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記
録
が
残
さ
れ
な
い
こ
と
に
関
す
る
試
論

　
　
　
　
　
　

― 
業
務
の
現
場
と
政
治
学
の
視
点
か
ら

大
庭
弘
継　

　
　
　
　
　

は
じ
め
に

記
録
を
残
す
こ
と
と
、
記
録
を
作
る
こ
と
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
論
に
お
い
て
、
記
録
の
作
成

現
場
を
考
察
し
た
論
稿
は
目
立
た
な
い
。
結
果
と
し
て
、「
記
録
を
残
せ
、
保
存
せ
よ
」
と
の
主
張
だ
け
が
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
記
録
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
記
録
作
成
者
た
ち
も
認
識
し
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
こ
の
主
張
の
反
芻
だ
け

で
は
、
現
実
の
改
善
を
生
み
出
す
と
は
限
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
記
録
作
成
者
た
ち
に
届
く
だ
け
の
訴
求
力
を
持
つ
主
張
だ
と
は
言
い
難

い
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
記
録
は
残
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
極
端
か
つ
実
効
不
能
な
要
求
を
、
意
図
せ
ず
し
て
課
し
て
し
ま
う
恐
れ
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
二
〇
一
一
年
に
施
行
さ
れ
た
公
文
書
管
理
法
を
念
頭
に
、
記
録
を
保
存
す
る
こ
と
は
記
録
を
作
成
す
る
こ

と
と
表
裏
で
あ
る
と
の
問
題
認
識
の
も
と
、
記
録
を
作
る
側
か
ら
見
て
記
録
が
残
さ
れ
な
い
状
況
を
整
理
す
る
も
の
で
あ
る︶

1
︵

。
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一　

記
録
の
必
要
性

な
ぜ
記
録
を
残
す
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
多
く
の
歴
史
家
に
と
っ
て
こ
の
問
題
は
悩
む
ま
で
も
な
い
問
い
で
あ
ろ

う
。﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄︵
ま
た
は
﹃
史
記
﹄︶
で
記
述
さ
れ
て
い
る
、君
主
を
暗
殺
し
た
重
臣
に
抵
抗
し
た
史
官
の
逸
話
が
象
徴
的
で
あ
る
。

史
官
の
大
夫
が
、「
崔
杼
そ
の
君
を
弑
す｣

と
直
書
す
る
と
、
崔
子
は
大
史
を
殺
し
た
。
す
る
と
そ
の
弟
が
兄
の
あ
と
を
つ
い

で
同
様
に
書
い
た
。
こ
う
し
て
殺
さ
れ
る
弟
が
二
人
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
弟
が
ま
た
書
い
た
の
で
、
崔
子
も
殺
し
き
れ
な

く
な
っ
て
許
し
た
。
南
史
氏
は
大
史
の
兄
弟
が
残
ら
ず
殺
さ
れ
た
と
聞
い
て
、
記
録
す
る
竹
の
ふ
だ
を
持
っ
て
朝
廷
に
出
か
け

た
が
、
記
録
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
引
き
か
え
し
た
。［
鎌
田 

一
九
七
七
、一
〇
五
一
頁
］

い
わ
ゆ
る
「
崔
杼
其
の
君
を
弑
す
」
の
逸
話
は
、
歴
史
家
の
記
録
に
賭
け
る
倫
理
性
、「
史
家
の
職
務
の
神
聖
」［
内
藤 

一
九
七
〇
］

を
今
に
伝
え
て
く
れ
る
。
歴
史
学
者
や
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
関
わ
る
専
門
家
で
あ
れ
ば
こ
の
逸
話
か
ら
「
真
実
を
伝
え
る
」
と
い
う
職
責

の
重
さ
を
見
出
す
者
も
い
よ
う
。
つ
ま
り
、
記
録
は
後
世
に
残
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
現
在
に
残
さ
れ
た
過
去
の
記
録
に

命
を
吹
き
込
む
こ
と
が
、
歴
史
家
の
使
命
で
あ
る
。
記
録
を
残
す
こ
と
は
神
聖
な
職
務
で
あ
っ
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
前
提
と
す
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。

し
か
も
記
録
は
歴
史
家
だ
け
の
も
の
で
も
な
い
。
温
故
知
新
で
あ
る
と
か
「
愚
者
は
経
験
に
学
び
賢
者
は
歴
史
に
学
ぶ
」
と
い
っ
た

格
言
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
記
録
は
今
に
生
き
る
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
生
き
て
行
く
た
め
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
特

に
現
代
の
民
主
主
義
国
家
に
生
き
て
い
る
市
民
に
と
っ
て
、
様
々
な
記
録
は
、
市
民
が
主
権
者
で
あ
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
だ
と
い

え
る
。
主
権
者
と
し
て
判
断
を
下
す
た
め
の
情
報
、
つ
ま
り
記
録
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
は
、
主
権
者
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
情
報

を
一
部
に
握
ら
れ
、
主
体
的
に
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
主
権
は
名
前
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
二
〇
〇
二
年
に
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施
行
さ
れ
た
情
報
公
開
法
、
そ
し
て
、
二
〇
一
一
年
に
施
行
さ
れ
た
公
文
書
管
理
法
と
、
資
料
の
活
用
に
つ
い
て
法
的
な
整
備
が
進
み

つ
つ
あ
る
。
そ
の
目
的
は
国
民
主
権
を
補
完
す
る
こ
と
で
あ
る
。
公
文
書
管
理
法
の
第
一
条
は
、「
公
文
書
等
が
、
健
全
な
民
主
主
義

の
根
幹
を
支
え
る
国
民
共
有
の
知
的
資
源
と
し
て
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
主
体
的
に
利
用
し
得
る
も
の
で
あ
る
」
と
宣
言
す
る
。

記
録
を
残
し
保
存
す
る
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
あ
り
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
と
す
る
倫
理
は
確
か
に
多
く
の
人
々
に
是
認
さ
れ

う
る
も
の
で
あ
る
。
称
揚
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
果
た
し
て
実
際
に
記
録
は
残
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
文
書
管

理
法
の
施
行
な
ど
近
年
の
法
的
な
整
備
に
よ
る
変
化
を
、
官
僚
Ａ
は
「
大
量
の
文
書
を
移
管
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一
方
で
き
ち
ん
と
文

書
を
捨
て
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
相
反
す
る
評
価
を
述
べ
、官
僚
Ｂ
は
、「
公
文
書
管
理
法
で
は
な
く
、情
報
公
開
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、

役
所
は
な
る
べ
く
文
書
を
作
成
し
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
公
文
書
管
理
法
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
私
は
ほ
と
ん
ど
意
識
し
た
こ
と

は
な
い
」
と
述
べ
る︶

2
︵

。
さ
て
、
わ
ず
か
二
人
の
官
僚
の
証
言
か
ら
公
文
書
管
理
法
に
代
表
さ
れ
る
文
書
管
理
の
現
状
と
今
後
の
評
価
を

下
す
の
は
短
絡
的
で
あ
る
が
、「
記
録
が
残
さ
れ
な
い
」
と
い
う
点
に
引
っ
掛
か
る
と
こ
ろ
を
感
じ
る
研
究
者
も
多
い
だ
ろ
う
。「
国
民

主
権
に
反
す
る
行
い
で
は
な
い
か
」
と
。
も
ち
ろ
ん
多
く
の
研
究
者
は
、「
記
録
が
残
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
事
実
を
直
感

的
に
は
認
識
し
て
は
い
る
。
だ
が
、
な
ぜ
「
記
録
が
残
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
」
の
か
、
具
体
的
事
例
を
踏
ま
え
て
、
納
得
し
て
い
る

研
究
者
は
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
な
ぜ
記
録
保
存
の
倫
理
に
反
し
て
、
記
録
が
残
さ
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
の
試
論
で
あ
る
。
本
稿
は

記
録
保
存
の
倫
理
が
衝
突
を
引
き
起
こ
す
が
ゆ
え
に
、
記
録
が
保
存
さ
れ
な
い
状
況
を
類
型
化
す
る
。
む
ろ
ん
本
稿
で
使
用
す
る
倫
理

と
い
う
タ
ー
ム
は
、
一
般
的
な
道
徳
か
ら
判
断
基
準
に
至
る
ま
で
幅
広
い
意
味
を
含
み
、
多
様
な
使
用
の
さ
れ
方
を
す
る
。
分
析
視
角

と
し
て
曖
昧
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
ろ
う
。
だ
が
具
体
的
事
例
に
即
し
て
考
え
た
場
合
、
直
観
的
に
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
状
況
が
抽

出
で
き
る
。
例
え
ば
、
医
師
の
倫
理
を
考
え
て
み
よ
う
。
医
師
の
倫
理
は
人
を
病
気
や
怪
我
か
ら
救
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
医
師
も
ま
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た
一
つ
の
職
業
で
あ
り
、
私
利
を
追
求
す
る
。
過
度
な
私
利
の
追
求
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
法
的
な
制
度
を
整
え
て
、
過
度
な
私
利
の

追
求
を
制
御
し
て
い
る
。
ま
た
人
を
死
そ
の
も
の
か
ら
救
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
う
え
、
ト
リ
ア
ー
ジ
の
よ
う
に
、
と
き
に

人
々
の
生
と
死
を
選
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
状
況
に
直
面
す
る
こ
と
も
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
倫
理
に
限
界
が
存
在
す
る
と
い
う
直
観

か
ら
、
次
の
項
目
で
考
察
を
進
め
る
。
そ
れ
は
、
利
益
と
の
衝
突
、
実
効
性
と
の
衝
突
、
他
の
倫
理
と
の
衝
突
で
あ
る
。
あ
る
倫
理
が

い
つ
い
か
な
る
時
も
妥
当
す
る
と
は
限
ら
な
い
。「
正
義
よ
な
さ
れ
よ
、
た
と
え
世
界
が
滅
び
る
と
も
」
と
の
格
言
は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ

が
、「
記
録
よ
残
さ
れ
よ
、
た
と
え
業
務
が
遅
滞
し
よ
う
と
も
」
も
ま
た
論
外
で
あ
ろ
う
。
記
録
が
人
間
に
奉
仕
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

記
録
に
人
間
が
奉
仕
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
記
録
が
人
々
に
奉
仕
す
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
を
前
提
と
し
て
、
な
ぜ
記
録
が
残
さ
れ
な

い
の
か
、
に
つ
い
て
論
を
進
め
る
。

二　

利
益
と
の
衝
突

﹃
記
憶
の
暗
殺
者
た
ち
﹄［
ヴ
ィ
ダ
ル=

ナ
ケ 
一
九
九
五
］
は
、
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
犯
罪
の
隠
ぺ
い
を
試
み
る
歴
史
修
正
主
義
者
へ

の
批
判
で
あ
る
。
こ
の
書
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
現
代
に
お
け
る
記
憶
の
暗
殺
の
試
み
で
あ
る
が
、
記
憶
を
消
し
去
る
の
に
よ
り
有

効
な
方
策
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
意
図
的
に
記
録
を
残
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
の
犯
罪
の
隠
ぺ
い
、
記
憶
の
暗
殺
の
企
て
は
、

現
代
の
歴
史
修
正
主
義
者
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ま
ず
ナ
チ
ス
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
ナ
チ
ス
に
よ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
、
ユ
ダ
ヤ

人
の
絶
滅
作
戦
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
文
書
で
の
絶
滅
命
令
を
残
し
て
い
な
い
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
直
接
命
令
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
歴
史

研
究
者
の
間
で
も
議
論
が
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
記
録
が
断
片
的
に
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
直
接
の

文
書
が
存
在
し
な
い
と
い
う
点
で
、
歴
史
修
正
主
義
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
は
無
か
っ
た
と
す
る
主
張
が
生
ま
れ
る
状
況
と
な
る
。［
永
岑 
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二
〇
〇
三
］

絶
滅
作
戦
の
記
録
は
故
意
に
残
さ
れ
な
か
っ
た
。
親
衛
隊
長
官
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヒ
ム
ラ
ー
︵H

einrich L. H
im

m
ler

︶
が
一
九
四
三

年
い
わ
ゆ
る
秘
密
演
説
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
を
「
か
つ
て
書
か
れ
た
こ
と
が
な
く
、
今
後
も
書
か
れ
る
こ
と
が
な
い
、
わ
れ
わ

れ
の
栄
光
の
歴
史
の
一
章
な
の
で
あ
る
」
と
語
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
そ
の
ヒ
ム
ラ
ー
に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
に
関
す
る
記

録
は
意
図
的
に
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
果
た
し
て
何
百
万
人
の
人
々
が
ゲ
ッ
ト
ー
や
ガ
ス
室
、
占
領
地
と
い
っ
た
場
所
に
お

い
て
殺
害
さ
れ
た
の
か
、
常
に
推
測
の
域
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
収
容
所
長
で
あ
っ
た
ル
ド
ル
フ
・
ヘ
ス

︵R
udolf F. F. H

öß

︶
は
次
の
よ
う
に
証
言
す
る
。「
大
規
模
な
作
戦
の
あ
っ
た
あ
と
で
は
い
つ
も
、
虐
殺
者
数
推
定
の
手
が
か
り
と
な

り
う
る
よ
う
な
す
べ
て
の
証
拠
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
の
命
令
で
焼
却
さ
れ
」、「
か
り
に
怠
慢
に
よ
っ
て
、
あ
ち
こ
ち
の
部
署
に
、
な
お
個
別

的
な
記
録
断
片
や
、電
話
や
、電
信
が
残
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、総
数
に
つ
い
て
は
何
の
手
が
か
り
に
も
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
」［
ヘ

ス 

一
九
九
九
、三
九
九
頁
］、
と
。

例
え
ば
、
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
最
終
的
解
決
を
期
し
た
と
さ
れ
る
一
九
四
二
年
一
月
二
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
ヴ

ァ
ン
ゼ
ー
︵W

annsee

︶
会
議
の
記
録
で
あ
る
。
だ
が
ヴ
ァ
ン
ゼ
ー
会
議
は
、
局
長
級
の
会
合
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
第
三
帝
国
が
国
家
と

し
て
意
思
決
定
を
行
っ
た
記
録
と
呼
ぶ
に
は
、
い
さ
さ
か
参
加
者
が
役
不
足
に
思
わ
れ
る
。
ナ
チ
ス
の
意
思
決
定
過
程
の
問
題
や
記
録

の
消
去
の
問
題
な
ど
輻
輳
す
る
に
せ
よ
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
。
二
〇
世
紀
に
お
い
て
最
も
凄
惨
な
悲
劇
と
し
て
語
ら
れ
る
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
は
証
言
と
状
況
証
拠
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
き
た
、
と
。

同
様
な
事
例
は
現
代
に
お
い
て
も
、
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
九
五
年
に
生
起
し
た
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
は
、

一
九
九
四
年
の
ル
ワ
ン
ダ
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
並
ん
で
、
国
際
政
治
上
の
大
事
件
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
事
件
に
お

け
る
虐
殺
側
、
ボ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
人
勢
力
に
よ
る
記
録
は
、
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
。
直
接
、
虐
殺
を
命
じ
た
文
書
も
、
記
録
も
残
さ
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れ
て
い
な
い
。
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
の
立
件
を
目
指
し
た
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
際
刑
事
法
廷
の
検
察
官
た
ち
は
、「
も
っ
と

も
明
白
な
文
書
の
証
拠
を
隠
匿
ま
た
は
破
棄
し
た
も
の
と
確
信
」
し
た
［
ヘ
ー
ガ
ン 

二
〇
一
一
、三
五
頁
］。
検
察
官
た
ち
が
苦
労
し

て
見
つ
け
出
し
た
の
は
、
燃
料
の
配
分
や
警
備
の
人
員
の
移
動
を
記
録
し
た
工
兵
部
隊
の
日
誌
に
関
す
る
記
録
と
、
衛
星
写
真
を
丹
念

に
分
析
し
て
位
置
を
特
定
し
、
危
険
を
犯
し
な
が
ら
発
掘
し
た
大
量
の
遺
体
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
事
例
に
共
通
す
る
の
は
、
意
思
決
定
過
程
が
直
接
的
な
記
録
と
し
て
、
意
図
的
に
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
歴
史
的
悲
劇
は
、
い
わ
ば
状
況
証
拠
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
事

例
で
あ
る
。
記
録
は
容
易
に
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
、
加
え
て
事
実
を
立
証
す
る
た
め
に
は
、
容
易
な
ら
ざ
る
労
力
を
要
す
る
と
い
う

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
歴
史
上
、
記
録
を
消
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
さ
れ
て
き
た
事
実
が
多
く
存
在
し
て
い
る
と
推
定
し

う
る
。

多
く
の
歴
史
学
者
た
ち
は
、
こ
う
い
っ
た
「
人
類
の
良
心
に
衝
撃
を
与
え
る
」
悲
劇
の
記
録
を
最
も
欲
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
同
時

に
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
残
さ
れ
る
こ
と
が
意
図
的
に
回
避
さ
れ
る
類
の
資
料
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
倫
理
的
に
反
し
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
記
録
を
残
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

三　

実
効
性
と
の
衝
突

む
ろ
ん
、
前
節
の
事
例
は
、
多
く
の
歴
史
家
に
と
っ
て
所
与
の
事
実
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
悪
意
に
よ
っ
て
、
歴
史
が

消
去
さ
れ
る
、
だ
か
ら
こ
そ
現
代
の
民
主
国
家
に
お
い
て
は
、
記
録
を
残
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
、
現
代
の
公

務
員
に
対
し
て
は
、
倫
理
を
教
育
し
非
倫
理
的
な
行
為
を
阻
止
す
る
た
め
に
も
記
録
を
残
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
、
と
。
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だ
が
、
そ
こ
に
も
困
難
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
多
く
の
官
僚
が
処
理
能
力
を
大
き
く
上
回
る
仕
事
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
月
曜
日
の
朝
に
出
勤
し
て
金
曜
の
夜
に
帰
宅
す
る
、
残
業
代
は
ほ
と
ん
ど
付
か
ず
、
目
の
前
の
業
務
を
処
理
す
る
こ
と
で
精
一

杯
な
状
況
に
お
い
て
、現
用
業
務
に
関
連
し
な
い
文
書
を
整
理
保
存
す
る
と
い
う
「
余
計
な
」
仕
事
に
ま
で
労
力
を
割
く
余
裕
は
な
い
、

と
考
え
る
可
能
性
は
高
い
。
逆
に
、必
要
に
迫
ら
れ
る
ま
で
、文
書
を
破
棄
せ
ず
、ど
こ
か
に
放
置
す
る
と
い
う
状
況
も
生
じ
る
だ
ろ
う
。

公
務
員
を
擁
護
す
る
こ
と
が
本
節
の
趣
旨
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
処
理
で
き
な
い
仕
事
を
生
み
出
し
た
の
は
、
官
僚
制
度
そ
の
も
の

で
あ
る
。
本
節
で
は
、
処
理
で
き
な
い
仕
事
量
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
記
録
が
残
さ
れ
な
い
状
況
を
生
み
出
し
て

い
る
要
因
を
考
察
す
る
。
つ
ま
り
実
効
性
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
る
。

１　

文
書
の
形
式

公
文
書
作
成
は
、
一
般
的
な
文
書
作
成
と
大
き
く
異
な
り
、
細
か
な
規
制
が
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
に
文
書
の
形
式
が
存
在
す
る
。

役
所
を
舞
台
と
し
た
あ
る
小
説
で
描
き
出
さ
れ
た
状
況
は
典
型
的
で
あ
る
［
榊 

一
九
九
八
］。
そ
の
小
説
は
、
金
融
恐
慌
を
引
き
起
こ

し
た
一
九
二
七
年
の
片
岡
直
温
蔵
相
の
答
弁
を
真
似
て
、
金
融
危
機
を
誘
発
す
る
内
容
に
大
臣
の
答
弁
書
が
書
き
換
え
ら
れ
て
い
た
事

件
か
ら
物
語
が
始
ま
る
。
そ
の
答
弁
書
差
し
替
え
の
犯
人
を
探
し
出
す
の
が
こ
の
物
語
の
基
軸
を
な
す
の
だ
が
、
最
終
的
に
は
犯
人
は

役
人
で
は
な
く
、
部
外
者
の
犯
行
で
あ
っ
た
。
ど
う
や
っ
て
そ
れ
を
見
抜
い
た
の
か
。
そ
れ
は
答
弁
書
の
フ
ォ
ン
ト
で
あ
る
。
公
文
書

は
、
す
べ
か
ら
く
「
明
朝
体
」
で
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
犯
人
が
偽
造
し
た
公
文
書
は
「
ゴ
シ
ッ
ク
体
」
で
作
成
さ

れ
て
い
る
。
よ
っ
て
犯
人
は
役
所
内
に
い
る
部
外
者
で
あ
る
、
と
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
官
僚
制
の
特
徴
と
し
て
文
書
主
義
を
挙
げ
、
マ
ー
ト
ン
︵R

obert K
ing M

erton

︶
が
官
僚
制
の
逆
機
能
と
し
て
の
繁

文
縟
礼
の
弊
害
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
問
題
を
単
に
文
書
量
が
多
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
大
量
の
文



34

書
を
作
成
す
る
手
続
き
そ
の
も
の
が
煩
雑
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
役
所
で
使
用
さ
れ
る
用
語
も
ま
た
、
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
て
は
、
内
閣
官
房
総
務
課
が
監
修
し
て
い
た
﹃
公
用
文
用
字
用
語
例
集
﹄［
ぎ
ょ
う
せ
い
公
用
文
研
究
会
、
二
〇
一
〇
］
は
、
多

く
の
公
務
員
が
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
﹃
例
集
﹄
に
規
定
さ
れ
て
い
る
文
字
こ
そ
が
公
用
文
に
使
用

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
故
に
」
は
、
公
文
書
で
は
「
ゆ
え
に
」
と
記
載
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

多
く
の
研
究
者
は
、
フ
ォ
ン
ト
や
サ
イ
ズ
、
余
白
の
大
き
さ
な
ど
、
例
え
ば
古
文
書
学
な
ど
の
一
部
の
研
究
者
を
除
い
て
は
、
重
視

し
な
い
事
柄
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
文
書
を
起
案
す
る
段
階
に
お
い
て
、
細
々
と
し
た
規
定
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
公
文

書
の
原
議
と
し
て
不
備
な
の
で
あ
る
。

２　

稟
議
制

意
思
決
定
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
公
文
書
管
理
法
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
意
思
決
定
過
程
は
判
然
と
し

な
い
。
意
思
決
定
過
程
を
残
そ
う
と
し
て
も
、
残
す
こ
と
が
困
難
な
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
稟
議
制
は
官
僚
制
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
稟
議
制
は
、
ど
う
運
用
さ
れ
て
い
る
の
か
。
私
の
在
職
中
、
し
ば
し
ば
稟
議
、

つ
ま
り
合
議
、
決
裁
、
文
書
審
査
に
至
る
文
書
処
理
過
程
は
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
と
も
称
さ
れ
て
い
た
。
起
案
者
が
合
議
権
者
一
人
一

人
に
文
書
を
持
っ
て
回
る
と
い
う
形
式
を
取
る
。
む
ろ
ん
、
文
書
が
重
要
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
合
議
に
ま
わ
る
人
は
、
三
〇
人
に
も

五
〇
人
に
も
な
る
。
筆
者
が
持
っ
て
回
っ
た
最
大
の
人
数
は
三
〇
人
で
あ
り
、
筆
者
が
目
に
し
た
最
大
の
人
数
は
、
海
上
幕
僚
長
を
決

裁
者
と
し
て
五
〇
人
の
合
議
を
経
た
文
書
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
数
十
人
の
合
議
を
経
る
と
は
ど
う
い
う
状
況
か
。
合
議
権
者
が
、
そ
れ

ぞ
れ
赤
字
で
文
書
に
訂
正
や
解
釈
を
書
き
込
む
。
文
書
の
余
白
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
文
書
を
起
案
者
は
、
度
々
、
清
書
し
直
し
て
、

次
の
合
議
権
者
に
持
ち
回
る
。
す
で
に
署
名
も
し
く
は
押
印
し
て
あ
る
合
議
欄
の
「
か
が
み
」
は
そ
の
ま
ま
に
、
原
議
本
文
の
み
を
差
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し
替
え
て
次
の
合
議
権
者
に
持
ち
回
る
。

さ
て
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
合
議
権
者
に
よ
る
修
正
を
含
め
て
、
意
思
決
定
過
程
を
正
確
に
把
握
し
う
る
人
間
は
、
文
書
の
起
案
者

た
だ
一
人
で
あ
る
。
だ
が
、
数
十
人
を
ま
わ
り
、
文
書
の
打
ち
直
し
に
追
わ
れ
る
起
案
者
は
、
意
思
決
定
過
程
を
き
ち
ん
と
把
握
す
る

こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
私
は
自
信
が
な
か
っ
た
。
個
人
的
見
解
と
し
て
、
常
に
、
す
べ
て
の
合
議
を
踏
ま
え
て

文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
と
は
断
言
し
が
た
い
。
あ
く
ま
で
私
の
経
験
に
基
づ
く
私
の
見
解
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
公
文
書
作
成
過
程

に
敷
衍
で
き
る
と
は
考
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
同
じ
認
識
と
経
験
を
持
つ
公
務
員
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。

３　

保
管
場
所
の
不
備

私
が
今
ま
で
勤
務
し
た
部
署
に
お
い
て
、
私
は
、
自
分
自
身
が
業
務
で
使
用
す
る
文
書
に
つ
い
て
、
コ
ピ
ー
し
、
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
、

い
つ
で
も
使
用
で
き
る
状
況
を
整
え
て
い
た
。
自
身
の
業
務
卓
周
辺
は
、
自
身
の
業
務
文
書
が
占
有
し
て
い
る
。
そ
の
他
共
通
で
使
用

す
る
文
書
は
、
整
理
棚
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
文
書
は
、
部
署
ご
と
に
管
理
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
部
署
の
判
断
で
処
分
が
決
め

ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
文
書
に
つ
い
て
保
管
場
所
が
圧
倒
的
に
足
り
な
い
。
た
と
え
ば
、
海
上
自
衛
隊
の
イ
ン
ド
洋
派
遣
に
関
連
し
、
補
給
艦
と

わ
だ
で
の
誤
破
棄
事
件
で
注
目
さ
れ
た
航
泊
日
誌
を
取
り
上
げ
よ
う
。
艦
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
ろ
う
が
、
公
文
書
で
あ
る
航
泊
日
誌
は

航
海
長
の
「
私
室
」
で
私
は
管
理
し
て
い
た
。
正
確
に
述
べ
れ
ば
艦
艇
に
お
い
て
私
区
画
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
公
的
な
区

画
に
お
い
て
管
理
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
、
在
任
中
自
覚
し
て
い
た
し
、
多
く
の
航
海
長
も
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
保
管
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
規
則
に
よ
れ
ば
航
泊
日
誌
は
、
一
年
間
は
当
該
艦
艇
に
保
存
し
、
そ
の
後
三

年
間
は
地
方
総
監
部
で
保
管
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
総
監
部
へ
移
管
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
移
管
に
つ
い
て
、
総
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監
部
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
保
管
場
所
が
な
い
と
の
こ
と
で
断
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
破
棄
に
つ
い
て
も
行
わ
な
か
っ
た
。
就

役
以
来
、
十
数
年
に
な
る
艦
の
航
泊
日
誌
は
移
管
さ
れ
る
こ
と
も
破
棄
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
航
海
長
の
私
室
に
保
管
さ
れ

て
い
た
。
正
直
に
い
え
ば
、
記
録
の
重
要
さ
に
躊
躇
し
、
捨
て
る
勇
気
が
な
か
っ
た
。
物
理
的
に
保
管
場
所
が
な
く
、
か
つ
破
棄
も
し

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
は
、
増
え
て
い
く
一
方
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
破
棄
さ
れ
る
の
か
。
私
自
身
は
文
書
の
大
量
破
棄
に
直
接
関
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
松
本
市

に
お
け
る
公
文
書
の
保
管
状
況
を
調
査
し
た
小
松
芳
郎
は
、
文
書
の
大
量
破
棄
に
つ
い
て
、
市
町
村
合
併
を
背
景
に
次
の
よ
う
に
分
析

し
て
い
る
。

合
併
後
に
多
く
の
文
書
が
失
わ
れ
た
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
合
併
時
と
い
う
よ
り
、
旧
役
場
庁
舎
の
移
転
と
改
築
が
廃

棄
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
保
存
場
所
が
何
回
か
か
わ
る
た
び
に
も
、
文
書
が
大
量
に
廃
棄
さ
れ
て
き
た
。
文
書
が
大

量
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
ら
を
保
存
し
て
お
く
場
所
が
十
分
に
確
保
さ
れ
な
い
場
合
は
、
廃
棄
す
る
こ
と
が
一
番
の
解

決
策
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
整
理
し
て
廃
棄
す
る
こ
と
も
ま
た
、重
要
な
仕
事
の
ひ
と
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
。

の
こ
し
て
お
く
場
所
の
有
無
と
確
保
は
た
い
へ
ん
大
き
な
問
題
で
あ
る
。［
小
松 

二
〇
〇
六
、四
五
頁
］

つ
ま
り
、
捨
て
る
勇
気
が
な
か
っ
た
文
書
、
倉
庫
の
肥
や
し
と
な
っ
て
い
た
多
く
の
文
書
は
、
物
理
的
保
管
ス
ペ
ー
ス
の
問
題
に
よ

っ
て
、
廃
棄
さ
れ
て
き
た
と
論
じ
て
い
る
。
毎
日
膨
大
な
量
の
文
書
が
生
み
出
さ
れ
る
中
で
、
効
率
よ
く
文
書
を
管
理
す
る
の
は
容
易

で
は
な
い
。

近
年
の
公
文
書
管
理
の
進
展
に
よ
り
き
ち
ん
と
移
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
の
話
も
聞
く
が
、
移
管
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
役

所
に
お
い
て
文
書
を
保
管
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
物
理
的
ス
ペ
ー
ス
は
限
ら
れ
て
い
る
。
法
律
の
成
立
と
物
理

的
空
間
の
確
保
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
問
題
で
あ
る
。
ス
ペ
ー
ス
が
限
ら
れ
る
中
で
、
単
に
管
理
せ
よ
保
管
せ
よ
と
主
張
す
る
こ
と
は
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無
理
難
題
で
あ
り
、
業
務
を
阻
害
す
る
。
そ
れ
で
も
、
保
管
せ
よ
と
主
張
す
る
研
究
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
限
ら
れ
た
ス

ペ
ー
ス
に
本
や
書
類
を
山
積
み
に
し
な
が
ら
の
業
務
が
非
効
率
で
あ
る
こ
と
は
、
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、

そ
う
い
っ
た
状
況
は
、
行
政
の
姿
と
し
て
望
ま
し
く
な
い
。

四　

他
の
倫
理
と
の
衝
突

近
年
で
は
、
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
核
密
約
の
問
題
が
、
政
治
学
や
歴
史
学
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
論
、
倫
理
学
と
い
っ
た
様
々
な
デ
ィ
シ

プ
リ
ン
を
ま
た
い
で
耳
目
を
集
め
た
。
一
九
六
〇
年
代
末
、
戦
後
の
廃
墟
か
ら
高
度
経
済
成
長
を
な
し
、
復
興
を
遂
げ
た
日
本
で
あ
っ

た
が
、
未
解
決
の
重
い
課
題
を
残
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
一
九
四
五
年
以
来
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
下
に
お
か
れ
た
ま
ま
の
沖
縄
の
本
土

復
帰
問
題
で
あ
っ
た
。
沖
縄
戦
で
数
十
万
殺
さ
れ
た
沖
縄
県
民
は
、
そ
の
数
十
万
を
殺
し
た
ア
メ
リ
カ
の
占
領
下
に
い
ま
だ
お
か
れ
て

い
た
。
す
で
に
西
側
諸
国
で
Ｇ
Ｎ
Ｐ
第
二
位
を
成
し
遂
げ
た
日
本
に
と
っ
て
、
沖
縄
を
本
土
に
復
帰
さ
せ
、
数
十
年
に
わ
た
っ
て
沖
縄

が
味
わ
っ
た
苦
難
を
取
り
除
く
こ
と
が
不
可
能
に
し
て
も
、
そ
れ
を
和
ら
げ
る
た
め
の
本
土
復
帰
達
成
は
急
務
で
あ
っ
た
。
時
の
佐
藤

栄
作
政
権
に
と
っ
て
、
倫
理
的
な
課
題
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

だ
が
沖
縄
は
、
ア
メ
リ
カ
の
極
東
戦
略
に
と
っ
て
重
要
な
拠
点
で
あ
る
。
日
本
、
韓
国
、
台
湾
な
ど
の
諸
国
か
ら
み
て
、
あ
く
ま
で

リ
ア
リ
ス
ト
の
視
点
か
ら
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
低
下
を
招
く
事
態
は
回
避
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
の
難
し
い
問
題
を
、
日
本
側
の
担
当
者
、「
総
理
の
密
使
」
と
し
て
、
米
大
統
領
補
佐
官
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
︵H

enry A
. 

K
issinger

︶
と
交
渉
し
た
の
が
、
京
都
産
業
大
学
教
授
の
若
泉
敬
で
あ
っ
た
。
若
泉
は
、
被
爆
国
と
し
て
の
反
核
感
情
に
留
意
し
、
米

側
と
粘
り
強
い
交
渉
の
上
、
沖
縄
か
ら
の
核
兵
器
撤
去
に
こ
ぎ
つ
け
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
有
事
に
際
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
に
核



38

を
持
ち
込
め
る
と
の
、
密
約
を
結
ん
だ
上
で
の
妥
結
で
あ
っ
た
。
佐
藤
首
相
は
、
密
約
と
い
う
形
式
に
不
満
を
示
し
た
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
最
終
的
に
は
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
と
の
密
約
に
署
名
し
た
。

さ
て
こ
の
核
密
約
で
あ
る
が
、
一
九
九
四
年
に
若
泉
が
そ
の
著
﹃
他
策
ナ
カ
リ
シ
ヲ
信
ゼ
ム
ト
欲
ス
﹄［
若
泉 

一
九
九
四
］
で
存
在

を
公
表
、
外
務
省
は
そ
の
存
在
を
否
定
し
続
け
、
最
終
的
に
は
二
〇
〇
九
年
に
佐
藤
首
相
の
自
宅
の
執
務
机
で
発
見
さ
れ
る
ま
で
、
存

在
を
否
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

問
題
は
、
民
主
主
義
に
対
す
る
背
信
と
も
い
う
べ
き
密
約
を
結
ん
だ
倫
理
感
で
あ
る
。
密
約
交
渉
の
当
事
者
で
あ
り
、
密
約
に
よ
っ

て
私
利
を
得
る
こ
と
な
く
、
後
に
隠
棲
生
活
に
入
っ
た
若
泉
は
ど
う
考
え
て
い
た
か
。
秘
密
外
交
に
対
す
る
世
論
の
憤
激
を
契
機
に
生

み
出
さ
れ
た
学
問
で
あ
る
国
際
政
治
学
の
研
究
者
で
あ
る
若
泉
は
、
こ
の
密
約
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
思
い
は
「
他

策
ナ
カ
リ
シ
ヲ
信
ゼ
ム
ト
欲
ス
」
と
い
う
一
文
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
は
、
陸
奥
宗
光
が
﹃
蹇
々
録
﹄
に
残
し
た
三
国
干
渉

の
受
諾
に
関
し
て
述
べ
た
一
文
で
あ
る
。
政
治
と
は
選
択
で
あ
り
、
妥
協
で
あ
る
。
沖
縄
県
民
の
、
日
本
人
の
悲
願
を
叶
え
る
た
め
に
、

少
な
く
と
も
平
時
に
お
け
る
沖
縄
か
ら
の
核
撤
去
を
確
約
さ
せ
た
上
で
、
ア
メ
リ
カ
側
が
譲
れ
な
い
最
後
の
一
線
、
有
事
に
お
け
る
核

持
ち
込
み
を
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
た
若
泉
の
思
い
は
、
ま
さ
し
く
「
他
策
ナ
カ
リ
シ
ヲ
信
ゼ
ム
ト
欲
ス
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う︶
3
︵

。
若
泉
は
そ
の
判
断
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

日
本
及
び
日
本
国
民
の
民
族
的
要
求
を
確
実
に
実
現
す
る
た
め
、
こ
の
一
片
の
文
書
は
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
小
限
の

quid pro quo

︵
代
償
︶
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
く
し
て
は
、日
本
の
固
有
の
領
土
沖
縄
と
そ
こ
に
住
む
百
万
同
胞
は
、「
核
抜
き
」

と
い
う
日
本
の
基
本
的
条
件
下
で
祖
国
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
こ
の
こ
と
が
、
い
ま
日
本
政
府
が
直
面
し
て
い
る

不
可
避
の
現
実
な
の
だ
。［
若
泉 

一
九
九
四
、四
一
六
頁
］

普
遍
的
な
倫
理
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
に
複
数
の
倫
理
が
衝
突
し
て
い
る
以
上
、
政
治
は
最
小
公
倍
数
の
選
択
を
下
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さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
密
約
に
関
し
て
、
批
判
は
数
多
く
あ
ろ
う
が
、
若
泉
な
り
の
倫
理
的
な
選
択
で
あ
っ
た
こ
と
は
誰
に
も
否
定

で
き
な
い
事
実
で
あ
る
し
、
今
後
も
こ
う
い
っ
た
形
で
の
政
治
的
選
択
や
決
断
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
だ

ろ
う
。

そ
の
上
で
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
関
心
は
、
密
約
と
い
う
形
式
で
は
な
く
、
密
約
文
書
の
保
管
に
あ
る
こ
と
と
推
察
す
る
。
国
家
首
脳

が
締
結
し
た
「
約
束
」
が
数
十
年
間
見
つ
か
ら
ず
、
二
〇
〇
九
年
に
佐
藤
首
相
の
執
務
机
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

だ
、
と
。
だ
が
、
こ
の
「
処
置
」
も
ま
た
、
佐
藤
の
倫
理
的
な
苦
渋
の
選
択
ゆ
え
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

佐
藤
自
身
は
「
核
に
つ
い
て
、
特
別
の
取
り
決
め
と
か
、
協
定
、
条
約
な
ど
は
一
切
結
び
た
く
な
い
」
と
い
う
心
情
で
あ
っ
た
が
、

「
絶
対
に
外
部
に
出
さ
ず
、
他
の
誰
に
も
話
さ
ず
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
と
首
相
官
邸
の
奥
深
く
に
一
通
づ
つ
、
極
秘
に
保
管
す
る
」
と

い
う
若
泉
の
主
張
に
押
さ
れ
、
最
後
に
は
「
破
っ
た
っ
て
い
い
ん
だ
。
一
切
、
言
わ
ん
」
と
覚
悟
を
決
め
、
密
約
に
署
名
し
た
［
若
泉 

一
九
九
四
、三
九
七
頁
］。

で
は
、密
約
原
文
は
ど
う「
処
置
」し
た
か
。「
あ
の
取
扱
い
だ
け
は
く
れ
ぐ
れ
も
注
意
し
て
く
だ
さ
い
」と
い
う
若
泉
の
問
い
に
対
し
、

「
君
、
あ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
処
置
し
た
よ
」
と
佐
藤
は
答
え
て
い
る
［
若
泉 

一
九
九
四
、五
八
四
頁
］。
そ
の
「
処
置
」
と
は
、
密
約
原
文

を
自
身
の
執
務
机
に
保
管
し
、
退
任
と
と
も
に
机
ご
と
持
ち
帰
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
。

密
約
に
つ
い
て
、
ぞ
ん
ざ
い
な
扱
い
を
し
た
と
い
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
残
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
責
任
を
後
任
者
に
残

さ
な
い
と
い
う
手
段
も
あ
る
。
佐
藤
は
密
約
の
効
力
に
つ
い
て
否
定
的
な
見
解
を
た
び
た
び
述
べ
て
い
る
。

君
、
佐
藤
以
降
を
拘
束
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
書
い
た
も
の
で
は
決
ま
ら
ん
よ
。
日
本
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
力
関
係
で

決
ま
る
。［
若
泉 

一
九
九
四
、三
八
三
頁
］

そ
れ
な
ら
、
ポ
ス
ト
・
ニ
ク
ソ
ン
は
ど
う
す
る
ん
だ
。
ア
メ
リ
カ
と
の
力
関
係
で
決
ま
る
ん
で
、
向
こ
う
が
や
れ
ば
い
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い
ん
だ
よ
。
そ
ん
な
大
変
な
緊
急
事
態
に
な
れ
ば
、
事
前
通
告
で
押
し
切
れ
ば
い
い
。
仕
方
な
い
で
は
な
い
か
。［
若
泉 

一
九
九
四
、三
八
七
頁
］

基
本
的
に
は
、
佐
藤
は
「
密
約
」
を
単
な
る
紙
切
れ
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
有
事
の
核
持
ち
込
み
が
必
要
な
ら

ば
、
ア
メ
リ
カ
の
独
断
で
や
っ
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
の
が
佐
藤
の
心
情
で
あ
る
。
実
際
、
必
要
な
場
合
、
ア
メ
リ
カ
は
力
で
押
し

切
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
側
が
内
諾
し
て
い
る
と
い
う
証
拠
は
残
し
た
く
な
い
し
、
後
任
者
を
束
縛
し
た
く
も

な
い
。
だ
が
、
密
約
の
現
物
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
心
理
的
な
負
担
を
後
任
者
に
残
す
こ
と
に
な
る
。
後
任
者
を
束
縛
す
る
こ
と
を
回

避
す
る
た
め
に
密
約
を
執
務
机
に
入
れ
た
ま
ま
、
退
任
と
と
も
に
自
宅
へ
と
持
ち
帰
っ
た
の
だ
、
と
の
推
測
は
根
拠
が
な
い
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
佐
藤
自
身
は
、
密
約
の
保
管
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
個
人
的
見
解
を
残
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
以
上
の
推
察
は
、
充

分
に
考
え
う
る
出
来
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
首
相
個
人
の
責
任
と
し
て
処
理
す
る
た
め
、
他
の
倫
理
と
の
衝
突
ゆ
え
に
、
記
録
を
明
確
に

残
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
充
分
に
考
え
ら
れ
る︶

4
︵

。

核
密
約
の
事
例
を
倫
理
の
衝
突
と
し
て
例
示
さ
れ
て
も
納
得
で
き
な
い
研
究
者
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
次
の
事
例
を
倫
理
の

観
点
か
ら
考
え
た
場
合
、
ど
う
結
論
づ
け
る
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
九
四
年
に
ル
ワ
ン
ダ
で
生
じ
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
は
、
約
三
カ
月
で
八
〇
万
人
の
人
々
が
ナ
タ
や
斧
と
い
っ
た
原
始
的
な
武
器
に

よ
っ
て
、
凄
惨
に
虐
殺
さ
れ
た
悲
劇
で
あ
っ
た
。
こ
の
悲
劇
が
、
よ
り
深
刻
で
あ
る
の
は
、
こ
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
が
生
じ
て
い
た
ル
ワ

ン
ダ
に
国
連
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
部
隊
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
国
際
社
会
は
Ｐ
Ｋ
Ｏ
を
つ
う
じ
て
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
目
の
当

た
り
に
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
何
も
で
き
な
か
っ
た
。

八
〇
万
人
が
殺
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
、
わ
ず
か
四
〇
〇
名
足
ら
ず
で
は
で
き
る
こ
と
が
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
国
連
軍
の

保
護
下
で
約
二
万
人
の
人
々
を
保
護
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
だ
が
、
美
談
と
し
て
語
り
継
ぐ
に
は
、
現
場
レ
ベ
ル
だ
け
見
て
も
数
多
く
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の
反
省
点
が
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
に
記
録
と
報
告
を
め
ぐ
る
問
題
が
存
在
す
る
。
そ
の
当
時
ル
ワ
ン
ダ
に
展
開
し
て
い
た
国
連
Ｐ
Ｋ

Ｏ
で
あ
る
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｒ
︵
国
連
ル
ワ
ン
ダ
支
援
団
︶
の
司
令
官
で
あ
っ
た
ダ
レ
ー
ル
︵R

om
éo A

. D
allaire

︶
退
役
中
将
は
、
次
の

よ
う
に
回
顧
す
る
。

Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｒ
に
お
い
て
、
様
々
な
国
々
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
士
官
た
ち
が
、
砲
撃
が
始
ま
る
と
同
時
に
、
情
報
を
自
分
で

集
め
た
り
自
分
た
ち
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
［
筆
者
注
：
武
力
を
含
む
実
力
行
使
を
含
意
］
で
状
況
を
統
御
す
る
よ
り
も
、
部
屋
に
こ

も
り
計
画
や
報
告
に
傾
注
す
る
の
を
幾
度
と
な
く
目
撃
し
た
。
事
件
が
生
じ
た
な
ら
、
指
揮
系
統
の
上
位
者
に
速
や
か
に
報
告

す
る
と
い
う
認
識
が
そ
こ
に
は
存
在
す
る
。［D

allaire 2000 , p.46

］

駐
屯
地
の
す
ぐ
外
で
は
、
数
多
く
の
人
々
が
惨
殺
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｒ
の
士
官
た
ち
は
、
上
位
者
に
報
告
す
る

た
め
の
記
録
作
成
に
没
頭
し
て
い
る
。
な
ん
と
も
醜
悪
な
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
態
に
対
処
す
る
の
で
は
な
く
、
報

告
に
熱
を
入
れ
る
の
は
、
本
来
の
任
務
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
。

む
ろ
ん
、
事
態
対
応
の
記
録
が
必
要
な
い
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ダ
レ
ー
ル
は
、
上
級
司
令
部
へ
の
報
告
の
代
わ
り
を
Ｃ

Ｎ
Ｎ
や
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
が
果
た
し
て
く
れ
る
、と
述
べ
る
。
大
ま
か
な
情
勢
の
報
告
に
つ
い
て
は
そ
れ
で
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
が
、

Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｒ
に
お
け
る
意
思
決
定
過
程
が
記
録
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
記
録
の
た
め
に
任
務
を
、
ま
し
て
や
人
々
の
生

命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
は
極
端
な
事
例
で
あ
り
、
平
時
の
公
文
書
管
理
の
経
験
と
し
て
生
か
す
に
は
、
か
け
離
れ
す
ぎ
て
い
る
と

の
意
見
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
公
文
書
管
理
が
極
端
に
主
張
さ
れ
規
制
が
細
か
く
な
れ
ば
、
現
状
の
行
政
機
構
は
、
実
務
で

は
な
く
、
文
書
の
保
存
に
全
力
を
傾
注
す
る
事
態
も
想
定
し
う
る
。
行
政
の
任
務
は
、
ま
ず
は
行
政
事
務
の
遂
行
に
あ
る
。
行
政
記
録

は
、必
要
に
応
じ
て
作
成
さ
れ
る
。
だ
が
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
記
録
を
残
そ
う
と
す
る
こ
と
は
不
都
合
を
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
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ル
ワ
ン
ダ
の
事
例
の
よ
う
に
本
末
転
倒
の
事
態
を
避
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
記
録
を
残
す
べ
き
と
の
教
育
だ
け
で
な
く
、
必
要

な
記
録
と
そ
の
優
先
順
位
も
ま
た
定
め
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
記
録
保
存
の
倫
理
が
万
能
の
原
則
で
は
な
い
こ
と
を
三
つ
の
衝
突
か
ら
説
明
し
た
。
利
益
と
の
衝
突
、
実
効
性
と
の
衝
突
、

他
の
倫
理
と
の
衝
突
で
あ
る
。
む
ろ
ん
衝
突
が
生
じ
る
こ
と
と
、
記
録
を
残
さ
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
大
き
く
異
な
る
。

記
録
保
存
を
考
え
る
う
え
で
、
東
日
本
大
震
災
そ
し
て
福
島
の
原
発
事
故
の
記
録
を
巡
る
問
題
は
、
様
々
な
示
唆
に
富
む
事
例
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
事
故
調
査
委
員
会
に
よ
っ
て
現
在
進
行
形
で
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
最
中
で
あ
る
が
、
こ
の
未
曾
有
の
災
害
に

対
す
る
政
府
の
対
処
は
記
録
に
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
一
二
年
一
月
二
五
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
は
「
原
発
事
故
対

応
の
議
事
録
な
し　

政
府
対
策
本
部
、
認
識
後
も
放
置
」 

と
し
て
次
の
よ
う
に
報
じ
た
。

東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
を
受
け
て
政
府
が
つ
く
っ
た
原
子
力
災
害
対
策
本
部
で
、
事
務
局
の
経
済
産
業
省
原
子
力
安

全
・
保
安
院
が
会
議
の
議
事
録
を
残
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
昨
年
５
月
に
議
事
録
の
不
備
が
わ
か
っ
た
の
に
「
人
繰

り
が
つ
か
な
い
」
と
放
置
し
て
い
た
。
事
故
対
応
を
決
め
る
重
要
な
会
議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
が
話
し
合
わ
れ
た
か
を
検
証

で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
切
羽
詰
ま
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
事
故
対
応
で
は
な
く
、
文
書
の
記
録
を
残
す
こ
と
に
集
中
す
る
こ
と
は
本
末
転
倒
で

あ
る
。
だ
が
、
Ｉ
Ｃ
レ
コ
ー
ダ
ー
や
Ｈ
Ｄ
カ
メ
ラ
な
ど
の
機
器
を
用
い
て
、
記
録
を
残
す
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︶
5
︵

。

こ
の
点
も
含
め
て
、
大
統
領
記
録
法
が
整
備
さ
れ
、
大
統
領
の
意
思
決
定
の
記
録
が
保
存
さ
れ
て
い
る
米
国
に
比
べ
て
、
日
本
の
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記
録
保
存
は
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
［
廣
瀬 

二
〇
〇
九
］。
む
ろ
ん
日
本
の
文
書
保
存
を
巡
る
現
状
が
、
そ
こ
ま

で
の
議
論
に
行
き
つ
け
な
い
ほ
ど
諸
外
国
に
比
し
て
著
し
く
、
人
的
面
か
ら
も
不
足
し
て
い
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
［
高
山 

二
〇
一
一
］。

よ
っ
て
、
現
状
は
ま
ず
、
記
録
を
移
管
さ
せ
る
体
制
の
確
立
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
だ
が
時
に
は
、
そ
の
現
状
か
ら
一
歩
離
れ

て
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
存
在
を
眺
め
て
み
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
も
ま
た
、
行
政
を
は
じ
め
と
し
た
業

務
シ
ス
テ
ム
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
は
、
業
務
文
書
が
最
後
に
行
き
つ
く
場
所
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
保
管
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
、
行
政
の
業
務
を
大
き
く
変
え
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
あ

る
。
文
書
管
理
の
厳
格
な
導
入
は
、
新
た
な
制
度
の
創
造
で
あ
る
が
、
従
来
の
慣
行
や
価
値
観
を
含
め
た
古
い
制
度
も
ま
た
同
様
に
残

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
制
度
全
体
か
ら
考
え
て
い
か
な
い
限
り
、
制
度
内
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
増
大
し

蓄
積
す
る
。
結
果
と
し
て
、
必
要
な
文
書
が
残
さ
れ
な
い
、
も
し
く
は
意
図
的
に
作
ら
れ
な
く
な
る
と
い
っ
た
逆
説
す
ら
起
こ
り
う
る
。

記
録
を
残
す
こ
と
と
、
記
録
を
作
る
こ
と
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
記
録
が
保
存
さ
れ
る
体
制
を
構
築
す
る
に
は
、
文
書
が
作
成
さ

れ
る
現
場
か
ら
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
保
存
さ
れ
る
ま
で
の
一
連
の
過
程
を
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
業
務
の
現
場
に
即
し
て
洗
練
さ
せ
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

註

︵
1
︶　

筆
者
は
、
一
九
九
八
年
に
海
上
自
衛
隊
に
入
隊
し
、
艦
艇
幹
部
と
し

て
八
年
ほ
ど
勤
務
し
、
二
〇
〇
六
年
に
一
等
海
尉
で
退
官
し
た
。
本
稿

の
実
務
経
験
に
基
づ
く
記
述
は
、
筆
者
の
自
衛
官
時
代
の
経
験
に
基
づ

い
て
お
り
、
す
べ
て
の
公
務
員
に
妥
当
す
る
経
験
と
は
言
え
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
筆
者
の
専
門
は
、
国
際
政
治
学
の
人
道
的
介
入
と
い

う
分
野
で
あ
る
。
国
連
や
各
国
の
公
文
書
を
研
究
資
料
と
は
し
て
い
て
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も
、
公
文
書
館
等
を
利
用
し
て
、
記
録
を
「
発
見
」
し
て
の
研
究
を
行

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
論
に
お

い
て
実
務
経
験
に
基
づ
く
論
稿
は
数
が
少
な
い
。
ま
た
な
ぜ
記
録
が
残

さ
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
論
稿
も
、
管
見
の
限
り
見
当

た
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
あ
え
て
本
稿
を
試
論
と
し
て
執
筆
し
た
次
第
で

あ
る
。

︵
2
︶　

本
証
言
は
、
二
〇
一
二
年
一
月
某
日
に
東
京
に
て
実
施
し
た
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
基
づ
く
。

︵
3
︶　

そ
の
若
泉
敬
の
資
料
に
対
す
る
対
応
が
興
味
深
い
。
若
泉
は
、﹃
他

策
ナ
カ
リ
シ
ヲ
信
ゼ
ム
ト
欲
ス
﹄
出
版
に
際
し
て
、
そ
の
根
拠
と

な
る
史
料
を
す
べ
て
編
集
者
に
託
し
た
［
森
田 

二
〇
一
一
、一
三
九

頁
］。
そ
の
一
方
で
、
若
泉
自
身
の
記
録
、
蔵
書
、
手
紙
、
そ
の
他
一

切
の
資
料
を
、
若
泉
は
晩
年
に
す
べ
て
焼
却
し
た
の
で
あ
る 

［
後
藤 

二
〇
一
〇
、三
五
七
頁
］ 

。

︵
4
︶　

密
約
の
効
力
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
国
の
代

表
同
士
の
取
り
決
め
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
家
に
よ
る
批
准
手
続

き
が
な
け
れ
ば
、
法
的
拘
束
力
を
持
た
な
い
。
い
わ
ば
紳
士
協
定
に

過
ぎ
な
く
な
る
。
密
約
を
盾
に
、
相
手
方
に
対
し
て
不
履
行
を
訴
え

る
の
は
、
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
、
民
法
に
お
い
て
も
、
公
序
良
俗

に
反
す
る
取
り
決
め
は
効
力
を
持
た
な
い
と
さ
れ
る
が
、
密
約
を
訴

え
出
て
、
不
利
益
を
蒙
っ
た
側
が
原
状
回
復
を
訴
え
る
の
は
、
自
ら

の
不
明
と
不
当
を
暴
露
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
利
益
が
な
い
。
密
約

は
双
方
が
守
る
こ
と
に
利
益
が
あ
る
場
合
の
み
、
効
力
を
有
す
る
こ

と
に
な
る
。
実
際
佐
藤
自
身
「
書
い
て
署
名
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ

は
相
互
信
頼
が
な
け
れ
ば
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
［
若

泉 

一
九
九
四
、三
八
七
頁
］。

︵
5
︶　

現
代
に
お
け
る
記
録
手
段
の
多
様
化
は
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま

で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
多
様
な
手
段
を
い
つ
い
か
な
る
場
面
で
活

用
し
て
い
く
の
か
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
参
考
に
筆
者
の
経
験
を
述

べ
る
。
海
上
自
衛
隊
の
艦
艇
に
お
い
て
は
、
衝
突
事
故
等
の
不
測
事
態

へ
の
対
応
を
記
録
す
る
た
め
、
艦
橋
に
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
を
装
備
し

て
い
た
。
不
幸
な
こ
と
に
、
某
艦
航
海
長
と
し
て
の
私
の
前
任
者
は
、

そ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
「
実
績
」
も
あ
る
。
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︹
参
考
文
献
︺

青
山
英
幸
﹃
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
ア
ー
カ
イ
バ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
―
歴
史
的
背
景
と
課
題
﹄
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
四
年

Ｐ
・
ヴ
ィ
ダ
ル=

ナ
ケ
﹃
記
憶
の
暗
殺
者
た
ち
﹄︵
石
田
靖
夫
訳
︶
人
文
書
院
、
一
九
九
五
年

鎌
田
正
﹃
春
秋
左
氏
伝　

三
﹄、
新
釈
漢
文
大
系
３
２
、
明
治
書
院
、
一
九
七
七
年

ぎ
ょ
う
せ
い
公
用
文
研
究
会
編
﹃
最
新
公
用
文
用
字
用
語
例
集 : 

改
定
常
用
漢
字
対
応
﹄
ぎ
ょ
う
せ
い
、 

二
〇
一
〇
年  

後
藤
乾
一
﹃「
沖
縄
核
密
約
」
を
背
負
っ
て
㆐ 

若
泉
敬
の
生
涯
﹄
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年

小
松
芳
郎
「
平
成
の
市
町
村
合
併
と
公
文
書
保
存
―
―
国
へ
の
要
請
と
国
か
ら
の
要
請
を
う
け
て
」、
台
湾
史
研
究
部
会
編
﹃
現
代
の

公
文
書
史
料
学
へ
の
視
座
﹄、
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年

榊
東
行
﹃
三
本
の
矢
﹄
上
下
、
早
川
書
房
、
一
九
九
八
年

瀬
畑
源
﹃
公
文
書
を
つ
か
う
―
公
文
書
管
理
制
度
と
歴
史
研
究
﹄
青
弓
社
、
二
〇
一
一
年

高
山
正
也
「
時
を
貫
く
記
録
の
保
存
―
日
本
の
公
文
書
館
と
公
文
書
管
理
法
制
」、
全
史
料
協
近
畿
部
会
編
﹃
時
を
貫
く
記
録
の
保
存

―
―
日
本
の
公
文
書
館
と
公
文
書
管
理
法
﹄
岩
田
書
院
、
二
〇
一
一
年

内
藤
湖
南
「
支
那
に
於
け
る
史
の
起
源
」、﹃
内
藤
湖
南
全
集 
第
七
巻
﹄
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年

永
岑
三
千
輝
﹃
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
力
学　

独
ソ
連
・
世
界
大
戦
・
総
力
戦
の
弁
証
法
﹄
青
木
書
店
、
二
〇
〇
三
年

廣
瀬
淳
子
「
大
統
領
記
録
の
公
開
―
大
統
領
記
録
法
と
オ
バ
マ
政
権
の
大
統
領
記
録
に
関
す
る
大
統
領
令
―
」、﹃
外
国
の
立
法
﹄
第

二
四
〇
号
、
国
立
国
会
図
書
館
、
二
〇
〇
九
年

ジ
ョ
ン
・
へ
ー
ガ
ン
﹃
戦
争
犯
罪
を
裁
く
│
ハ
ー
グ
国
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The Ethics of not Leaving Records :
An Exploration from the Perspectives of Political Science and 

Practical Application

OHBA Hirotsugu

Abstract

　This paper gives possible answers to the questions of whether it may be 

permissible to not leave records in spite of the ethics requiring record-keeping. This 

Paper presents three reasons for not leaving records, I present these as three types of 

clashes that can result from the application of the ethics requiring record keeping : 

clashes over interests, clashes in regard to effectiveness, clashes in regard to other 

ethics.

　In summary, there may be situations in which the ethics of record-keeping should 

not be applied.




