ら
し
げ
に
答
え
て
い
る
。
こ
れ
は

批
判
者
た
ち
が
将
来
の
刑
法
が
日
本
黒
法
の
業
皿
念
に
合
致
す
る
か
否
か

を
刑
法
全
而
改
正
綴
剪
対
象
と
な
っ
て
い
る
現
黙
に
お
い
て
総
合
的
な

見
地
か
ら
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
を
故
謎
陰
蔽
し
て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な

慧
法
の
基
本
理
念
と
そ
の
三
十
一
条
か
ら
四
十
条
の
趣
旨
を
真
面
目
に
受

)
0

しけ
と
め
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
「
疹
無
視
と
か
人
権
抑
圧
と
か
の
言

争
草
案
を
盆
す
急
見
」
は
「
窪
の
一
而
だ
け
を
強
調
す
る
考
え
方
を

前
捉
に
し
て
い
る
も
の
」
で
あ
っ
て
そ
の
よ
う
な
「
批
難
は
い
わ
れ
の
な
い
、

の
」
と
し
て
甘
ん
ず
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
こ
の
轟
の
基
梨
ど
こ
に
あ
る
か
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て

籍
し
え
な
い
の
は
、
露
骨
な
国
家
及
び
企
業
私
益
擁
滂
愚
で
あ
る
。
国

家
は
国
民
の
共
同
生
活
に
と
っ
て
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
企
業
が
国
民
の
経
済
生

活
に
大
き
な
寄
与
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
国
家
や
企
業
利
益
を
保
護
す
る
こ

と
は
刑
法
の
重
要
な
使
命
で
あ
る
と
い
っ
た
大
一
系
随
所
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ

に
は
、
独
占
資
本
卞
義
段
階
に
お
け
る
政
府
と
、
そ
れ
と
密
接
す
る
大
企
業
の

利
益
擁
護
の
考
え
が
き
わ
め
て
卒
直
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
の
反
面
、
右
に
指
摘
し
た
家
ら
だ
け
で
も
知
ら
れ
る
よ
う

に
、
現
代
の
世
界
的
な
刑
事
政
策
上
の
思
想
に
立
脚
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
請
、

と
く
に
倫
理
観
の
上
で
差
条
あ
り
、
可
罰
性
に
疑
問
が
あ
る
領
域
に
お
い
て

は
で
き
る
限
り
刑
法
に
よ
る
干
渉
は
さ
し
控
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
刑
法
の

断
片
性
、
謙
抑
性
の
主
張
は
ほ
と
ん
ど
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
よ
う
に
一
切
の
批
判
を
排
撃
し
、
そ
れ
こ
そ
「
一
方
的

な
主
張
」
に
よ
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
轟
が
法
務
省
に
よ
っ
て
、
し
か
も
膨

大
な
国
費
を
使
っ
て
三
万
部
も
鷲
で
配
布
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
政
府
が

い
か
に
本
腰
を
入
れ
て
今
向
の
草
案
を
立
法
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
示
す
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も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
出
さ
れ
た
前
記
小
野
論
文

は
、
博
士
自
身
が
わ
が
国
に
お
け
る
刑
法
学
会
の
権
威
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

だ
け
に
、
さ
す
が
に
深
い
理
論
的
な
裏
打
ち
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

刑
罰
の
本
質
は
璽
で
あ
る
こ
と
、
刑
事
「
責
任
」
は
結
局
、
犯
人
の
道
義
性

を
追
求
す
る
に
あ
る
こ
と
を
博
士
独
自
の
哲
学
的
人
問
学
1
業
の
理
論
1

に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
実
は
文
字
通
り
草
案
に
対
す
る
こ

れ
ま
で
の
枢
要
な
批
判
に
対
す
る
再
批
判
で
あ
り
、
結
論
的
に
は
右
の
P
R
文

章
と
趣
旨
と
み
ご
と
に
一
致
し
て
い
る
。

「
草
案
」
の
基
本
的
な
立
場
が
国
家
主
義
、
倫
理
主
義
、
治
安
主
義
に
あ
る

こ
と
、
そ
れ
が
各
則
規
定
で
は
犯
罪
化
、
重
罰
化
の
傾
向
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ

て
い
る
こ
と
は
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も

同
窓
生
の
母
校
へ
の
協
力
活
動
と
し
て
永
い
伝
統
を
も
つ
も
の
の

女
子
部
の
名
物
と
な
っ
て
い
る
バ
ザ
ー
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

に
、

こ
れ
は
明
治
三
十
六
(
一
九
9
己
年
の
秋
、
デ
ン
ト
ン
の
在
英
の

友
人
か
ら
女
学
校
の
た
め
寄
せ
ら
れ
た
も
の
に
図
書
、
カ
ー
ド
等
の

ほ
か
、
基
金
の
一
部
に
と
時
計
、
躬
女
洋
服
お
よ
び
付
属
品
、
手
織

物
、
石
鹸
、
玩
具
、
菓
子
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
品
が
あ
っ
九
。
し
か

し
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
全
部
を
女
学
校
に
寄
付
す
る
も
の
で
は
な

く
、
売
り
上
げ
の
三
分
の
一
を
同
志
社
に
寄
付
す
る
と
い
う
条
件
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
同
窓
生
が
中
心
と
な
っ
て
女
教
師
、
在
学
生
等
も

母
校
の
た
め
に
と
協
力
し
て
、
大
バ
ザ
ー
を
催
し
た
の
を
第
一
回
と

し
、
そ
の
後
三
十
七
1
三
十
八
年
は
日
露
戦
争
で
国
内
多
事
の
年
を

休
み
、
三
十
九
(
一
九
0
六
)
年
に
は
売
上
金
一
四
五
円
を
得
て
学
校

に
寄
付
し
た
。
以
降
毎
回
利
益
金
を
母
校
の
基
金
に
し
、
明
治
期
は

重
要
な
の
は
、
一
体
刑
法
は
何
の
九
め
に
あ
る
の
か
と
い
う
素
朴
な
問
題
を
現

時
点
に
お
い
て
根
底
か
ら
考
え
直
す
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
わ

れ
わ
れ
自
身
を
刑
罰
と
い
う
峻
厳
な
国
家
的
製
の
下
で
し
か
正
し
い
行
為
を

な
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
不
自
由
な
人
問
で
あ
る
と
前
提
す
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
と
も
処
罰
規
定
に
よ
っ
て
あ
や
つ
ら
れ
な
い
個
人
の
決
断
の
可
能
な

か
ぎ
り
広
い
余
地
を
残
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
か
。
全
面
改
正
推
進
者
の
反

撃
は
日
本
国
民
一
人
一
人
に
右
の
選
択
を
迫
っ
て
い
ろ
と
、
筆
者
に
は
思
わ
れ

て
な
ら
な
い
。
先
進
国
家
の
中
で
最
も
犯
罪
の
発
生
率
の
少
な
い
わ
が
国
と
は

衷
腹
に
、
犯
罪
の
激
増
に
悩
む
西
洋
諸
国
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、

西
ド
イ
ツ
な
ど
は
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
現
代
に
お
け
る
刑
法
の
膨
張
を
抑
制

す
る
と
い
う
、
真
の
改
正
の
た
め
の
緊
急
課
題
を
真
剣
に
退
及
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

(
大
学
法
学
部
助
教
授
・
刑
耶
法
)

四
十
一
(
一
九
0
八
)
年
を
最
後
に
し
ぱ
ら
く
休
止
し
、
大
正
期
に
な

つ
て
十
三
(
一
九
二
吾
年
五
月
、
講
堂
建
築
費
の
資
金
の
た
め
、

゛
＼

ザ
ー
に
よ
っ
て
四
、
 
0
0
四
円
を
、
昭
和
期
に
な
っ
て
四
(
一
九
二
九
)

年
以
来
十
二
(
一
九
三
七
)
年
ま
で
の
問
、
昭
和
六
年
を
休
ん
だ
ほ
か

継
続
し
て
毎
年
開
催
昭
和
二
十
八
(
一
九
五
己
年
以
降
は
女
子
部

全
体
の
学
校
行
事
の
一
つ
と
し
て
教
職
員
、
同
窓
生
、
在
学
生
本
上

体
と
し
て
催
さ
れ
、
利
益
金
も
一
 
0
0
万
円
を
越
え
、
三
十
九
(
一
九

六
四
)
年
は
実
に
三
二
四
万
四
七
五
三
円
と
い
う
成
績
を
あ
げ
て
い

る
。
か
く
し
て
バ
ザ
ー
は
、
同
窓
会
に
お
い
て
は
永
年
の
問
会
員
同

志
の
旧
交
を
あ
突
め
る
楽
し
み
の
機
会
で
あ
り
、
一
方
ま
た
母
校

へ
の
協
力
、
奉
仕
と
い
う
、
母
校
愛
実
践
の
場
と
し
て
同
窓
生
に
は

き
わ
め
て
印
象
深
い
行
事
と
し
て
毎
年
期
待
さ
れ
て
い
る
。

(
「
同
志
社
九
十
年
小
史
」
よ
り
)

女子部バザ
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